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西
田
　
幾
多
郎

私
の
主
意
主
義
の
意
味

　
　
　
私
は
ま
だ
何
主
義
と
い
ふ
様
に
自
分
の
考
が
定
ま
っ
た
訳
で
は
な
く
、
又
さ
う
い
ふ
風
に
定
め
る
の
が
善
い
か
悪
い
か
は
問
題
で
あ
る
。

　
　
併
し
私
は
所
謂
主
知
主
義
よ
り
も
主
意
主
義
に
傾
い
て
居
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
私
は
私
の
主
意
主
義
の
意
味
を
少
し
明
に
し
て
置
き

　
　
た
い
。

　
　
　
普
通
に
意
志
と
云
へ
ば
、
意
識
現
象
の
一
種
と
考
へ
ら
れ
、
而
も
意
識
現
象
の
中
で
、
最
も
後
に
発
達
す
る
意
識
現
象
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
か
・
る
意
識
現
象
が
す
べ
て
の
意
識
現
象
の
基
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
在
の
根
本
的
形
式
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
受
け
入
れ
難
い
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
へ
ら
れ
る
の
は
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
併
し
現
に
心
理
学
上
、
主
意
主
義
を
取
る
人
は
多
い
で
あ
ら
う
し
、
又
今
は
却
っ
て
そ
の
方
が
心
理
学
の
大
勢
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い

　
　
か
と
思
ふ
。
ヴ
ン
ト
は
自
分
で
ど
れ
だ
け
実
際
の
説
明
に
主
意
主
義
を
用
み
て
居
る
か
知
ら
ぬ
が
、
自
分
は
主
意
主
義
で
あ
る
と
明
言
し

　
　
て
居
る
。
勿
論
、
心
理
学
上
の
主
意
主
義
と
云
っ
て
も
、
所
謂
意
識
的
意
志
と
云
ふ
も
の
が
す
べ
て
の
意
識
現
象
の
基
で
あ
る
と
云
ふ
の

　
　
で
は
な
い
。
識
す
べ
て
意
識
現
象
は
知
覚
の
如
き
も
の
で
も
衝
動
的
で
あ
っ
て
、
所
謂
意
識
的
意
志
と
い
ふ
の
は
、
意
志
の
動
機
の
衝
突

37

@
よ
り
現
れ
る
現
象
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
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私
の
主
意
主
義
と
い
ふ
の
は
心
理
学
で
云
ふ
如
き
主
意
主
義
で
は
な
い
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
立
場
と
い
ふ
も
の
を
十
分
に
顧
慮
し
た

上
の
主
意
主
義
で
あ
る
。
無
論
、
私
は
心
理
学
の
上
で
も
主
意
主
義
を
取
ら
う
と
思
ふ
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
の
主
張
す
る
の
は
哲
学
的

主
意
主
義
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
す
べ
て
の
表
象
に
伴
ふ
「
私
が
考
へ
る
」
と
い
ふ
純
粋
統
覚
を
、
す
べ
て
の
知
識
の
成
り
立
つ
基
と
し
て

居
る
が
、
私
は
「
私
が
考
へ
る
」
と
い
ふ
基
に
「
私
が
意
志
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
と
思
ふ
、
純
粋
統
覚
の
根
抵
に
純
粋
意
志
が
あ

る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
純
粋
意
志
は
純
粋
統
覚
よ
り
も
深
く
し
て
且
つ
広
い
、
後
者
は
前
上
の
中
に
含
ま
れ
得
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
私

は
斯
く
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
惟
と
直
観
と
の
内
面
的
結
合
を
明
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
之
に
よ
っ
て
思
惟
の
範
疇
と
直
観
の
形
式
と

の
結
合
を
明
に
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
知
識
の
形
式
と
内
容
と
の
結
合
を
も
明
に
し
得
る
と
思
ふ
。
何
と
な
れ
ば
、
意
志
的
行
為
と
い
ふ

の
は
客
観
界
を
主
観
化
す
る
こ
と
で
あ
る
、
主
客
の
合
一
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
云
ふ
如
く
我
々
の
客
観
的
知
識
の
世
界

が
思
准
と
知
覚
と
の
結
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ぽ
、
か
・
る
結
合
の
根
抵
に
意
志
の
形
式
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
私
は

此
の
如
き
考
か
ら
意
志
と
い
ふ
よ
り
も
行
為
と
云
っ
た
方
が
よ
い
様
に
考
へ
る
、
そ
の
方
が
客
観
的
な
意
味
を
一
層
能
く
表
は
し
得
る
と

も
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
私
の
主
意
主
義
と
い
ふ
の
は
、
因
果
律
の
立
場
に
於
て
意
志
を
原
因
と
考
へ
る
の
で
は
な
い
。
私
は
知
識
的
対
象
界
の
根
抵
に
動
的
統

一
を
見
出
す
こ
と
が
意
志
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
る
。
物
が
欲
求
の
対
象
と
な
る
時
、
既
に
我
々
は
意
志
的
統
一
の
立
場
に
立
っ
て
居

る
の
で
あ
る
。
意
志
の
立
場
は
知
識
の
立
場
よ
り
も
高
次
的
で
あ
っ
て
、
知
的
薄
象
界
に
於
て
は
意
志
的
現
象
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

意
志
は
対
象
化
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
対
象
化
す
れ
ば
意
志
で
は
な
く
な
る
。
自
覚
と
か
、
意
志
と
か
い
ふ
も
の
が
幻
覚
か
錯
覚
か
に
過

ぎ
な
い
と
云
ふ
な
ら
ぽ
と
に
か
く
、
然
ら
ざ
れ
ば
知
識
以
上
の
立
場
と
い
ふ
も
の
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
私
は
フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
の

様
に
、
知
識
成
立
の
根
抵
に
意
志
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
或
は
私
の
云
ふ
如
き
意
志
は
、
普
通
に
自
己
の
欲
求
を
中
心
と
し
て
考
へ
る
意
志
と
異
な
る
と
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
普
通
に
小

さ
な
自
己
を
中
心
と
し
て
考
へ
て
居
る
場
合
で
も
、
我
々
の
自
己
は
そ
の
見
て
居
る
世
界
の
外
に
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
我
々



　
　
が
之
を
意
志
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
之
を
動
的
統
一
の
立
場
に
於
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
我
々
の
自
己
は
無
限
に
深
く
大
き
な
も

　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
如
き
意
志
に
対
し
て
外
に
無
限
に
広
く
大
な
る
純
知
識
的
な
客
観
界
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
併
し

　
　
我
々
は
又
意
志
の
立
場
に
於
て
何
処
ま
で
〔
も
〕
動
的
統
一
の
立
場
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
動
的
統
一
の
立
場
の
進
む

　
　
だ
け
そ
れ
だ
け
客
観
界
を
主
観
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
の
意
志
と
い
ふ
現
象
が
時
間
上
後
に
発
達
す
る
か
ら
と
云
っ
て
、
主
意
主
義
に
反
撰
す
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
意
志
を
単

　
　
な
る
知
識
対
象
界
に
映
し
て
、
因
果
の
範
薦
に
当
嵌
め
て
考
へ
て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
併
し
前
に
云
っ
た
如
く
我
々
の
意
志
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
自
覚
が
所
謂
知
識
の
翌
旦
以
上
に
出
つ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ぽ
、
私
は
意
志
の
立
場
に
於
て
知
識
以
上
の
世
界
を
見
る
と
考
へ
ね
ぽ
な
ら

　
　
ぬ
。
而
し
て
私
は
カ
ン
ト
が
知
識
は
経
験
と
共
に
始
ま
る
が
、
経
験
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
い
と
云
っ
た
様
に
、
意
志
の
自
覚
は
時
間
上

　
　
知
識
の
後
に
現
れ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
知
識
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
と
云
ひ
た
い
。
意
志
に
対
し
て
も
与
へ
ら
れ
る
も
の
は
求
め
ら
れ
た

　
　
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
意
志
が
知
識
よ
り
一
層
深
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
界
も
知
識
の
対
象
界
よ
り
一
層
深

　
　
い
も
の
と
考
へ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
此
処
に
我
々
の
意
識
現
象
を
衝
動
的
と
考
へ
る
心
理
学
的
主
意
主
義
に
哲
学
的
意
味
を
与
へ
る
こ
と
も
で

　
　
き
る
。

　
　
　
体
験
と
い
ふ
の
は
知
識
で
な
い
と
云
ふ
の
は
カ
ン
ト
学
者
の
能
く
云
ふ
所
で
あ
る
、
認
識
以
前
と
し
て
そ
れ
に
は
立
ち
入
っ
て
は
な
ら

　
　
ぬ
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
併
し
か
う
い
ふ
こ
と
を
主
張
す
る
人
に
対
し
て
、
私
は
先
づ
認
識
論
と
い
ふ
学
問
は
如
何
な
る
認
識
の
範
疇
に

　
　
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
を
尋
ね
て
見
た
い
、
知
識
を
反
省
す
る
知
識
は
如
何
な
る
立
場
に
於
て
可
能
な
る
か
を
聞
い
て
見
た
い
。

　
　
私
は
知
識
以
上
の
立
場
と
い
ふ
も
の
が
認
め
ら
れ
て
、
知
識
の
成
立
を
論
じ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
私
は
か
・
る
立
場
を
作
用
の

　
　
　
　
　
　
　
マ
け
サ
　

　
　
作
用
の
立
場
合
、
即
ち
意
志
の
自
覚
の
立
場
と
考
へ
る
。
哲
学
的
知
識
は
自
己
が
自
己
を
反
省
す
る
、
或
は
意
志
が
意
志
自
身
を
反
省
す

　
　
る
自
覚
の
立
場
に
於
て
成
立
す
る
と
思
ふ
。
そ
れ
は
知
識
で
な
い
と
云
は
れ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
そ
れ
で
は
知
識
成
立
の
範
疇
を
論
ず
る

39
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認
識
論
は
知
識
で
な
い
の
で
あ
る
か
。
或
は
か
う
い
ふ
知
識
の
一
般
的
妥
当
性
が
問
題
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
私
は
超
越
的
認
識
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@
主
観
に
よ
っ
て
知
識
の
客
観
性
が
思
せ
ら
れ
る
如
く
、
超
越
的
意
志
主
観
に
よ
っ
て
、
か
・
る
意
味
の
意
識
の
客
観
性
が
立
せ
ら
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
思
ふ
。
意
志
に
は
経
験
内
容
が
一
致
せ
な
い
か
ら
、
意
志
の
要
求
は
ボ
ス
チ
ュ
レ
ー
ト
に
過
さ
ぬ
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
経
験
の
客
観
的

　
　
要
素
と
考
へ
ら
れ
る
感
覚
と
い
ふ
如
き
も
の
も
単
な
る
所
与
で
は
な
い
、
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
意
志
の
対
象
界
に
於
て
感
覚
に

　
　
相
当
す
る
も
の
は
衝
動
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

　
そ
れ
で
私
の
主
意
主
義
と
い
ふ
の
は
意
志
を
原
因
と
見
る
の
で
は
な
く
、
直
接
に
し
て
具
体
的
な
る
実
在
は
意
志
の
形
式
を
具
し
て
居

る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
客
観
的
に
力
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
の
は
却
っ
て
意
志
の
射
影
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
主
客
合

一
の
創
造
的
真
実
在
は
意
志
で
あ
り
、
行
為
で
あ
る
。
認
識
対
象
の
世
界
は
そ
の
抽
象
的
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
の
自
覚
は
此
の
如
き

意
志
の
形
式
を
明
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
面
に
於
て
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
は
他
面
に
於
て
行
為
で
あ
り
、
創
造
で
あ
る
。
我
々

の
意
志
的
行
為
も
一
方
に
於
て
知
な
る
と
共
に
一
方
に
於
て
行
で
あ
る
。
行
な
く
し
て
知
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
知
な
く
し
て
行
は
な
い
。

知
な
き
行
為
は
単
な
る
運
動
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
理
性
の
立
場
と
い
ふ
の
は
、
我
々
が
自
覚
に
於
て
無
限
に
自
己
を
省
み
る
如
く
、

超
越
的
意
志
が
無
限
に
深
く
自
己
の
内
に
省
み
る
反
省
的
方
面
で
あ
っ
て
、
超
越
的
意
志
は
か
・
る
理
性
の
世
界
を
包
含
し
て
、
更
に
無

限
に
創
造
的
な
る
己
自
身
の
世
界
を
有
っ
て
居
る
。
是
に
於
て
自
然
界
の
上
に
藝
術
道
徳
宗
教
の
文
化
現
象
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
私
の
知
識
以
上
の
意
志
の
世
界
と
い
ふ
の
は
単
な
る
無
意
識
と
混
同
せ
ら
れ
度
〔
く
〕
な
い
。
普
通
の
無
意
識
と
い
ふ
の
は
矢
張
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
岬
、
）

意
識
の
対
象
化
で
あ
る
、
知
識
を
離
れ
た
意
志
で
あ
る
、
物
力
と
択
ふ
所
は
な
い
。
真
の
意
志
は
明
な
る
知
的
内
容
を
含
ん
だ
も
の
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
噂
マ
）

け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
、
理
性
を
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
の
神
秘
は
徹
底
せ
る
理
性
の
上
に
立
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
反
理
性
的
な
る

神
秘
は
即
迷
信
で
あ
る
。
私
の
意
志
と
い
ふ
の
は
シ
ョ
！
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
の
云
ふ
如
き
盲
鼠
的
意
志
で
は
な
い
、
文
化
的
意
志
で
あ
る
。

盲
目
的
に
働
く
も
の
は
物
力
で
あ
っ
て
意
志
で
は
な
い
。
或
は
私
の
意
志
と
い
ふ
の
は
へ
…
ゲ
ル
の
理
性
と
い
ふ
の
と
同
様
で
は
な
い
か

と
云
ふ
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
デ
ィ
ヤ
レ
ク
チ
ッ
ク
に
於
て
理
性
自
身
が
自
己
矛
盾
に
よ
っ
て
新
な
る
綜
合
的
内



容
を
得
来
る
と
云
ふ
所
を
意
志
の
創
造
と
考
へ
る
。
特
に
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
よ
り
自
然
哲
学
に
移
る
所
に
意
志
的
統
一
の
深
き
体
験

の
自
省
な
く
し
て
内
面
的
推
移
を
見
出
し
得
な
い
と
思
ふ
。
併
し
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
は
そ
の
語
の
示
す
如
く
矢
張
り
理
性
で
あ
っ
て
、

知
的
に
偏
し
て
居
る
と
考
へ
る
。
私
は
理
性
の
背
後
に
於
け
る
情
意
的
内
容
を
一
層
深
く
濃
く
鮮
に
見
た
い
と
思
ふ
。

　
最
後
に
私
の
超
越
的
意
志
（
こ
れ
は
先
験
的
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
が
）
と
い
ふ
の
は
、
誰
の
意
志
で
も
な
い
一
般
的
な
抽

象
的
な
意
志
と
解
せ
ら
れ
た
く
な
い
。
意
志
は
何
処
ま
で
も
個
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
誰
の
意
志
で
も
な
い
一
般
的
意
志
と
い
ふ
如

き
意
志
は
意
志
で
は
な
い
。
併
し
意
志
は
か
う
い
ふ
こ
と
を
云
ふ
入
道
の
考
へ
る
様
に
、
単
に
特
殊
的
で
は
な
い
。
単
に
特
殊
的
な
る
も

の
は
、
認
識
対
象
界
に
於
て
限
定
せ
ら
れ
た
或
一
点
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
意
志
で
は
な
い
。
意
志
は
特
殊
の
中
に
一
般
を
含
ん

（
；
）

た
も
の
で
あ
る
。
知
識
に
於
て
は
一
般
の
中
に
特
殊
を
含
む
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
意
志
に
於
て
は
特
殊
の
中
に
一
般
を
含
む
と
考
へ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
之
に
よ
っ
て
意
志
は
知
識
を
包
含
し
て
創
造
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
私
の
超
個
人
的
と
い
ふ
の
は
知
識
の
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
4

と
し
て
考
へ
ら
れ
た
即
ち
対
象
化
せ
ら
れ
た
個
人
を
超
越
す
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
対
象
化
せ
ら
れ
た
個
人
は
個
物
と
択
ふ
所
は
な
い

と
思
ふ
。
意
志
の
対
象
界
に
於
て
は
互
に
目
的
其
物
と
な
る
こ
と
が
一
つ
に
統
一
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

此
論
文
は
詳
細
な
る
私
の
考
の
意
義
や
証
明
を
琶
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
唯
話
す
代
り
に
云
い
〔
た
〕
ま
て
で
あ
る
。
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付
記
e

　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
は
そ
の
第
三
刷
（
一
九
七
八
i
一
九
八
○
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
未
収
載
で
あ
っ
た
西
田
博
士
の
論
稿
や
書
簡
の
採
録

に
つ
と
め
、
増
補
の
分
量
は
か
な
り
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
大
全
集
に
は
不
可
避
の
こ
と
と
し
て
、
な
お
も
収
載
洩
れ
の
小

文
の
散
在
す
る
こ
と
が
茅
野
良
男
氏
の
諸
報
告
（
『
本
』
、
一
九
八
二
年
十
月
号
お
よ
び
十
二
月
号
、
『
創
文
』
、
一
九
八
三
年
三
月
号
）
か
ら
も
窺
え

る
。
本
号
（
『
暫
学
研
究
』
、
五
五
一
号
）
に
掲
載
す
る
も
の
は
、
『
改
造
』
大
正
十
一
年
九
月
増
大
号
に
載
っ
た
「
私
の
主
意
主
義
の
意
味
」
で
あ
る
。

　
　
西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遺
稿
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
コ
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誓
学
研
究
　
第
五
百
五
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
二

こ
の
論
文
の
原
草
稿
を
茅
野
氏
は
金
沢
・
宇
ノ
気
町
の
西
田
記
念
館
で
発
見
さ
れ
、
上
記
『
羅
文
』
で
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
西
田

博
士
の
原
稿
で
は
末
尾
の
と
こ
ろ
が
「
唯
話
す
代
り
に
早
い
（
た
）
ま
て
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
改
造
』
誌
上
で
は
そ
の
文
面
は
「
唯
そ

の
誤
解
せ
ら
れ
易
い
点
を
多
少
弁
明
し
た
ま
で
で
あ
る
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
も
と
は
何
か
の
講
演
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の

と
も
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
他
に
つ
い
最
近
、
『
智
山
学
報
』
と
い
う
雑
誌
に
西
田
博
士
の
論
稿
で
全
集
未
収
載
の
も
の
が
五
点
も
載
っ
て
い
る
の
が
見
つ
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
一
、
「
ヤ
コ
ッ
プ
・
べ
ー
メ
」
、
二
、
「
哲
学
の
ア
ポ
ロ
ジ
ー
」
、
三
、
「
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
三
位
一
体
論
」
、
四
、
「
現
今
の
理
想
主
義
に
就

て
」
、
五
、
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
異
国
人
」
で
あ
る
。
『
智
山
学
報
』
は
真
言
宗
智
山
派
（
総
本
山
は
智
積
院
）
で
大
正
三
年
か
ら
同
十
四
年
の
聞
に

十
三
号
ま
で
発
行
さ
れ
て
廃
刊
に
な
り
、
昭
和
四
年
か
ら
の
『
新
智
山
学
報
』
に
ひ
き
継
が
れ
た
。
但
し
復
刻
版
が
昭
和
五
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

　
上
記
五
点
の
論
稿
は
次
回
の
『
哲
学
研
究
』
五
五
二
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
折
り
に
こ
の
『
智
山
学
報
』
な
る
も
の
と
西
田
博
士

と
の
関
係
や
、
こ
れ
ら
の
論
稿
を
発
見
す
る
に
到
っ
た
経
緯
を
少
し
詳
し
く
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
号
で
は
、
こ
の
経
緯
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ

ご
協
力
下
さ
っ
た
智
積
院
教
学
部
課
長
・
小
宮
一
雄
氏
、
千
葉
県
見
徳
寺
住
職
・
青
木
真
人
民
、
西
田
記
念
館
々
長
・
上
杉
知
行
賃
、
大
谷
大
学
宗

教
学
助
教
授
・
堀
尾
孟
氏
、
の
各
位
に
心
か
ら
の
御
礼
を
申
し
上
げ
る
に
と
ど
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
〔
哲
学
〕
教
授
大
橋
良
介
〈
お
お
は
し
・
り
ょ
う
す
け
〉
）

付
記
⇔

　
前
記
の
や
う
に
、
本
稿
は
大
正
十
一
年
（
一
九
一
三
年
）
九
月
に
い
っ
た
ん
公
刊
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
の
ち
該
掲
載
誌
が
廃
刊
に
な
っ
た
う

へ
、
三
た
び
版
を
重
ね
た
全
集
に
も
収
載
さ
れ
て
る
な
い
な
ど
、
現
在
で
は
そ
の
存
在
す
ら
忘
れ
ら
れ
て
み
る
。
本
誌
は
、
各
方
面
と
も
協
議
し
、

西
田
哲
学
の
童
男
者
お
よ
び
…
般
読
者
の
た
め
、
よ
り
適
切
な
場
所
に
収
載
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的
資
料
と
し
て
、
遺
稿
そ
の
ま
ま
（
『
改
造
』
掲

載
の
も
の
と
僅
か
な
差
異
が
あ
る
）
を
こ
こ
に
収
め
た
。
な
ほ
、
〔
〕
内
は
編
輯
老
の
補
足
で
あ
る
。
（
編
輯
者
）


