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は
じ
め
に

　

西
田
幾
多
郎
は
、
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
に
「
学
問
的
方
法
」
の
題
で
東
京
・
日
比
谷
公
会
堂
で
行
い
、『
日
本
文
化
の
問
題
』（
岩

波
新
書
、
一
九
四
〇
年
）
に
同
名
で
収
録
さ
れ
た
講
演
に
お
い
て
、「
我
々
の
歴
史
的
文
化
を
背
景
と
し
て
新
し
い
世
界
文
化
を
創
造
す

る
と
云
ふ
の
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
」（

1
）
と
い
う
問
い
を
立
て
て
い
る
。
西
田
が
こ
こ
で
言
う
「
世
界
文
化
」
は
、
こ
の
時
期

に
偏
狭
な
国
粋
主
義
者
た
ち
が
主
張
し
た
よ
う
な
、日
本
を
至
上
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
世
界
観
を
世
界
大
に
宣
揚
し
よ
う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
夜
郎
自
大
な
る
主
張
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
た
と
え
ば
こ
の
講
演
に
お
い
て
西
田
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
美
術
史
家
ア
ロ
イ

ス
・
リ
ー
グ
ル
の
名
を
挙
げ
、「
リ
ー
グ
ル
が
異
な
つ
た
芸
術
の
研
究
に
よ
つ
て
更
に
深
く
広
い
芸
術
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
如
く
、我
々

は
深
く
西
洋
文
化
の
根
柢
に
入
り
十
分
に
之
を
把
握
す
る
と
共
に
、
更
に
深
く
東
洋
文
化
の
根
柢
に
入
り
、
そ
の
奥
底
に
西
洋
文
化
と
異

な
つ
た
方
向
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
類
文
化
そ
の
も
の
の
広
く
深
い
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
文
化
に
よ
つ
て
東
洋
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
東
洋
文
化
に
よ
つ
て
西
洋
文
化
を
否
定
す
る
こ
と

で
も
な
い
。
又
そ
の
何
れ
か
一
の
中
に
他
を
包
み
込
む
こ
と
で
も
な
い
。
却
つ
て
従
来
よ
り
は
一
層
深
い
大
き
な
根
柢
を
見
出
す
こ
と
に



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

六
六

よ
つ
て
、
両
者
共
に
新
し
い
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」（

2
）
と
語
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
一
方
に
偏
し
て
他
方
を
排
斥
す
る
態
度
で
も
、
ま
た
、
互
い
の
違
い
の
み
を
強
調
し
て
主
体
的
な
相
互
通
行

に
踏
み
込
も
う
と
し
な
い
、
悪
し
き
意
味
で
の
相
対
主
義
の
態
度
で
も
な
い
。
西
田
の
主
張
の
要
点
は
、「
一
層
深
い
大
き
な
根
柢
を
見

出
す
こ
と
」
に
よ
っ
て
西
洋
文
化
と
東
洋
文
化
と
を
共
に
照
ら
す
「
新
し
い
光
」
を
見
い
だ
す
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
西
田
の
い
う
「
世
界
文
化
の
創
造
」
と
は
、
こ
の
「
新
し
い
光
」
を
見
出
す
作
業
と
関
連
付
け
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
「
新
し
い
光
」
が
発
見
さ
れ
る
現
場
と
は
、
従
来
の
「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
内
に
閉
じ
こ
も
ら

ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
己
の
内
に
両
者
が
併
在
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
併
在
に
よ
っ
て
内
か
ら
己
が
割
か
れ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
異
質
性
を
際
立
た
せ
つ
つ
せ
め
ぎ
合
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
現
場
を
自
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
生
き
た
思
想
家
と
し
て
本
論
文
で
は
鈴
木
大
拙
に
注
目
し
て
み
た
い（

3
）。

　
「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
に
つ
い
て
、
大
拙
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。「
西
洋
で
は
物
が
二
つ
に
分
か
れ
て
か
ら
を

基
礎
と
し
て
考
え
進
む
。
東
洋
は
そ
の
反
対
で
、
二
つ
に
分
か
れ
ぬ
先
か
ら
踏
み
出
す
」（

4
）。
一
見
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
も
映
る
単
純

化
が
こ
こ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
単
純
化
を
、
上
に
掲
げ
た
、
西
田
の
「
新
し
い
光
」
の
主
張
と
関
連
付
け
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
そ
れ
は
極
限
ま
で
切
り
詰
め
ら
れ
た
結
果
と
し
て
の
単
純
化
で
あ
っ
た
と
の
感
を
強
く
抱
か
し
め
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換

え
れ
ば
、「
西
洋
で
は
物
が
二
つ
に
分
か
れ
て
か
ら
を
基
礎
と
し
て
考
え
進
む
。
東
洋
は
そ
の
反
対
で
、
二
つ
に
分
か
れ
ぬ
先
か
ら
踏
み

出
す
」
と
い
う
見
方
で
も
っ
て
、
大
拙
が
自
ら
世
界
文
化
の
創
造
に
参
与
せ
ん
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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一　

大
拙
の
〈
禅
〉

　
『
東
洋
の
心
』（
昭
和
四
十
年
、
春
秋
社
）
の
序
文
と
し
て
書
か
れ
、
同
名
の
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
『
新
編　

東
洋
的
な
見
方
』
に
収
録
さ

れ
た
作
品
に
お
い
て
、
大
拙
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「「
東
洋
的
思
考
」
ま
た
は
「
東
洋
的
心
理
」
と
い
う
べ
き
は
、
西
洋
的
な
も

の
と
違
っ
て
一
種
の
特
性
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
特
性
が
、
ま
だ
世
界
一
般
に
解
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
か
し
て
知
ら
せ
て
お

き
た
い〔
中
略
〕一
口
に
飛
躍
し
て
い
え
ば
、「
東
洋
の
心
と
は
禅
だ
」と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
す
る
」（

5
）。
大
拙
が
こ
こ
で
言
う〈
禅
〉と
は
、

〈
禅
仏
教
〉
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
仏
教
の
一
宗
派
を
指
す
の
で
は
な
い
。
大
拙
の
〈
禅
〉
と
は
、「
人
間
の
心
の
底
に

あ
る
、
無
限
の
創
造
性
に
徹
し
て
、
こ
れ
に
順
応
し
て
動
作
す
る
こ
と
」（

6
）
で
あ
り
、
伝
統
的
禅
仏
教
は
、
な
る
ほ
ど
そ
の
創
造
性
へ

の
順
応
営
為
の
蹤
跡
を
語
り
あ
か
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
唐
代
か
ら
宋
代
を
頂
点
と
す
る
中
国
を
舞
台
に

営
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
拙
や
西
田
が
問
題
と
す
る
「
世
界
」
か
ら
は
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
拙
は
、〈
禅
〉
が
「
新
し

い
光
」
と
な
る
た
め
、
世
界
創
造
の
現
場
た
る
「
一
層
深
い
大
き
な
根
柢
」
に
ま
で
こ
れ
を
掘
り
下
げ
て
い
く
。
大
拙
〈
禅
〉
の
新
し
さ

は
実
に
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

大
拙
の
〈
禅
〉
が
、
世
界
創
造
の
現
場
た
る
「
一
層
深
い
大
き
な
根
柢
」
の
開
削
の
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
田
閑
照
に

よ
る
次
の
指
摘
が
興
味
深
い
。「
大
拙
の
禅
思
想
の
生
ま
れ
る
場
所
が
禅
と
西
洋
世
界
の
ぶ
つ
か
り
合
い
・
触
れ
合
い
に
お
い
て
禅
の
内

側
か
ら
外
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
西
田
の
哲
学
の
生
ま
れ
る
場
所
は
、
禅
と
西
洋
哲
学
の
間
に
出
て
哲
学

の
側
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
大
拙
に
と
っ
て
は
禅
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
歴
史
上
未
だ
禅
が
知
ら
な
か
っ
た
世
界
の
只
な
か
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
西
田
に
と
っ
て
は
「
世
界
」
が
問
題
で
あ
っ
た
（
哲
学
と
は
「
世
界
」
の
論
理
的
自
覚
）。
し
か
し
そ
の
世
界
投
企
は
、

従
来
西
洋
哲
学
の
知
ら
な
か
っ
た
禅
か
ら
の
目
配
せ
を
受
け
取
っ
て
で
あ
っ
た
。
大
拙
と
西
田
は
相
互
に
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
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な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
と
フ
ロ
ン
ト
に
お
い
て
、
新
し
い
考
え
方
を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
」（

7
）。
こ
の
よ
う
に
、
大
拙
と
西
田
の
思

想
の
営
み
を
〈
二
重
奏
〉
に
例
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
大
拙
の
〈
禅
〉
は
、
西
田
の
い
う
「
世
界
文
化
の
創
造
」
の
、
大
拙
に
お

け
る
遂
行
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

大
拙
と
西
田
と
の
間
の
〈
二
重
奏
〉
に
つ
い
て
は
、
両
者
に
よ
る
興
味
深
い
交
流
の
記
録
が
あ
る
。
一
九
三
四
年
九
月
二
十
三
日
付
の

書
簡
で
西
田
は
、「
平
常
不
断
の
心
即
道
」
と
い
う
禅
語
に
面
白
い
も
の
が
な
い
か
と
大
拙
に
尋
ね
て
い
る（

8
）
が
、こ
れ
に
対
し
て
、「
日
々

是
好
日　

雲
門　

平
常
心
是
道　

是
は
南
泉
と
思
ふ
」（

9
）
と
の
答
え
が
大
拙
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
（
一
九
三
四
年
九
月
二
十
五
日
付
書
簡
）。

〈
禅
〉
を
め
ぐ
る
両
者
の
や
り
と
り
は
こ
の
よ
う
に
し
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
大
拙
は
西
田
に
対
し
て
、

禅
と
は
「
は
た
ら
き
」
で
あ
り
、「
生
命
に
即つ

く
」
こ
と
で
あ
る
と
応
答
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う（
10
）。

二　

は
た
ら
き
と
し
て
の
〈
禅
〉 

　

大
拙
が
、
禅
と
は
「
は
た
ら
き
」
で
あ
り
、「
生
命
に
即
く
」
こ
と
だ
と
い
う
と
き
、
彼
が
禅
者
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
単
に
そ
の

よ
う
に
言
及
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
及
が
そ
の
ま
ま
「
は
た
ら
き
」
と
な
り
、「
生
命
に
即
く
」
こ
と
に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な

ら
な
い
筈
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
言
及
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、「
は
た
ら
き
」
や
「
生
命
に
即
く
」
こ
と
を
そ
こ
か
ら
汲
み
出
し
得
る
も

の
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
大
拙
に
よ
る
禅
語
録
の
再
解
釈
の
例
と
、
大
拙
自
身
の
日
常
的
ふ
る
ま

い
の
例
と
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
『
禅
と
日
本
文
化
』（
岩
波
新
書
、
昭
和
十
五
年
）
に
お
い
て
大
拙
は
、『
臨
済
録
』「
行あ
ん

録ろ
く

」
の
「
黄
檗
仏
法
無
多
子
」（
黄
檗
の
仏
法

多た

子す

な
し
。「
あ
あ
、
黄
檗
の
仏
法
は
端
的
だ
っ
た
の
だ
」
の
意
）
の
古
則
に
言
及
し
て
い
る
。「
黄
檗
仏
法
無
多
子
」
は
、
臨
済
が
、
そ
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の
師
黄
檗
の
許
に
留
ま
る
こ
と
三
年
、
勧
め
に
従
っ
て
大
愚
の
と
こ
ろ
に
問
答
に
行
き
、
開
悟
し
た
際
に
発
し
た
言
葉
で
あ
る（
11
）。『
禅

と
日
本
文
化
』
に
お
い
て
大
拙
は
臨
済
の
こ
の
言
葉
を
「
黄
檗
の
仏
法
な
ど
と
い
っ
て
そ
う
大
し
た
も
の
じ
ゃ
な
い
な
」（
12
）
と
訳
し
て

い
る
。「
無
多
子
」
を
「
大
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
解
す
る
の
は
、
大
拙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
禅
仏
教
に
お
け
る
伝
統
的
な
解
釈
法

で
あ
る
が
、
本
来
は
「
あ
れ
や
こ
れ
や
の
面
倒
な
こ
と
は
な
い
、
端
的
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
「
大
し
た
も
の
じ
ゃ
な
い
」
の

訳
に
よ
っ
て
大
拙
の
解
釈
が
誤
釈
に
落
ち
る
か
と
い
え
ば
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、「
無
多
子
」
の
前
に
あ
る
「
仏
法
」
の
語
と
の

連
関
を
見
た
場
合
、
か
え
っ
て
禅
の
端
的
を
示
す
も
の
と
な
る
。

　

大
拙
は
、
大
愚
と
の
問
答
を
通
じ
て
臨
済
に
お
い
て
「
仏
法
」
の
取
り
扱
い
が
転
回
し
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
仏
教

の
概
念
的
知
識
に
関
す
る
か
ぎ
り
、臨
済
は
当
時
の
ど
の
学
者
に
も
遅
れ
を
取
ら
な
か
っ
た
が
、そ
れ
に
最
後
の
満
足
を
見
い
だ
さ
な
か
っ

た
。〔
中
略
〕外
か
ら
の
附
け
加
え
た
も
の
は
そ
の
人
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。附
加
物
は
純
粋
に
負
担
物
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」（
13
）。つ
ま
り
、

問
答
以
前
の
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
臨
済
が
探
求
し
て
い
た
仏
法
と
は
概
念
的
知
識
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
外
か
ら
の
付
加
物
と
し

て
当
人
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
臨
済
は
負
担
に
感
じ
て
い
た
。
し
か
る
に
大
愚
と
の
問
答
を
経
て
、
臨
済
は
、
本

来
仏
法
が
付
加
物
で
な
く
「
生
の
源
泉
」
で
あ
る
こ
と
を
会
得
し
た
。
大
拙
は
こ
の
「
生
の
源
泉
」
を
、
人
間
が
意
識
的
な
自
己
中
心
的

な
努
力
を
棄
て
去
っ
た
際
に
現
出
す
る「
無
意
識
」（
14
）と
も
呼
び
、次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
臨
済
が
か
く
し
て
深
く
洞
徹
し
え
た「
無

意
識
」
の
境
で
は
、
結
局
「
仏
法
な
ど
そ
う
大
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」。
な
ぜ
か
と
い
う
に
、「
無
意
識
」
は
蓄
積
さ
れ
た
知
識
の
宝

庫
で
は
な
く
て
、
涸
れ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
生
の
源
泉
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
に
は
知
識
が
貯
蔵
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
た
か
も

巨
木
が
極
小
一
粒
の
種
子
か
ら
生
長
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
生
長
す
る
の
で
あ
る
」（
15
）。

　

つ
ま
り
臨
済
が
会
得
し
た
仏
法
と
は
、
概
念
的
知
識
の
集
積
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
知
識
の
集
積
を
生
み
出
さ
し
め

る
源
泉
の
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
は
黄
檗
に
の
み
湧
出
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、一
旦
気
づ
い
て
み
れ
ば
、自
身
の
内
か
ら
も
同
じ
く
滾
々
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と
湧
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
の
意
味
で
何
ら
代
わ
り
映
え
の
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
黄
檗
の
仏
法
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

「
端
的
」
で
あ
り
、
か
つ
、「
大
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
古
則
を
応
用
す
る
形
で
大
拙
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
以
上
引
い
た
場
合
で
判
る
よ
う
に
、
自
覚
に
関
す
る
禅
の
技
術
の
心
理
的
解
釈
は
〔
中
略
〕
窮
し
て
通
ず
る
と
い
う
真
理
に
基
礎
を
置

く
の
で
あ
る
。
偉
大
な
行
為
は
み
な
、
人
間
が
意
識
的
な
自
己
中
心
的
な
努
力
を
棄
て
去
っ
て
、「
無
意
識
」
の
働
き
に
ま
か
せ
る
と
き

に
成
就
せ
ら
れ
る
。
神
秘
的
な
力
が
何
人
の
内
に
も
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
目
ざ
ま
し
て
そ
の
創
造
力
を
現
わ
す
の
が
参
禅
の
目
的
で

あ
る
」（
16
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
拙
〈
禅
〉
が
、
生
の
源
泉
か
ら
の
端
的
な
奔
出
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
奔
出
は
大
拙
自
身
の
行
動
に
お
い
て
も

均
し
く
認
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
彼
の
晩
年
に
つ
い
て
岡
村
美
穂
子
が
伝
え
る
大
拙
像
に
は
、
随
所
に
そ
れ
を
伝
え
る
よ
う
な
赴
き
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
二
年
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
客
員
講
義
を
し
て
い
た
大
拙
の
も
と
に
秘
書
と
し
て
通
い
始
め
た
岡
村
（
当
時

十
五
歳
）
と
彼
と
の
間
に
は
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。「「
人
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
生
き
て
い
る
こ
と
が
空
し
い
の

で
す
」
お
さ
げ
髪
の
一
少
女
の
こ
の
訴
え
を
聞
い
て
、
先
生
は
た
だ
「
そ
う
か
」
と
頷
か
れ
た
。
否
定
で
も
肯
定
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
な

い
言
葉
だ
と
思
い
ま
し
た
。
が
、
そ
の
一
言
か
ら
感
じ
ら
れ
る
深
い
響
き
は
、
私
の
か
た
よ
っ
て
い
た
心
に
、
新
た
な
衝
撃
を
与
え
た
の

で
は
な
い
か
と
、
い
ま
に
し
て
鮮
明
に
想
い
出
さ
れ
ま
す
。
先
生
は
私
の
手
を
と
り
、
そ
の
手
の
ひ
ら
を
ひ
ろ
げ
な
が
ら
、「
き
れ
い
な

手
で
は
な
い
か
。
よ
く
見
て
ご
ら
ん
。
佛
の
手
だ
ぞ
」
そ
う
い
わ
れ
る
先
生
の
瞳
は
潤
い
を
た
た
え
て
い
た
の
で
す
。
私
が
先
生
の
雑
務

の
お
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、
心
の
問
題
と
取
り
組
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
」（
17
）。
逸
話

に
対
し
て
言
詮
を
加
え
る
こ
と
は
か
え
っ
て
陳
腐
化
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
、
大
拙
と
岡
村
と
の
や
り
と
り
に
あ
っ
て
は
、
大

拙
は
岡
村
に
対
し
て
直
接
に
何
か
を
教
え
た
の
で
は
な
い
。
大
拙
は
自
ら
の
そ
の
ま
ま
の
姿
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
自
己

中
心
性
を
通
り
越
し
た
「
無
意
識
」
か
ら
の
働
き
は
、
岡
村
に
お
い
て
同
様
の
働
き
を
化
育
せ
し
め
、
彼
女
の
心
を
生
長
せ
し
め
て
い
っ
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大
拙
禅
に
お
け
る
主
体
性
の
問
題
〔
水
野
〕

た
と
思
わ
れ
る
。

　

大
拙
の
は
た
ら
き
が
、
自
己
中
心
性
を
通
り
越
し
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
逸

話
を
岡
村
が
伝
え
て
い
る
。「
あ
る
日
、
駅
で
ふ
と
、
歩
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ぬ
人
を
、
通
り
す
が
り
に
見
た
先
生
の
瞳
は
深
く
沈
ん
で
、

な
に
か
自
分
自
身
を
見
入
ら
れ
る
よ
う
な
表
情
を
さ
れ
、「
気
の
毒
な
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
の
責
任
な
ん
だ
。
美
穂
子
さ
ん
。
さ
あ
、

じ
っ
と
し
て
お
れ
ん
ぞ
、
仕
事
だ
、
仕
事
だ
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。〔
中
略
〕
先
生
に
と
っ
て
衆
生
は
、
一
個
人
で
あ
り
、
一
個
人
は
衆
生
、

と
解
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。人
類
の
行
い
は
す
べ
て
、私
た
ち
お
の
お
の
の
行
為
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り
え
な
か
っ

た
の
で
す
。
何
が
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、
何
を
す
る
に
せ
よ
、
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
皆
責
任
が
あ
る
。
先

生
に
お
い
て
は
、〝
生
き
る
〞
と
は
、
自
分
の
置
か
れ
た
場
所
で
な
す
べ
き
こ
と
を
一
心
に
な
っ
て
働
く
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
の
で
し
ょ
う
」（
18
）。

　

さ
て
、
大
拙
の
〈
禅
〉
を
、
こ
の
よ
う
に
、
自
己
中
心
性
を
通
り
越
し
た
「
無
意
識
」
と
の
通
行
と
捉
え
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、

い
か
に
し
て
「
無
意
識
」
の
働
き
を
阻
害
し
な
い
ま
ま

0

0

0

0

0

0

0

に
自
己
の
ふ
る
ま
い
に
お
い
て
現
出
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
問
題
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
一
個
の
人
間
の
態
度
と
し
て
は
己
の
側
か
ら
の
自
意
識
的
態
度
と
も
さ
し
あ
た
り
言
い
得
る
で
あ
ろ

う
が
、
少
な
く
と
も
、「
自
己
」
と
「
無
意
識
」
と
を
両
極
に
立
て
て
、
両
者
を
い
か
に
繋
ぐ
か
と
い
う
二
極
的
な
観
点
か
ら
把
握
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
主
体
性
を
有
す
る
べ
き
は
阻
害
の
な
き
通
路

0

0

の
側
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
実
に
突
き
当
た
る
時
に
見
い
だ

さ
れ
る
も
の
が
、か
え
っ
て
新
し
く「
自
己
」の
名
で
呼
ば
れ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、は
た
ら
き
の
主
体
性
が「
通

路
」
に
置
か
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
次
元
は
ま
ず
一
元
的
で
あ
り
、
一
元
的
は
た
ら
き
が
現
実
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
を
現
出
す
る
こ

と
で
、「
自
己
」
と
「
無
意
識
」
と
の
両
端
が
事
後
的
に
生
ず
る
。
こ
の
「
通
路
」
と
「
自
己
」
と
「
無
意
識
」
と
の
関
係
は
、大
拙
が
『
日

本
的
霊
性
』（
昭
和
十
九
年
）
に
お
い
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
「
親
鸞
一
人
」
と
「
阿
弥
陀
仏
」
の
三
者
の
関
係
で
説
明
す
る
と
こ
ろ
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の
も
の
と
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
『
日
本
的
霊
性
』
に
お
い
て
大
拙
は
、「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一い
ち

人に
ん

が
た
め
な
り
け
り
」（
19
）

と
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
親
鸞
が
語
っ
た
こ
と
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。「
親
鸞
は
罪
業
か
ら
の
解
脱
を
説
か
ぬ
、〔
中
略
〕
こ

の
存
在
―
―
現
世
的
・
相
関
的
・
業ご
う

苦く

的
存
在
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
弥
陀
の
絶
対
的
本
願
力
の
は
た
ら
き

0

0

0

0

に
一
切
を
ま
か
せ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
弥
陀
な
る
絶
対
者
と
親
鸞
一
人

0

0

と
の
関
係
を
体
認
す
る
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
た
だ
こ
の
身
の
所
有
と
考

え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
捨
て
よ
う
と
も
留
保
し
よ
う
と
も
思
わ
ず
、
自じ

然ね
ん

法ほ
う

爾に

に
し
て
大
悲
の
光
被
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
日
本
的
霊
性
の
上
に
お
け
る
神
な
が
ら

0

0

0

0

の
自
覚
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」（
20
）。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
現
世
的
・
相
関
的
・
業
苦
的
存

在
と
し
て
の
「
親
鸞
」
と
、
絶
対
者
た
る
「
阿
弥
陀
仏
」
と
が
、
両
極
か
ら
手
を
繋
ぐ
こ
と
を
模
索
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ

て
信
の
一
念
が
、
現
世
的
・
相
関
的
・
業
苦
的
な
存
在
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
大
悲
者
の
手
に
摂
取
せ
ら
れ
肯
定
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
ま

で
、
己
を
連
れ
だ
す
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
限
者
と
絶
対
者
と
い
う
矛
盾
す
る
も
の
が
結
び
つ
く
の
は
、
信
と

い
う
営
為
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
個
己
の
一
人
は
一
人
一
人
で
、
し
か
も
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
超
個
己
の
一
人

0

0

で
あ

る
」（
21
）
と
い
う
、
自
己
と
絶
対
者
と
の
直
通
路
は
か
く
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
通
路
と
な
る
も
の
は
「
信
心
」
で
あ
り
、
南
無

阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
具
体
的
な
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三　

西
洋
と
東
洋

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
は
た
ら
き
」
を
現
代
生
活
に
お
い
て
顕
彰
す
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う

か
。
上
に
見
た
よ
う
に
、
大
拙
の
〈
禅
〉
は
西
洋
文
化
と
東
洋
文
化
と
を
共
に
照
ら
す
「
新
し
い
光
」
を
見
い
だ
す
こ
と
を
企
図
し
て
主



七
三

大
拙
禅
に
お
け
る
主
体
性
の
問
題
〔
水
野
〕

張
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
何
か
の
因
縁
だ
ろ
う
が
、
自
分
は
「
東
洋
的
見
方
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
く
て
し

よ
う
が
な
い
。
こ
れ
を
今
時
の
西
洋
的
、
科
学
的
、
論
理
的
、
概
念
的
な
ど
い
う
も
の
に
対
抗
さ
せ
て
、
東
洋
民
族
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

欧
米
一
般
の
人
々
に
も
、
広
く
知
ら
せ
て
、
東
洋
文
化
の
意
義
を
高
揚
し
た
い
の
で
あ
る
」（
22
）
と
大
拙
が
語
る
の
も
、
西
洋
に
対
す
る

単
な
る
東
洋
の
披
露
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。　

大
拙
に
よ
れ
ば
、そ
の
意
義
は「
二
分
性
文
化
の
不
備
を
補
足
す
る
こ
と
」（
23
）に
求
め
ら
れ
る
。
大
拙
が
分
析
す
る「
二
分
性
文
化
の
不
備
」

と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
そ
れ
を
覗
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「〔
西
洋
は
〕
科
学
の
発
達
か
ら
、
技
術
の
精
確
さ
、
巧

緻
さ
に
至
る
ま
で
、
東
洋
よ
り
は
、
ず
っ
と
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
組
織
を
立
て
る
こ
と
が
西
洋
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
人
間
も
機
械
の
一
部
に
な
り
、
組
織
の
中
に
鎔
け
こ
ん
で
ゆ
く
。
本
当
の
自
由
も
な
く
な
り
、
本
来
の
創
造
力
も
減
殺
さ
れ
が

ち
で
あ
る
。
こ
れ
が
西
洋
今
日
の
悩
み
で
あ
る
」（
24
）。

　

そ
れ
で
は
、「
本
当
の
自
由
が
な
く
な
り
、
本
来
の
創
造
力
が
減
殺
さ
れ
る
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
か
。
大
拙
は
そ
れ
を
『
荘
子
』
の
外
編
「
天
地
」
に
登
場
す
る
「
機
心
」
の
逸
話
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
す
る
。

　
『
荘
子
』
に
お
い
て
「
機
心
」
は
、
孔
子
の
弟
子
の
子
貢
が
、
農
夫
が
手
ず
か
ら
水
を
井
戸
か
ら
汲
み
出
し
て
畑
に
や
っ
て
い
る
の
を

見
て
、「
な
ぜ
、は
ね
つ
る
べ

0

0

0

0

0

を
利
用
し
な
い
の
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、農
夫
が
「
何
で
も
機
械
に
た
よ
る
も
の
に
は
機き

心し
ん

が
あ
る
。

こ
の
機
心
を
自
分
は
き
ら
う
ゆ
え
、
そ
れ
を
利
用
し
な
い
の
だ
」
と
答
え
る
箇
所
に
登
場
す
る
。
こ
の
機
心
の
弊
害
を
、
大
拙
は
、「
機

械
に
た
よ
る
と
、
そ
の
働
き
の
成
績
に
の
み
心
を
と
ら
わ
れ
る
。〔
中
略
〕
力
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
て
、
功
は
で
き
る
だ
け
多
か
れ

と
働
く
。
時
に
よ
る
と
、
こ
の
働
く
こ
と
さ
え
も
し
な
い
で
、
ひ
た
す
ら
に
、
効
果
の
み
あ
が
れ
か
し
と
考
え
る
。
機
心
は
、
人
を
だ
ま

か
す
こ
と
に
成
功
す
れ
ば
こ
の
上
な
し
と
さ
え
ひ
そ
か
に
喜
ぶ
こ
と
に
な
る
。
危
険
千
万
な
心
得
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
と

こ
ろ
が
、
今
日
の
世
界
は
こ
の
危
険
千
万
な
こ
と
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
動
き
出
し
て
い
る
」（
25
）
と
説
明
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
な
ぜ
西
洋
に
機
心
の
弊
害
が
齎
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。
大
拙
に
よ
れ
ば
、
西
洋
に
お
け
る
機
心
の
源
は
「
二
分
性
文
化
」

そ
の
も
の
の
特
質
に
由
来
す
る
。
大
拙
は
、
西
洋
知
性
の
性
格
は
分
割
を
特
徴
と
し
、「
ま
ず
主
と
客
と
を
わ
け
る
。
わ
れ
と
人
、
自
分

と
世
界
、
心
と
物
、
天
と
地
、
陰
と
陽
、
な
ど
、
す
べ
て
分
け
る
こ
と
が
知
性
で
あ
る
。〔
中
略
〕
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
―
―
こ

の
二
元
性
か
ら
わ
れ
ら
の
知
識
が
出
て
き
て
、
そ
れ
か
ら
次
へ
次
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
」（
26
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
の
発
展
に
は
功
罪

の
両
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
二
元
性
を
基
底
に
も
つ
西
洋
思
想
に
は
、
も
と
よ
り
長
所
も
あ
れ
ば
短
所
も
あ
る
。
個
個
特
殊
の
具
体
的

事
物
を
一
般
化
し
、
概
念
化
し
、
抽
象
化
す
る
、
こ
れ
が
長
所
で
あ
る
。
こ
れ
を
日
常
生
活
の
上
に
利
用
す
る
と
、
す
な
わ
ち
工
業
化
す

る
と
、
大
量
生
産
と
な
る
。
大
量
生
産
は
す
べ
て
を
普
遍
化
し
、
平
均
に
す
る
。〔
中
略
〕
す
べ
て
普
遍
化
し
、
標
準
化
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
個
個
の
特
性
を
滅
却
し
、
創
造
欲
を
統
制
す
る
意
味
に
な
る
。〔
中
略
〕
つ
ま
り
は
機
械
の
奴
隷
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
」（
27
）。
し

た
が
っ
て
、
大
拙
は
、
一
般
化
を
帰
結
さ
せ
る
二
分
性
文
化
（
西
洋
）
に
対
し
て
、
こ
れ
と
異
な
っ
た
方
向
性
の
文
化
（
東
洋
）
を
注
入

す
る
こ
と
で
、
個
々
の
特
性
の
滅
却
や
創
造
欲
の
統
制
に
対
す
る
避
難
口
を
設
け
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「
一
層
深
い
大
き
な
根
柢
」
を
覗

き
得
る
窓
を
開
く
可
能
性
の
提
供
を
試
み
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
、
大
拙
に
よ
る
西
洋
に
向
け
て
の
〈
禅
〉
の
発
信
で
あ
り
、「
西

洋
で
は
物
が
二
つ
に
分
か
れ
て
か
ら
を
基
礎
と
し
て
考
え
進
む
。
東
洋
は
そ
の
反
対
で
、
二
つ
に
分
か
れ
ぬ
先
か
ら
踏
み
出
す
」（
28
）
と

い
う
単
純
化
さ
れ
た
命
題
の
主
張
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
二
つ
に
分
か
れ
ぬ
先
」
に
価
値
を
置
く
東
洋
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
個
々
の
特
性
の
滅
却
や
創
造
欲
の
統
制
か
ら
の
避

難
口
の
可
能
性
を
示
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
拙
は
、
宋
代
の
禅
者
雪せ
っ

竇ち
ょ
うの
漢
詩
を
示
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

春
山
畳
乱
青
、　

春
山
乱
青
を
畳
み
、

　

春
水
漾
虚
碧
。　

春
水
虚き
ょ

碧へ
き

を
た
だ
よ
は
す
。

　

寥
寥
天
地
間
、　

寥
り
ょ
う

寥り
ょ
うた

る
天
地
の
間
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独
立
望
何
極
。　

独
立
、
望
み
何
ぞ
極き
わ

ま
ら
ん
。

　
「
さ
て
、
雪
竇
の
詩
で
あ
る
が
、「
春
山
乱
青
を
畳
み
、
春
水
虚き
ょ

碧へ
き

を
漾た
だ
よわ
す
」
な
ど
、
初
夏
の
景
色
の
緑
一
面
の
様
子
が
、
宛え
ん

然ぜ
ん

と
し

て
目
の
前
に
浮
か
び
出
る
。〔
中
略
〕
緑
一
色
の
天
地
で
あ
る
が
、
こ
の
緑
に
は
無
限
の
変
化
が
あ
る
。
植
物
の
数
が
、
い
く
ら
あ
る
か
、

わ
か
ら
ぬ
が
、
そ
の
わ
か
ら
ぬ
数
ほ
ど
の
変
化
を
、
そ
の
ま
ま
に
孕は
ら

ん
で
、
緑
は
一
色
に
天
地
を
染
め
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
29
）。
大

拙
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
「
緑
一
面
」
は
草
木
が
萌
え
出
す
生
命
力
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
他
を
凌
ご
う
と
か
、

競
争
に
負
け
ま
い
、
と
い
う
以
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
芽
吹
き
を
一
斉
に
発
露
す
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
各

自
が
自
己
の
緑
を
も
ち
な
が
ら
、
他
己
の
緑
と
一
つ
に
、
山
野
を
限
り
な
き
は
て
ま
で
充
実
さ
せ
て
い
る
」（
30
）
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

萌
え
出
し
た
緑
に
は
、
そ
の
後
、
成
長
の
速
度
や
日
当
た
り
等
の
条
件
の
違
い
に
よ
っ
て
競
争
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
競
争
を
も
包
み
、
辺
り
一
面
の
緑
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
創
造
力
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
一
木
一
草
の
隅
々
に
ま
で
均

し
く
及
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
力
は
、
条
件
の
違
い
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
春
が
来
れ
ば
草
木
を
一
斉
に
芽
吹
か
せ
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
大
拙
は
、
芭
蕉
の
「
や
が
て
死
ぬ
気
色
も
見
え
ず
蝉
の
声
」
と
い
う
俳
句
に
も
次
の
よ
う
な
解
釈
を
付
け
て
い
る
。「
蝉
は

や
が
て
死
ぬ
の
だ
が
、
今
日
死
の
う
が
明
日
死
の
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
蝉
は
頓
着
し
な
い
。
持
っ
て
お
る
全
部
を
吐
き
出
し
て
、

ジ
ュ
ー
と
や
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ
れ
ぬ
妙
が
あ
る
。
そ
れ
を
芭
蕉
が
見
た
に
相
違
な
い
」（
31
）。

　

こ
う
し
た
、
春
に
草
木
を
芽
吹
か
せ
、
夏
に
蝉
を
一
心
に
鳴
か
せ
る
創
造
力
が
、
漏
れ
る
こ
と
な
く
天
地
万
物
を
貫
い
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
人
間
に
お
い
て
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
大
拙
は
、〈
禅
〉
を
、「
人
間
の
心
の
底
に
あ
る
、
無
限
の
創
造
性
に
徹
し
て
、
こ
れ
に

順
応
し
て
動
作
す
る
こ
と
」（
32
）
と
し
て
主
張
し
た
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
創
造
性
と
は
、
天
地
万
物
を
貫
く
、
こ
の
創
造
力
に
即
す
る

と
い
う
意
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
蝉
が
無
心
に
鳴
く
よ
う
に
、
創
造
の
可
能
性
は
あ
ら
ゆ
る
人
間

に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
創
造
力
に
即
す
る
こ
と
は
人
間
の
境
遇
い
か
ん
を
区
別
し
な
い
。
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大
拙
は
、
各
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
に
置
か
れ
る
有
限
の
世
界
に
あ
っ
て
、
人
間
に
は
、「
こ
の
有
限
の
世
界
に
居
て
、
無
限
を
見
る

だ
け
の
創
造
的
想
像
力
を
持
つ
」
こ
と
が
重
要
だ（
33
）
と
述
べ
、「
こ
の
種
の
想
像
力
を
、
自
分
は
、
詩
と
い
っ
て
居
る
」（
34
）
と
い
う
。

創
造
的
想
像
力
と
し
て
の
詩
の
重
要
性
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
機
械
化
・
規
格
化
に
押
し
込
め
ら
れ
る
日
常
か
ら
、「
あ
た
か
も
巨
木
が

極
小
一
粒
の
種
子
か
ら
生
長
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
生
長
す
る
」（
35
）、「
生
の
源
泉
」（
36
）
へ
と
、
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
だ
し
て
く
れ
る
と

こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
春
に
草
木
が
一
斉
に
萌
え
出
す
よ
う
に
、
各
個
に
お
い
て
、

己
が
生
命
が
満
ち
出
す
こ
と
を
再
び
見
出
す
。
そ
れ
は
、
機
械
化
の
凌
ぎ
の
中
で
、
自
身
が
社
会
的
に
置
か
れ
た
地
位
と
は
一
線
を
画
す

る
形
に
お
い
て
己
の
は
た
ら
き
の
価
値
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
生
命
の
満
ち
出
し
を
指
し
て
、
大
拙

は
「
自
由
」
と
呼
ぶ
。

　
「
自
由
は
そ
の
字
の
ご
と
く
、「
自
」
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
抑
圧
も
牽
制
も
な
に
も
な
い
、「
自み
ず
から
」
ま
た
は
「
自
お
の
ず
から
」
出
て
く
る
の
で
、

他
か
ら
手
の
出
し
よ
う
の
な
い
と
の
義
で
あ
る
。
自
由
に
は
元
来
政
治
的
な
意
義
は
少
し
も
な
い
。
天
地
自
然
の
原
理
そ
の
も
の
が
、
他

か
ら
何
の
指
図
も
な
く
、
制
裁
も
な
く
、
自
お
の
ず
から
出
る
ま
ま
の
働
き
、
こ
れ
を
自
由
と
い
う
の
で
あ
る
」（
37
）。
そ
れ
で
は
自
由
は
ど
の
よ
う

に
し
て
己
の
は
た
ら
き
の
価
値
を
再
発
見
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

自
由
を
大
拙
は
、「
松
は
松
と
し
て
、
竹
は
竹
と
し
て
」（
38
）
と
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、「
人
は
人
と
し
て
」
が
指
す

本
来
底
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
大
拙
は
『
法
華
経
』
の
「
仏
は
慈
悲
の
室
に
居
て
、
無
限
の
忍に
ん

辱に
く

と
精
進
と
を
着
物

に
し
て
、
空
の
座
に
す
わ
っ
て
い
る
」
の
詩
偈
を
例
に
次
の
よ
う
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。「
仏
は
た
だ
じ
っ
と
坐
っ
て
い
る
の
で
な
い
。

〔
中
略
〕慈
悲
は
行
動
の
原
理
で
あ
る
か
ら
、け
っ
し
て
人
を
し
て
閑
坐
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
。
四
苦
八
苦
の
娑
婆
の
真
中
へ
飛
び
出
て
、

堪
え
難
き
に
堪
え
、
忍
び
難
き
を
忍
び
、
刻
苦
精
励
し
て
、
人
間
の
た
め
、
世
界
の
た
め
、
何
か
大
慈
大
悲
底
の
仕
事
を
行
ず
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
そ
の
行
動
は
報
い
を
求
め
る
行
動
で
な
い
、
無
目
的
の
目
的
で
働
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
無む
く
ゆ
う
ぎ
ょ
う

功
用
行
と
い
う
。
自
由
性
の
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発
動
で
あ
る
」（
39
）。

　

つ
ま
り
人
間
の
本
来
底
と
は
閑
坐
せ
ず
の
は
た
ら
き
通
し
で
あ
り
、
そ
の
は
た
ら
き
の
所
以
は
衆
生
の
た
め
に
尽
く
す
と
い
う
と
こ
ろ

に
発
す
る
。
そ
こ
で
、「
水
を
汲
み
薪
を
運
ぶ
」（
40
）
労
働
が
、
そ
の
よ
う
な
願
心
を
伴
っ
て
労
働
者
に
お
い
て
背
負
い
直
さ
れ
て
く
る
と

き
、
そ
の
労
働
は
、
人
間
に
、
本
来
の
居
場
所
（
自
由
）
を
回
復
さ
せ
る
働
き
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
見
方
を
変
え

れ
ば
、
労
働
に
お
い
て
救
済
と
個
人
と
が
直
結
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
で
〈
禅
〉
と
呼
ば
れ
、「
信
心
」
と
呼
ば
れ
た
、

自
己
と
絶
対
者
と
の
、
二
つ
に
分
か
た
れ
ぬ
直
通
路
は
、
言
い
方
を
変
え
て
、
こ
こ
に
お
い
て
「
詩
」
と
呼
ば
れ
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

大
拙
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
、「
労
働
者
に
必
要
な
も
の
は
詩
で
あ
る
」（
41
）
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
論
の
帰
結
と
し
て
も
、
ま
た
、「
西
洋
文
化
と
異
な
つ
た
方
向
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人

類
文
化
そ
の
も
の
の
広
く
深
い
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
、
西
田
に
よ
る
「
世
界
文
化
の
創
造
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
も
一
定

の
回
答
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
労
働
者
が
手
を
動
か
し
、足
を
動
か
す
と
い
う
と
こ
ろ
と
関
連
付
け
て
、そ
こ
に
ポ
エ
ジ
ィ
〔
詩
情
〕
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、ま
あ
、

労
働
者
は
助
か
る
で
す
ね
。〔
中
略
〕
そ
う
す
る
と
、
大
工
さ
ん
が
コ
ン
コ
ン
や
っ
て
お
る
、
鉋か
ん
なで

け
ず
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
十
七
文

字
の
詩
情
が
わ
け
ば
、
こ
の
普
通
の
労
働
、
こ
の
機
械
的
な
反
復
の
ほ
か
に
、
い
ち
い
ち
の
鉋
の
動
き
、
鋸
の
動
き
に
、
い
う
に
い
わ
れ

ぬ
詩
情
、
今
の
ポ
エ
ジ
ィ
を
感
ず
る
と
す
る
と
、
こ
れ
だ
け
の
仕
事
を
何
時
間
や
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
給
料
を
も
ら
う
ん
だ
と
い
う
、
交

換
条
件
を
何
も
入
れ
な
い
で
で
す
ね
、
た
だ
、
こ
う
や
っ
て
お
る
こ
と
だ
け
に
妙
を
感
じ
て
、
十
七
文
字
で
表
現
で
き
る
も
の
を
、
手
足

を
動
か
す
人
が
感
じ
ら
れ
た
ら
、
そ
の
労
働
の
世
界
と
い
う
も
の
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
う
で
す
」（
42
）。
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本
稿
は
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
、
京
都
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育

ユ
ニ
ッ
ト
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
日
本
学
科
、
ア
ル
ザ
ス
欧
州
日
本

学
研
究
所
主
催
、
東
芝
国
際
交
流
財
団
、
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ー
ラ
ン
県
、

ア
ル
ザ
ス
地
域
圏
協
賛
（
二
〇
一
三
年
三
月
六
日
、
七
日
）
国
際
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
「
日
本
の
文
化
と
思
想
―
伝
統
と
創
造
性
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
伝
統
、
混
合
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」“Tradition, hybridation 

et innovation au Japon ”
に
お
け
る
発
表
「
西
田
哲
学
と
大
拙
禅
に

お
け
る
主
体
性
の
問
題
―
日
本
哲
学
か
ら
の
発
信
の
試
み
」
を
論
文
の

形
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

西
田
幾
多
郎
「
日
本
文
化
の
問
題
」、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

（N
K

Z

）
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
八
七
頁
。

（
2
） 

同
右
、
九
一
頁
。

（
3
） 

西
田
と
大
拙
が
活
動
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
同
一
視

し
て
よ
い
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
立
証
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
西
田
は
、「
学
問
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
自

身
が
精
神
を
有
つ
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
学
問
と
い
ふ

も
の
は
、
我
我
の
精
神
が
事
物
の
内
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
斯
く
し

て
始
め
て
日
本
的
学
問
と
い
ふ
も
の
が
で
き
る
。
数
学
の
如
き
も
の
で

も
、
イ
ギ
リ
ス
的
、
フ
ラ
ン
ス
的
、
ド
イ
ツ
的
な
ど
い
ふ
の
は
、
皆

か
ゝ
る
意
味
に
於
て
な
の
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
そ
れ
は
精
神
と
云

つ
て
も
、
抽
象
的
概
念
に
過
ぎ
な
い
」（N

K
Z9

、
八
九
頁
）
と
述
べ
、

み
ず
か
ら
も
含
め
た
学
問
的
遂
行
が
日
本
的
精
神
の
営
為
で
あ
る
と
の

見
解
を
示
し
て
い
る
。
な
お
か
つ
、
そ
の
学
問
的
遂
行
は
「
外
国
の
事

物
を
研
究
し
て
も
、
そ
こ
に
日
本
精
神
が
現
れ
る
」（
同
右
、
九
四
頁
）

と
も
見
て
い
る
。
そ
こ
に
、
東
洋
的
な
見
方
を
世
界
大
に
発
信
す
る
こ

と
が
今
日
の
世
界
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
極
め
て
大
で
あ
る
と
考
え
、

実
践
を
行
っ
た
大
拙
と
西
田
と
の
親
近
性
を
見
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど

見
当
違
い
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
4
） 

鈴
木
大
拙
『
新
編　

東
洋
的
な
見
方
』
岩
波
文
庫
、一
九
九
七
年
、

二
〇
頁
。

（
5
） 

同
右
、
一
九
八
頁
。

（
6
） 

同
右
、
一
九
九
頁
。

（
7
） 

上
田
閑
照
「
鈴
木
大
拙
に
お
け
る
「
東
洋
的
な
見
方
」」『
新
編

東
洋
的
な
見
方
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
三
四
四
―
五
頁
。

（
8
） 

西
村
惠
信
編
『
西
田
幾
多
郎
宛
鈴
木
大
拙
書
簡　

―
―
億
劫
相

別
れ
て
須
臾
も
離
れ
ず
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
四
頁
。

（
9
） 
同
右
、
一
三
五
頁
。



七
九

大
拙
禅
に
お
け
る
主
体
性
の
問
題
〔
水
野
〕

（
10
） 〈
禅
〉
を
め
ぐ
る
西
田
と
大
拙
の
や
り
と
り
の
詳
細
つ
い
て
は
、

水
野
友
晴
「
世
界
的
自
覚
と
東
洋
文
化　

―
西
田
哲
学
と
大
拙
禅
の
世

界
貢
献
の
可
能
性
」『
日
本
の
哲
学
』
第
一
四
号
、日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー

ラ
ム
編
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
） 『
臨
済
録
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
一
八
二
頁
。

（
12
） 

鈴
木
大
拙
著
、
北
川
桃
雄
訳
『
禅
と
日
本
文
化
』
岩
波
新
書
、

一
九
四
〇
年
、
一
五
九
頁
。

（
13
） 

同
右
。

（
14
） 「
無
意
識
」
の
語
は
、『
新
編　

東
洋
的
な
見
方
』
に
収
め
ら
れ

た
エ
ッ
セ
イ
「
妙
」（
一
九
六
〇
年
四
月
『
民
芸
』
に
初
出
）
に
お
い
て
、

psychological

とm
etaphysical

の
区
別
が
主
張
さ
れ
、
フ
ロ
イ
ト

や
ユ
ン
グ
の
い
う
集
合
的
無
意
識
、
仏
教
語
に
い
う
阿
頼
耶
識
（
あ
ら

や
し
き
）
な
ど
が
前
者
に
属
し
、
そ
れ
ら
で
は
未
だ
妙
を
現
出
す
る
に

至
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
拙
自
身
が
採
る
無
意
識
の
立

場
は
、
後
者
の
形
而
上
学
的
な
る
無
意
識
で
あ
る
（
一
六
二
頁
）。

（
15
） 

鈴
木
大
拙
著
、
北
川
桃
雄
訳
『
禅
と
日
本
文
化
』
岩
波
新
書
、

一
九
四
〇
年
、
一
六
〇
頁
。

（
16
） 

同
右
。

（
17
） 

岡
村
美
穂
子
・
上
田
閑
照
『
思
い
出
の
小
箱
か
ら
―
―
鈴
木
大

拙
の
こ
と
』
燈
影
舎
、
一
九
九
七
年
、
四
三
頁
。

（
18
） 

同
右
、
二
九
―
三
〇
頁
。

（
19
） 

鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
岩
波
文
庫
、一
九
七
二
年
、八
六
頁
。

（
20
） 

同
右
、
一
一
六
―
七
頁
。

（
21
） 

同
右
、
一
一
八
頁
。

（
22
） 

鈴
木
大
拙
『
新
編　

東
洋
的
な
見
方
』
岩
波
文
庫
、一
九
九
七
年
、

一
五
頁
。

（
23
） 

同
右
、
一
六
九
頁
。

（
24
） 

同
右
、
二
六
頁
。

（
25
） 

同
右
、
二
一
二
―
三
頁
。

（
26
） 

同
右
、
一
〇
―
一
頁
。

（
27
） 

同
右
、
一
一
―
二
頁
。

（
28
） 

同
右
、
二
〇
頁
。

（
29
） 

同
右
、
三
五
頁
。

（
30
） 

同
右
、
三
六
頁
。

（
31
） 

同
右
、
二
四
二
―
三
頁
。

（
32
） 

同
右
、
一
九
九
頁
。

（
33
） 

同
右
、
二
三
八
頁
。

（
34
） 
同
右
、
二
三
九
頁
。

（
35
） 
同
右
、
一
六
〇
頁
。

（
36
） 

同
右
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

八
〇

（
37
） 
同
右
、
六
五
頁
。

（
38
） 
同
右
、
六
八
頁
。

（
39
） 

同
右
、
七
〇
―
一
頁
。

（
40
） 

同
右
、
七
一
頁
。

（
41
） 

同
右
、
二
四
一
頁
。

（
42
） 

同
右
、
二
四
一
―
二
頁
。


