
資

料

西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遺
稿
（
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
学
者
と
し
て
の
う
ッ
ス
ル

　
　
　
ラ
ッ
ス
ル
氏
が
先
日
入
洛
の
際
、
山
本
氏
の
招
待
に
よ
っ
て
、
京
大
の
人
々
の
中
に
混
っ
て
、
私
も
同
氏
に
逢
ふ
こ
と
を
得
た
。
今
度

　
　
改
造
桂
か
ら
私
に
氏
の
印
象
記
を
書
け
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
私
は
不
十
分
の
英
語
で
多
少
の
話
を
し
た
位
の
こ
と
で
、
印
象
記
を
書
く

　
　
様
な
鋭
さ
と
器
用
さ
と
を
有
た
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
。
唯
ラ
ッ
ス
ル
と
い
ふ
人
は
社
会
改
造
を
唱
へ
る
人
で
あ
る
か
ら
、
街
頭
に
立
つ

　
　
志
士
風
な
所
も
あ
る
人
か
と
思
っ
て
み
た
が
、
お
ち
つ
い
た
学
者
風
の
人
で
何
だ
か
「
プ
リ
ン
チ
ピ
ヤ
・
マ
テ
マ
チ
カ
」
が
氏
の
本
質
ら

　
　
し
く
も
思
は
れ
た
。
無
論
子
房
は
容
貌
婦
人
の
如
し
と
い
ふ
か
ら
何
と
も
分
ら
な
い
が
。

　
　
　
私
は
ラ
ッ
ス
ル
氏
の
著
述
を
さ
う
読
ん
で
居
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
二
三
の
書
を
読
ん
だ
房
か
ら
、
学
者
と
し
て
の
同
氏
に
つ
い
て
一

　
　
言
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
ラ
ッ
ス
ル
が
こ
れ
ま
で
世
に
出
し
て
居
る
著
述
に
よ
っ
て
哲
学
者
と
し
て
如
何
程
の
人
で
あ
る
か
。
残
は
認
識
論
に
於
て
新
実
在
論
を

　
　
主
張
す
る
人
で
あ
る
。
此
点
に
於
て
実
用
主
義
を
主
張
す
る
デ
ュ
エ
ー
氏
と
は
正
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
居
る
。
新
実
在
論
と
云
へ
ば
、

　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
実
用
論
者
が
知
識
を
生
活
の
手
段
と
見
倣
し
、
真
理
は
す
べ
て
主
観
的
、
相
対
的
で
あ
り
、
唯
生
活
に
有
用
な
も
の
が
真
理
で
あ
る
と
主

　
　
臆
す
る
に
反
し
、
真
理
は
知
る
と
い
ふ
心
理
作
用
を
超
越
し
、
我
々
が
知
る
と
否
と
に
関
せ
ず
、
真
理
は
真
理
で
あ
り
、
従
っ
て
真
理
は

㎜
窺
的
で
不
変
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
如
き
新
実
在
論
は
実
用
嚢
や
人
奎
楚
反
対
し
て
起
つ
た
も
の
と
思
は
塵

2　
　
　
　
　
　
西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遺
稿
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
二
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一
二
四

英
米
に
穿
て
可
な
り
行
は
れ
て
居
る
と
思
ふ
。
ラ
ッ
ス
ル
氏
は
英
国
に
於
け
る
新
実
在
論
者
の
中
で
有
力
な
人
で
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
で

は
新
実
在
論
と
い
ふ
も
の
は
認
識
論
と
し
て
如
何
程
の
価
値
を
有
す
る
も
の
か
。
こ
れ
は
無
論
人
々
の
考
に
て
異
な
る
で
あ
ら
う
が
、
私

は
実
用
主
義
論
に
も
一
種
の
意
義
を
認
め
る
と
共
に
、
認
識
論
と
し
て
新
実
在
論
の
方
が
正
し
く
真
理
其
者
の
性
質
を
明
に
し
て
居
る
と

思
ふ
。
併
し
私
を
し
て
有
体
に
云
ふ
こ
と
を
許
さ
る
る
な
ら
ば
、
私
は
ラ
ッ
ス
ル
氏
な
ど
の
新
実
在
論
に
は
左
程
の
期
待
を
有
す
る
も
の

で
は
な
い
。
新
実
在
論
の
如
き
考
は
十
九
世
塵
の
前
半
に
於
て
既
に
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
そ
の
大
著
「
知
識
学
」
に
於
て
明
〔
か
〕
に
論
じ

て
居
り
、
近
く
は
マ
イ
ノ
ン
グ
の
対
象
論
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
中
に
も
含
ま
れ
て
居
る
。
又
現
今
我
国
に
於
て
多
少
知
ら
れ
て
来

た
西
南
派
の
哲
学
の
如
き
目
的
論
的
批
評
主
義
と
し
て
、
実
用
論
を
深
く
し
た
様
な
所
が
あ
る
と
共
に
、
　
一
方
に
新
実
在
論
の
如
き
考
を

も
含
ん
で
居
る
。
近
来
、
独
逸
哲
学
と
云
へ
ば
、
悪
く
い
ふ
の
が
流
行
の
様
で
あ
る
が
、
私
は
此
等
の
哲
学
は
そ
の
基
礎
に
湿
て
、
又
そ

の
範
囲
に
於
て
一
層
深
く
大
き
な
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
ラ
ッ
ス
ル
氏
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
は
無
論
多
く
の
著
述
が
あ
り
、
且

つ
カ
ヅ
シ
ー
ラ
の
書
い
た
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
」
と
い
ふ
如
き
も
の
も
あ
る
が
、
ラ
ッ
ス
ル
の
も
の
は
氏
自
身
の
見
方
が
あ
り
、
明

噺
に
論
ぜ
ら
れ
た
良
書
で
あ
る
と
思
ふ
。
此
書
に
よ
っ
て
も
氏
の
理
解
力
の
鋭
利
な
る
こ
と
が
分
る
と
思
ふ
。
私
の
考
で
は
、
ラ
ッ
ス
ル

氏
の
学
者
と
し
て
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
地
位
は
氏
の
数
学
の
哲
学
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
琉
は
「
数
理
の
原
理
」
と
い
ふ
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
か
き
、
後
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ヅ
ド
氏
と
共
に
、
、
り
旨
。
慧
・
。
鼠
影
野
讐
象
8
．
．
と
い
ふ
大
著
述
を
出
し
て
居
る
。
此
方
面
に
於
て
も
、
必
ず

し
も
氏
が
唯
一
の
人
と
も
云
は
れ
ま
じ
く
、
又
質
の
思
想
の
基
た
る
論
理
学
や
哲
学
に
つ
い
て
不
十
分
に
思
は
れ
る
所
も
な
い
で
は
な
い

が
、
兎
に
角
か
か
る
研
究
は
従
来
あ
ま
り
没
頭
し
た
人
が
な
く
、
今
の
所
氏
の
著
述
は
此
方
面
に
於
け
る
大
著
た
る
こ
と
は
何
人
も
認
め

ね
ぽ
な
る
ま
い
と
思
ふ
。

　
ラ
ッ
ス
ル
氏
の
数
学
の
哲
学
に
つ
い
て
そ
の
基
礎
と
な
る
哲
学
的
思
想
が
尚
一
層
深
く
大
き
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
は
、
私
共
に
す
ら
思

は
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
数
学
者
の
中
に
は
ラ
ヅ
ス
ル
の
数
学
の
知
識
を
危
む
人
も
あ
る
様
で
あ
る
。
私
は
此
身
に
つ
い
て
は
何
と
も
い



　
　
ふ
資
格
は
な
い
が
、
デ
カ
ー
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
如
き
偉
人
な
ら
ぽ
い
ざ
知
ら
ず
、
此
種
の
仕
事
は
双
方
の
専
門
家
か
ら
よ
く
云
は
れ

　
　
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
併
し
私
は
寧
ろ
此
種
の
仕
事
を
企
て
る
人
に
は
、
双
方
か
ら
同
情
を
以
て
辱
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
数
学

　
　
者
が
ラ
ッ
ス
ル
の
数
学
の
哲
学
の
中
に
何
か
数
学
専
門
的
の
貢
献
を
求
め
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
求
め
る
人
の
誤
で
あ
ら
う
。
ラ
ッ
ス
ル
は

　
　
数
学
の
専
門
家
と
し
て
見
る
人
で
は
な
か
ら
う
、
又
其
書
も
数
学
其
者
を
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。
唯
数
学
と
論
理
と
の
関
係
と
い
ふ
如

　
　
き
も
の
を
論
じ
た
と
し
て
は
う
ッ
ス
ル
に
は
兎
に
角
独
立
の
考
が
あ
り
、
一
角
の
学
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
許
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
例

　
　
へ
ば
ポ
ア
ン
カ
レ
の
如
き
人
で
も
、
そ
の
「
科
学
と
方
法
」
と
い
ふ
書
の
中
に
収
め
た
「
新
し
い
論
理
学
」
と
い
ふ
篇
の
中
に
特
に
ラ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ス
ル
を
目
当
と
し
て
論
じ
て
居
る
、
ポ
ァ
ン
カ
レ
は
ラ
ッ
ス
ル
に
賛
成
し
て
居
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
外
の
論
文
に
も
う
ッ
ス
ル
が
引

　
　
合
に
出
さ
れ
て
居
る
。
此
種
の
聞
題
を
論
ず
る
人
は
、
民
の
説
を
可
と
す
る
人
で
も
、
否
と
す
る
人
で
も
、
ラ
ヅ
ス
ル
な
ど
を
全
然
顧
み

　
　
な
い
訳
に
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
又
純
粋
な
数
学
の
専
門
書
の
中
で
も
氏
の
書
が
引
用
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
〔
の
〕
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
　
　
私
は
蝕
に
数
学
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
冨
し
た
い
と
思
ふ
。
数
学
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
色
々
の
見
方
が
あ
る
で
あ
ら

　
　
う
が
、
私
は
昔
プ
ラ
ト
ー
が
数
学
を
理
性
の
直
観
の
一
種
と
考
へ
た
如
く
、
微
妙
な
る
数
の
関
係
に
於
て
実
在
の
純
な
る
形
相
が
示
さ
れ

　
　
る
も
の
と
し
て
、
深
い
興
味
を
有
ち
た
い
と
思
ふ
、
此
点
に
於
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
哲
学
に
同
情
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
ヅ
ス
ル

　
　
氏
の
方
向
は
之
と
異
な
り
単
に
数
学
と
論
理
と
の
関
係
を
論
じ
、
数
の
根
本
概
念
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
少
余
談
に
わ
た
る
様
で

　
　
あ
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
が
氏
の
発
見
せ
る
微
分
学
と
深
い
内
面
的
関
係
が
あ
る
と
思
は
れ
る
如
く
、
ド
ユ
ニ
ン
・
ボ
ル
コ
ウ
ス

　
　
キ
！
の
「
若
き
ス
ピ
ノ
ザ
し
と
い
ふ
書
に
於
て
云
っ
て
居
る
様
に
、
デ
カ
ー
ト
の
分
析
幾
何
学
は
之
に
よ
っ
て
精
神
と
物
体
と
の
結
合
を

　
　
計
っ
た
と
い
ふ
考
を
面
白
く
思
ふ
。
デ
カ
ー
ト
の
哲
学
に
於
て
は
延
長
が
物
体
の
本
質
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
ラ
ヅ
ス
ル
氏
が
我
国
一
般
に
有
名
と
な
っ
た
の
は
社
会
改
造
に
つ
い
て
の
著
述
に
よ
っ
て
で
あ
ら
う
が
、
私
は
茂
の
牢
ぎ
9
営
9
。
h
ω
。
9
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
窄
。
9
。
・
鐸
受
け
一
8
や
”
。
仁
。
脅
け
。
孚
①
践
。
ヨ
な
ど
は
学
問
上
の
著
述
と
し
て
価
値
を
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
様
に
思
は
れ
る
。
私
は
唯
、

65

@
純
学
究
と
し
て
の
う
ッ
ス
ル
に
つ
い
て
一
言
し
た
ま
で
あ
る
。

22　
　
　
　
　
　
西
田
幾
多
郎
．
全
集
未
収
載
遣
稿
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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一
二
六

　
ラ
ッ
ス
ル
民
の
認
識
論
上
の
考
を
知
る
に
便
な
る
も
の
は
勺
窪
。
ω
o
唱
露
＄
圖
団
器
昌
ω
μ
Φ
H
ρ
8
『
¢
中
〇
三
①
鑓
。
｛
勺
匹
。
。
・
8
ξ
な
ど
あ
る

が
、
前
者
は
絶
版
に
て
、
得
難
い
様
で
あ
る
か
ら
、
後
老
を
見
る
の
外
な
い
。
後
者
は
誕
。
ヨ
①
φ
艮
話
艮
受
＝
牙
。
。
H
賓
の
中
の
も
の
で
、

極
め
て
得
易
い
も
の
で
あ
る
。
氏
の
数
学
の
哲
学
に
つ
い
て
は
氏
の
前
に
書
い
た
三
番
竿
ぎ
。
乾
。
ω
亀
ζ
舞
冨
ヨ
葺
。
。
。
H
㊤
8
は
こ
れ
も

絶
版
と
な
っ
て
居
り
、
牢
ぎ
。
菅
⇔
三
楽
冨
ヨ
巴
8
の
方
は
符
号
の
み
多
く
、
読
み
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
が
獄
中
で
書
い
た
と
い
ふ

ぎ
育
。
匹
ロ
a
呂
8
ζ
碧
冨
導
卯
膏
巴
℃
蓬
。
。
・
。
℃
ξ
が
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
改
造
』
、
大
正
十
年
九
月
目

七

ベ
ル
グ
ソ
ソ
、
シ
エ
ス
ト
フ
、

　
一
雨
　
日
　
雑
　
談
i

其
の
他

ベ
ル
グ
ソ
ソ
に
つ
い
て

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
の
大
著
と
い
ふ
べ
き
「
創
造
的
進
化
」
を
書
い
て
以
来
、
久
し
く
著
書
を
密
な
か
っ
た
が
、
三
年
前
に
「
道
徳
と
宗

教
の
二
つ
の
源
泉
」
と
い
ふ
の
を
新
し
く
出
し
た
。
こ
れ
は
氏
の
独
創
的
な
哲
学
思
想
か
ら
道
徳
と
宗
教
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
本
書
に
於
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
的
根
本
思
想
は
別
に
変
っ
て
来
て
は
み
な
い
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
哲
学
は
直
観
的
で
云
は
g
一
種
の
経
験
主
義
的
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
実
在
を
流
動
的
に
見
て
、
純
粋
持
続
と
い
ふ

こ
と
を
説
く
。
こ
の
純
粋
持
続
に
緊
張
と
弛
緩
と
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
い
っ
て
み
る
。
純
粋
持
続
と
い
ふ
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲

学
の
根
抵
を
な
す
考
へ
方
で
、
真
の
実
在
は
、
い
は
ば
緊
張
し
た
純
粋
持
続
、
流
れ
る
時
で
あ
っ
て
、
空
間
的
世
界
は
そ
の
弛
緩
し
た
も

の
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
空
間
的
な
る
も
の
、
固
定
し
た
も
の
を
非
実
在
的
と
考
へ
て
居
る
。
道
徳
の
世
界
と
い
ふ
の
は

固
ま
っ
た
社
会
と
考
へ
て
、
そ
れ
を
閉
ぢ
た
社
会
と
い
ふ
や
う
に
い
っ
て
み
る
。
と
こ
ろ
が
真
実
在
は
、
純
粋
持
続
の
世
界
と
し
て
ど
こ

ま
で
も
流
動
し
て
進
ん
で
み
る
も
の
で
あ
る
。
創
造
的
進
化
は
こ
の
閉
ぢ
た
社
会
を
壊
し
て
進
ん
で
行
か
う
と
す
る
。
そ
こ
に
宗
教
が
出



　
　
て
来
る
と
い
ふ
や
う
な
考
へ
方
で
あ
る
。
で
こ
の
新
著
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
形
而
上
学
の
立
場
か
ら
、
宗
教
と
道
徳
と
を
見
た
も
の
と
い

　
　
つ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
方
面
の
問
題
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
今
ま
で
取
扱
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
流
石
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
ら
し
い
深
さ
を
窺

　
　
ふ
に
足
る
と
思
ふ
。
学
界
に
も
将
来
一
つ
の
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　
　
　
な
ほ
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
ご
く
最
近
、
昨
年
あ
た
り
も
う
一
つ
本
を
出
し
て
み
る
が
、
そ
れ
は
「
思
想
と
動
く
も
の
」
と
い
ふ
や
う
な
標

　
　
題
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
書
は
初
の
論
文
を
除
け
ば
大
体
古
く
書
か
れ
た
も
の
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
界
に
於
け
る
地
位
は
ど
う
か
と
い
は
れ
る
と
、
私
の
考
へ
で
は
、
近
代
i
と
い
っ
て
も
適
確
で
は
な
い
が
、
吾
々

　
　
の
ゼ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
於
て
は
、
先
づ
最
も
曇
れ
た
哲
学
老
で
あ
る
と
、
い
っ
て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。

　
　
　
し
か
し
現
在
の
哲
学
界
思
想
界
の
大
勢
か
ら
考
へ
て
、
つ
ま
り
哲
学
が
ど
う
い
ふ
や
う
に
向
い
て
行
く
だ
ら
う
か
と
い
ふ
点
か
ら
見
る

　
　
な
ら
ぽ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
少
く
も
現
代
の
哲
学
の
中
心
に
な
っ
て
み
る
と
か
、
或
は
今
後
の
哲
学
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
の
傾
向

　
　
を
と
っ
て
行
く
と
い
ふ
や
う
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
と
思
ふ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
現
代
の
哲
学
や
思
想
に
非
常
に
意
味
を
も
つ
て
み
る

　
　
と
思
ふ
が
中
心
に
立
っ
て
る
る
人
と
は
私
は
考
へ
な
い
。

　
　
　
例
へ
ぽ
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
で
は
創
造
を
説
い
て
み
る
。
こ
の
闇
題
は
こ
れ
か
ら
重
要
で
あ
ら
う
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
れ
を
主
観
か

　
　
ら
出
発
し
て
み
る
。
現
在
及
び
今
後
の
哲
学
の
傾
向
は
む
し
ろ
反
対
に
客
観
的
な
立
場
を
と
る
、
客
観
を
重
ん
ず
る
風
な
哲
学
が
ま
す

　
　
く
行
は
れ
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学
な
ど
は
唯
客
観
か
ら
の
み
考
へ
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
一

　
　
方
に
偏
す
る
。
主
観
即
客
観
客
観
即
主
観
の
一
如
の
創
造
が
現
代
の
哲
学
の
中
心
問
題
で
あ
る
と
い
へ
る
と
思
ふ
。
が
、
と
に
角
こ
れ
ま

　
　
で
よ
り
は
客
観
主
義
の
方
向
が
今
後
の
哲
学
の
傾
向
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
尤
も
そ
れ
は
各
人
の
考
へ
方
が
あ
っ
て
す
べ
て
の
人
が
同
意

　
　
し
た
意
見
と
は
い
へ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
平
易
に
い
っ
て
世
界
を
精
神
か
ら
見
て
行
く
か
、
物
質
か
ら
見
て
行
く
か
と
い
ふ
と
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
精
神
を
主
に
し
て
見
て
行
く
の

67

@
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
は
ゆ
る
純
粋
持
続
と
い
ふ
の
は
精
神
的
な
見
方
を
深
く
つ
き
進
ん
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
全
く
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物
質
的
に
考
へ
る
見
方
が
あ
り
得
る
訳
だ
が
、
私
は
精
神
と
物
質
、
主
観
と
客
観
と
が
一
つ
の
と
こ
ろ
に
真
の
実
在
の
意
味
が
あ
る
と
考

へ
る
。
精
神
と
物
質
と
一
つ
の
立
場
と
い
ふ
の
は
、
歴
史
的
の
立
場
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
と
い
ふ
の
は
単
に
精
神
と
物
質
と
の

相
互
関
係
的
世
界
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。
真
の
実
在
す
な
は
ち
歴
史
的
世
界
は
、
精
神
的
で
も
物
質
的
で
も
な
い
の
で
、
歴
史
的
世
界

の
発
展
と
し
て
精
神
と
か
物
質
と
か
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
、
そ
の
点
で
精
神
の
方
面
に
偏
し
て

み
る
と
思
ふ
か
ら
、
現
代
の
哲
学
の
中
心
と
は
い
へ
な
い
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
が
現
代
の
哲
学
に
、
ま
た
広
く
欧
洲
思
想
界
や
文
芸
界
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
ら
う
と
思

ふ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
近
世
の
ラ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
の
傾
向
に
対
し
て
直
観
主
義
を
と
り
、
自
然
科
学
的
な
実
在
観
に
対
し
て
精
神
的
な
も

の
を
実
在
と
考
へ
、
ま
た
空
間
的
な
も
の
を
実
在
と
考
へ
る
考
へ
方
に
対
し
て
時
間
的
な
も
の
を
実
在
と
考
へ
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学

は
ロ
1
マ
ン
テ
イ
ツ
ク
な
傾
向
が
濃
い
と
い
へ
る
。

　
ド
イ
ツ
の
哲
学
に
し
て
も
ア
イ
デ
ア
リ
ス
テ
イ
ツ
ク
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
場
合
で
は
同
じ
く
ア
イ
デ
ア
リ
ス
テ
イ
ツ

ク
と
い
っ
て
も
非
常
に
直
覚
的
で
、
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
哲
学
は
も
っ
と
概
念
的
で
あ
る
。

　
も
と
く
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
は
伝
統
的
に
直
覚
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
感
覚
と
い
ふ
も
の
に
理
想
的
な
意
味
を
含
ん
で
み
る
の
で
あ

る
。
直
覚
的
な
も
の
を
通
じ
て
実
在
を
考
へ
よ
う
と
す
る
の
で
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
特
色
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
一
方
に
は
数

学
的
な
と
こ
ろ
も
特
色
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
い
ふ
サ
ン
チ
マ
ン
と
い
ふ
も
の
を
非
常
に
深
い
意
味
に
用
み
る
の
は
、
パ
ス
カ
ル
あ

た
り
か
ら
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
特
色
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
さ
う
い
ふ
伝
統
的
な
考
へ
方
を
ず
っ
と
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ア
リ
ス
テ
イ
ツ
ク
で
は
あ
る
が
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
直
覚
主
義
が
根
砥
と
な
っ
て
居
る
。
経
験
論
そ
の
も
の
を
徹
底
し
て
行
っ

た
理
想
主
義
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
が
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
界
、
思
想
界
ま
た
文
芸
界
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
み
る
の
は
い
ふ
迄
も
な
い
こ
と

で
、
例
へ
ば
最
近
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
み
る
ブ
ル
ー
ス
ト
な
ど
よ
ほ
ど
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
影
響
を
受
け
た
人
と
思
は
れ
る
。
そ
の
他
ヴ
ァ
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レ
リ
ー
や
ア
ラ
ン
な
ど
の
考
へ
方
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
い
は
ゆ
る
ア
ソ
チ
ラ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
、
非
合
理
主
義
に
反
対
し
て
、
合
理
主
義
を

主
張
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
十
八
世
紀
辺
の
合
理
主
義
を
主
張
し
て
み
る
の
で
は
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
思
想
の
洗
礼
を
う
け

て
出
て
来
た
と
い
ふ
点
が
認
め
ら
れ
ぬ
で
も
な
か
ら
う
。
つ
ま
り
反
対
は
し
て
み
る
け
れ
ど
も
ベ
ル
グ
ソ
ソ
を
潜
っ
て
来
た
と
も
云
ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
前
に
も
話
し
た
や
う
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
考
へ
方
は
時
間
を
主
と
し
て
、
空
間
を
副
と
し
て
み
る
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
ア

ラ
ン
な
ど
は
、
空
間
的
な
考
へ
を
重
ん
じ
て
み
る
や
う
に
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
み
て
や
は
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
通
過
し
て
来
て
み

る
の
で
は
な
い
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
語
で
コ
ル
（
O
O
H
℃
。
っ
）
と
い
ふ
語
が
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
流
動
を
重
ん
じ
て
静
的
形
と
い
ふ
も
の
を
軽
ん
ず
る
が
、
ア
ラ

ン
な
ど
は
コ
ル
を
重
ん
ず
る
。
そ
れ
で
コ
ル
を
重
ん
じ
は
す
る
が
や
は
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
の
考
へ
方
を
一
度
通
っ
て
来
て
、
つ
ま
り
単

に
常
識
的
な
自
然
科
学
的
な
考
へ
か
ら
の
コ
ル
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
創
造
と
か
時
と
か
い
ふ
こ
と
を
し
き
り
に
い
ふ
が
、
創
造
さ
れ
た
も
の
が
即
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
余

り
考
へ
て
る
な
い
と
思
ふ
。
つ
ま
り
客
観
的
な
も
の
が
考
へ
ら
れ
て
る
な
い
。
ア
ラ
ン
な
ど
の
考
は
コ
ン
ト
の
外
に
よ
っ
て
内
を
制
す
る

と
い
ふ
考
に
よ
っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
反
対
す
る
と
思
は
れ
る
が
、
反
対
す
る
だ
け
逆
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
影
響
は
働
い
て
み
な
い
と
は
云
は

れ
な
い
。

　
日
本
で
は
周
知
の
や
う
に
約
二
十
年
前
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
流
行
の
や
う
に
読
ま
れ
騒
が
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
私
な
ど
も
一
時
没
頭
し

た
こ
と
も
あ
る
。
日
本
で
は
何
時
で
も
一
時
の
流
行
現
象
の
や
う
に
思
想
界
の
表
面
を
擦
過
し
て
行
く
観
が
あ
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど

も
日
本
の
思
想
界
に
果
し
て
ど
れ
だ
け
痕
跡
を
残
し
た
か
疑
は
し
い
。
従
っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
か
ら
何
か
具
体
的
に
指
摘
出
来
る
や

う
な
影
響
が
日
本
の
思
想
界
に
あ
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
。
か
う
い
ふ
傾
向
は
日
本
哲
学
の
発
達
の
上
に
非
常
に
歎
か
は
し
い
こ
と
だ
と

思
ふ
。
も
っ
と
物
事
の
奥
深
く
入
り
こ
む
こ
と
を
し
な
い
で
は
新
ら
し
い
も
の
が
生
れ
出
る
こ
と
を
期
待
出
来
な
い
。

　
元
来
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
は
日
本
人
の
考
へ
方
に
非
常
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
私
は
思
ふ
。
そ
の
直
覚
的
で
流
動
的
な
考
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@
へ
方
は
日
本
人
の
気
分
と
一
脈
結
び
つ
き
易
い
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
少
し
横
道
か
と
思
ふ
が
、
日
本
で
は
ま
だ
本
当
に

　
　
フ
ラ
ン
ス
哲
学
と
い
ふ
も
の
を
研
究
し
て
来
な
か
っ
た
や
う
に
思
ふ
。
こ
れ
は
日
本
の
哲
学
界
が
最
初
に
は
英
国
を
学
び
、
や
が
て
ド
イ

　
　
ツ
哲
学
が
中
心
に
な
っ
て
今
日
に
及
ん
だ
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
つ
く
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
は
、

　
　
英
国
の
哲
学
と
も
ド
イ
ツ
の
哲
学
と
も
違
ひ
、
前
に
い
っ
た
や
う
な
伝
統
的
な
特
色
を
も
つ
て
み
る
の
で
、
も
少
し
研
究
さ
れ
て
い
い
や

　
　
う
に
私
は
思
ふ
。
直
覚
的
で
、
内
的
知
覚
を
重
ん
ず
る
と
い
ふ
や
う
な
特
色
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
や
英
国
の
哲
学
よ
り
も
β
本
人
に
は
共

　
　
通
的
な
も
の
が
あ
り
、
向
く
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
ふ
。

唯
物
論
の
哲
学
に
つ
い
て

　
唯
物
論
の
哲
学
、
つ
ま
り
今
日
の
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
は
、
い
は
ゆ
る
歴
史
哲
学
だ
が
、
勿
論
従
来
の
も
の
と
は
新
ら
し
い
意
味
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
歴
史
哲
学
で
あ
る
。
従
来
の
歴
史
の
考
へ
方
は
ア
イ
デ
ア
リ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
考
へ
、
即
ち
主
観
的
な
根
抵
に
立
っ
て
る
た
が
、
マ
ル
ク

ス
で
は
物
質
的
の
立
場
か
ら
、
即
ち
客
観
的
に
見
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
今
後
の
哲
学
は
大
体
歴
史
哲
学
の
方
向
に
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、

唯
物
史
観
も
勿
論
そ
の
方
向
に
あ
る
。

　
た
ぼ
唯
物
史
観
に
は
客
観
主
義
に
偏
し
た
と
思
は
る
N
点
が
不
完
全
で
あ
る
と
い
ひ
得
る
。
歴
史
に
し
て
も
、
主
観
で
も
な
い
客
観
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
な
い
一
つ
の
も
の
、
弁
証
法
的
実
在
と
で
も
い
っ
て
い
い
が
、
さ
う
い
ふ
も
の
の
一
つ
の
発
展
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
し

か
る
に
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
は
物
質
の
一
方
面
か
ら
の
み
見
て
み
る
点
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
物
質
は
単
な
る
自
然
科
学
で
い
ふ
物
質

で
は
な
し
に
、
弁
証
法
的
の
物
質
で
あ
る
と
い
は
れ
て
み
る
が
、
そ
れ
で
み
て
依
然
自
然
科
学
的
な
物
質
観
に
囚
は
れ
て
る
る
と
思
は
れ

る
。
弁
証
法
的
物
質
が
ど
う
い
ふ
も
の
か
と
い
ふ
点
に
至
る
と
ま
だ
研
究
が
不
十
分
だ
と
思
ふ
。
物
質
の
概
念
が
本
当
に
ま
だ
は
っ
き
り

し
て
み
な
い
と
思
ふ
。
マ
ル
ク
ス
の
い
ふ
物
質
の
考
へ
方
か
ら
弁
証
法
が
出
て
来
る
の
で
は
な
く
、
主
観
が
客
観
を
限
定
し
、
客
観
が
主

観
を
限
定
す
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
本
当
の
弁
証
法
が
あ
る
の
で
あ
る
。



　
マ
ル
ク
ス
は
科
学
に
よ
っ
て
弁
証
法
を
考
へ
る
や
う
に
い
ふ
が
、
科
学
の
発
展
も
ま
た
歴
史
的
に
考
へ
ら
る
べ
ぎ
も
の
だ
か
ら
、
無
論

弁
証
法
的
発
展
の
形
を
と
る
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
る
も
の
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
の
法
興
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

科
学
に
よ
っ
て
弁
証
法
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
は
れ
る
。
自
然
と
歴
史
と
の
関
係
に
於
て
も
、
マ
ル
ク
ス
哲
学
で
は
自
然
を

弁
証
法
的
に
考
へ
て
る
る
。
例
へ
ぱ
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
書
い
た
自
然
弁
証
法
の
如
き
も
そ
れ
で
あ
る
。
私
は
自
然
と
い
ふ
も
の
は
や
は
り
歴

史
的
な
も
の
と
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
自
然
と
歴
史
と
は
一
つ
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
併
し
そ
れ
を
単

に
自
然
科
学
的
に
見
た
自
然
の
考
へ
方
か
ら
は
、
自
然
弁
証
法
を
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
さ
う
い
ふ
点
の
考
へ
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
於

て
は
不
十
分
で
あ
る
。
自
然
と
歴
史
と
は
た
だ
一
つ
だ
と
い
っ
て
み
て
、
そ
の
意
味
が
深
く
は
考
へ
ら
れ
て
る
な
い
や
う
に
思
ふ
。

　
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
で
は
実
践
と
い
ふ
こ
と
を
い
ひ
、
実
践
に
よ
っ
て
知
識
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
ふ
や
う
に
い
ふ
が
、
し
か
し
そ
の
時

の
実
践
と
い
ふ
の
は
単
に
物
質
だ
け
か
ら
は
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
行
動
と
か
実
践
と
か
い
ふ
こ
と
も
、
も
っ
と
深
く
考
へ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
ふ
。

　
と
に
か
く
唯
物
論
と
い
っ
て
も
深
く
考
へ
て
行
く
と
、
唯
物
論
だ
け
で
は
解
決
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。
細
か
く
議
論
を
す
れ

ば
中
々
や
か
ま
し
い
問
題
で
、
以
上
の
や
う
な
話
で
は
鯨
り
簡
単
に
過
ぎ
る
が
、
ど
う
も
マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
は
こ
っ
ち
の
い
ふ
こ
と
を

理
解
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
何
事
も
速
断
し
て
た
だ
攻
撃
す
る
だ
け
に
力
を
注
ぐ
や
う
な
傾
き
の
あ
る
の
は
ど
う
か
と
思
ふ
。

シ
エ
ス
ト
フ
に
つ
い
て

　
　
　
最
近
日
本
の
読
書
界
で
シ
エ
ス
ト
フ
の
思
想
に
つ
い
て
し
き
り
に
問
題
に
さ
れ
て
み
る
や
う
で
あ
る
が
、
私
も
こ
の
人
の
書
物
を
軽
ん

　
　
で
見
た
。
シ
エ
ス
ト
フ
は
中
々
広
く
書
物
を
読
ん
で
み
る
人
の
や
う
で
、
哲
学
の
方
面
で
も
希
臓
哲
学
な
ど
に
も
造
詣
が
深
い
や
う
で
栢

　
　
当
の
理
解
を
も
つ
て
み
る
こ
と
が
解
る
。
し
か
し
い
は
ゆ
る
哲
学
の
専
門
家
と
い
ふ
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
思
想
家
と
い
ふ
べ
き
部
類

71
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に
入
る
人
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
こ
の
点
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
と
同
列
に
於
て
見
る
こ
と
は
無
理
だ
と
思
ふ
。
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シ
エ
ス
ト
フ
は
近
代
の
合
理
主
義
的
考
へ
方
に
は
徹
底
的
に
反
対
す
る
の
が
特
長
で
、
人
間
中
心
に
理
性
的
に
考
へ
る
こ
と
を
一
切
否

定
せ
ん
と
し
て
み
る
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
も
｝
面
か
ら
人
間
の
理
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
シ
エ
ス
ト
フ
の
考
へ
方
に
通
ず
る
と
こ

ろ
が
あ
る
や
う
だ
が
、
し
か
し
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
人
間
の
ア
イ
デ
ア
リ
ス
テ
イ
ツ
ク
な
も
の
を
否
定
す
る
け
れ
ど
も
自
然
学
学
的
な
も
の

を
基
礎
と
す
る
点
で
は
勿
論
肯
定
の
上
に
立
っ
て
る
る
が
、
シ
エ
ス
ト
フ
に
な
る
と
絶
対
的
の
否
定
と
い
っ
た
形
で
、
管
理
的
な
何
も
の

の
基
礎
に
も
立
っ
て
る
な
い
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
シ
エ
ス
ト
フ
は
人
間
の
生
き
て
行
く
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
、
吾
々
の
普
通
に
い
ふ
生
命
と
い
ふ
の
は
真
生
命
で
は
な
い
、
そ
れ
は

死
で
あ
る
、
真
の
生
命
と
い
ふ
も
の
は
か
削
る
生
命
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
ふ
風
な
こ
と
を
い
っ
て
み
る
が
、
か
う
い
ふ
点

は
む
し
ろ
宗
教
的
で
あ
る
と
い
へ
る
。
そ
れ
は
か
の
弁
証
法
的
神
学
に
非
常
に
よ
く
似
通
っ
た
た
も
の
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。
十
六
世
紀

以
来
、
ず
っ
と
学
芸
も
道
徳
も
、
宗
教
ま
で
も
、
人
間
の
理
性
を
中
心
に
し
て
考
へ
て
来
た
と
見
れ
る
が
、
シ
エ
ス
ト
フ
は
さ
う
い
ふ
考

へ
方
を
絶
対
に
否
定
し
去
る
の
だ
か
ら
、
あ
と
に
は
宗
教
的
な
立
場
が
残
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
彼
は
か
く
し
て
一
切
の
も
の
を
否
定
す
る
だ
け
で
積
極
的
な
面
は
何
も
見
せ
て
は
み
な
い
。
否
定
し
否
定
し
て
さ
て
ど
こ
へ
行
く
と
い

ふ
の
か
、
そ
の
道
は
指
示
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
考
へ
方
か
ら
少
し
で
も
積
極
的
に
な
ら
う
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
前
い
っ
た
や
う

に
弁
証
法
的
神
学
で
も
考
へ
る
外
な
い
や
う
に
思
ふ
。

　
ニ
イ
チ
エ
の
思
想
も
普
通
の
い
は
ゆ
る
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
や
合
理
主
義
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
み
る
が
、
し
か
し
彼
は
個
人
主
義
的
思

想
に
徹
し
た
超
人
思
想
を
か
玉
げ
て
る
る
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
も
愛
い
つ
た
や
う
に
ニ
イ
チ
エ
と
同
じ
や
う
に
否
定
す
る
け
れ
ど
も
自
然
科

学
的
の
知
識
を
根
本
に
考
へ
る
の
で
。
人
間
の
知
識
を
否
定
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
シ
エ
ス
ト
フ
や
弁
証
法
的
神
学
と
い

ふ
も
の
に
な
る
と
、
超
人
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
然
科
学
的
知
識
も
否
定
し
、
吾
々
の
社
会
を
構
成
し
て
み
る
一
般
的
の
法
則
を

否
定
し
、
歴
史
的
に
発
展
し
て
行
く
理
性
的
な
も
の
を
も
否
定
し
、
何
物
を
も
否
定
す
る
特
色
を
も
つ
て
み
る
。
弁
証
法
的
神
学
で
は
か

う
い
ふ
風
に
否
定
し
去
っ
た
と
こ
ろ
へ
神
を
持
ち
出
し
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
シ
エ
ス
ト
フ
は
そ
ち
ら
の
方
を
は
っ
き
り
い
っ
て
み
る
わ



け
で
は
な
い
が
、
つ
ま
り
さ
う
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
の
点
は
ロ
シ
ヤ
人
の
気
分
が
よ
く
出
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
革
命
前
の
臣

シ
ヤ
に
育
つ
た
人
と
し
て
、
国
家
に
対
し
社
会
に
対
し
学
問
に
対
し
宗
教
に
対
し
、
其
の
他
一
切
の
も
の
に
対
し
て
暗
い
絶
望
に
包
ま
れ

て
、
拠
り
ど
こ
ろ
を
も
た
な
い
気
持
が
シ
エ
ス
ト
フ
の
思
想
の
基
調
を
な
し
て
み
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

　
日
本
で
イ
ン
テ
リ
階
級
が
シ
エ
ス
ト
フ
を
迎
へ
る
気
持
、
彼
の
思
想
に
共
鳴
す
る
と
い
ふ
や
う
な
傾
向
を
見
出
す
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は

や
は
り
日
本
の
現
在
の
社
会
状
勢
と
い
っ
た
や
う
な
も
の
に
、
彼
の
思
想
に
動
か
さ
れ
る
何
も
の
か
が
あ
る
と
見
て
い
い
で
あ
ら
う
。
そ

の
点
か
ら
い
っ
て
彼
の
思
想
は
現
代
思
想
の
一
面
を
現
は
し
た
も
の
と
見
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。

東
洋
思
想
と
西
洋
思
想

　
　
　
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
、
こ
の
問
題
は
私
の
始
終
考
へ
て
る
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
ど
う
も
根
抵
的
な
違
ひ
が
あ
る
と
思

　
　
ふ
。
自
然
科
学
の
方
面
は
大
体
一
般
的
で
差
違
が
な
い
が
、
そ
れ
で
も
西
洋
で
自
然
科
学
界
に
貢
献
し
た
英
国
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
と
か
、

　
　
ド
イ
ツ
と
か
に
つ
い
て
、
物
理
学
や
数
学
に
も
ド
イ
ツ
的
、
フ
ラ
ン
ス
的
、
英
国
的
と
い
ふ
や
う
な
差
異
が
あ
る
と
い
は
れ
た
り
す
る
。

　
　
け
れ
ど
も
科
学
上
の
真
理
に
は
東
洋
西
洋
と
か
或
は
各
国
の
国
民
性
と
い
ふ
も
の
に
よ
っ
て
差
異
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
所
謂

　
　
精
神
科
学
の
方
面
に
な
る
と
、
な
か
く
さ
う
は
い
か
な
い
、
い
か
な
い
所
に
精
神
の
特
色
が
あ
る
。
一
軒
の
家
を
建
て
る
に
石
屋
や
大

　
　
工
や
左
官
や
い
ろ
く
寄
り
集
っ
て
出
来
る
や
う
に
精
神
科
学
は
い
ろ
く
の
見
方
が
綜
合
さ
れ
て
全
体
と
な
っ
て
進
ん
で
行
く
も
の

　
　
で
、
国
民
性
の
差
異
か
ら
、
或
は
歴
史
伝
統
の
差
異
か
ら
、
そ
れ
ぐ
非
常
に
特
色
が
出
来
て
み
る
。
吾
々
東
洋
人
は
東
洋
的
に
考
へ
、

　
　
も
っ
と
狭
く
日
本
人
〔
と
〕
し
て
は
ど
う
し
て
も
日
本
的
に
物
事
を
考
へ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
み
る

　
　
の
だ
と
思
ふ
。

　
　
　
こ
の
頃
の
日
本
主
義
を
唱
へ
る
人
の
中
に
は
非
常
に
排
他
的
な
傾
向
の
人
が
あ
る
が
、
単
に
日
本
だ
け
が
孤
立
し
て
み
る
も
の
と
考
へ

73
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な
い
で
、
日
本
と
い
ふ
立
場
か
ら
世
界
的
に
考
へ
て
行
く
と
い
ふ
風
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
こ
れ
は
し
か
し
口
で
い
ふ
の
は
簡
単
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だ
が
、
実
際
に
当
っ
た
場
含
は
む
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
例
へ
ぽ
私
は
法
律
の
こ
と
は
よ
く
解
ら
な
い
が
、
西
洋
の
法
律
は
ロ
ー
マ
法
以
来
ず
つ
と
発
展
し
て
来
て
、
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

　
　
動
か
し
得
な
い
や
う
な
生
え
ぬ
き
の
も
の
に
な
っ
て
み
る
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
西
洋
の
法
律
を
取
り
入
れ
て
日
本
で
も
色
々
の
法
律
を

　
　
欄
聾
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
昔
か
ら
の
国
家
に
対
す
る
考
へ
方
と
、
西
洋
の
あ
の
系
統
立
つ
た
法
律
思
想
に
培
は
れ
た
国
家
観
と

　
　
は
異
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
酉
洋
の
国
家
社
会
に
適
合
し
て
出
来
て
み
た
法
律
を
持
っ
て
来
て
、
違
っ
た
社
会
観
国
家
観
に
馴
れ
て
来

　
　
た
日
本
の
法
律
に
適
用
し
た
形
だ
か
ら
、
何
か
根
本
的
に
し
っ
く
り
し
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。
西
洋
の
法
律
に
日
本
の

　
　
特
殊
な
伝
統
的
な
も
の
を
織
り
込
ん
で
見
た
と
し
て
も
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
感
じ
は
免
れ
ぬ
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
さ
う
い
ふ
こ
と
を
し
た
為

　
　
に
却
っ
て
全
体
が
壊
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
さ
へ
起
り
得
る
と
思
ふ
。

　
　
　
よ
く
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
と
を
比
較
し
て
、
外
面
的
に
似
よ
っ
た
点
を
見
つ
け
て
喜
ん
だ
り
、
儒
教
の
思
想
が
B
本
に
於
て
実
現
せ

　
　
ら
れ
た
と
考
へ
る
様
な
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
か
に
同
じ
様
に
見
え
て
も
本
当
は
違
っ
て
み
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
ふ
。
鯨
は

　
　
形
な
ど
か
ら
は
魚
に
見
え
る
け
れ
ど
も
動
物
学
者
か
ら
見
れ
ば
魚
で
は
な
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
う
い
ふ
理
由
か
ら
は
、
今
後
日
本
人
は
西
洋
思
想
を
も
つ
と
根
抵
ま
で
掘
り
下
げ
て
考
へ
て
、
そ
の
根
抵
か
ら
何
か
を
掴
ん
で
そ
こ

　
　
か
ら
動
い
て
行
く
と
い
ふ
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
だ
ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
こ
れ
は
一
朝
一
夕
に
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ら
う
。

　
　
西
洋
の
技
術
方
面
な
ど
は
今
日
の
日
本
で
は
よ
く
咀
囎
さ
れ
て
理
解
も
応
用
も
自
由
に
出
来
る
状
態
だ
が
、
思
想
の
方
面
は
よ
ほ
ど
考
へ

　
　
て
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。
基
礎
的
な
研
究
を
や
っ
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
で
は
今
の
間
に
合
は
な
い
と
い
ふ
か
も
知
れ

　
　
ぬ
が
、
間
に
合
は
な
く
て
も
や
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

　
　
　
法
律
の
こ
と
な
ど
で
も
問
題
の
起
る
の
は
、
か
う
い
ふ
根
本
問
題
の
研
究
の
不
足
に
基
因
し
て
み
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
と
に
か
く

　
　
法
治
国
と
し
て
法
律
と
い
ふ
も
の
を
取
り
入
れ
た
以
上
、
そ
れ
を
臼
本
的
に
消
化
す
る
に
は
、
法
律
と
い
ふ
も
の
の
根
本
概
念
か
ら
深
く

　
　
研
究
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
法
律
哲
学
の
研
究
が
必
要
と
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
方
面
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
疎
か
に
さ
れ
て
ゐ
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る
で
は
な
か
ら
う
か
。
論
理
的
に
厳
密
な
体
系
と
し
て
歴
史
的
に
発
達
し
た
も
の
の
何
処
か
に
簡
単
に
他
の
原
理
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と

は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
学
問
は
道
具
な
ど
と
は
違
っ
て
そ
の
中
心
は
生
き
た
も
の
を
も
っ
て
み
る
。
西
洋
の
金
面
を
も
つ
て
来
て
、
伝
統
の
全
く
違
ふ
東
洋
に

生
か
さ
う
と
す
る
に
は
、
学
問
の
生
命
を
ま
で
変
へ
て
使
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
簡
単
に
道
具
の
や
う
に
結
び
合
せ
る
と
い
ふ
こ

と
は
出
来
る
も
の
で
な
い
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
知
識
階
級
に
つ
い
て

　
知
識
と
い
ふ
も
の
は
そ
の
時
代
に
即
し
た
も
の
で
、
全
然
歴
史
的
時
代
を
離
れ
て
の
知
識
と
い
ふ
も
の
の
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
。
又
狭
く
云
へ
ば
学
問
も
民
族
に
即
す
る
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
さ
ら
ぽ
と
云
っ
て
学
問
は
党
派
や
主
義
の
宣
伝
機
関
で
は
な
い
。

こ
の
頃
は
か
う
い
ふ
考
の
人
が
多
い
様
で
あ
る
。
学
問
に
は
深
い
鋭
い
分
析
を
第
一
と
す
る
。
実
在
そ
の
も
の
を
し
て
語
ら
し
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
感
情
的
な
信
仰
や
始
か
ら
或
目
的
を
以
て
組
立
て
る
の
で
は
学
問
に
な
ら
な
い
。
学
問
は
時
代
に
即
す
る
と
云
っ
て
も
そ
の
時
代

の
種
々
な
る
方
面
を
綜
合
統
一
し
、
時
代
に
即
し
な
が
ら
も
時
代
を
越
え
、
全
体
的
に
物
を
見
て
行
く
所
に
学
問
の
用
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
知
識
階
級
の
存
在
理
由
が
あ
る
と
思
ふ
。
知
識
階
級
は
弱
い
も
の
だ
が
、
研
究
の
自
由
が
極
端
に
抑
圧
せ
ら
れ
る
所
に
は
進
歩
発

展
は
な
い
で
あ
ら
う
。
真
の
知
識
階
級
と
い
ふ
の
は
一
派
の
道
具
に
使
は
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
一
派
を
指
尋
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

斯
く
云
ふ
も
、
真
理
は
抽
象
的
普
遍
に
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
真
の
理
性
は
却
っ
て
個
性
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
思
想
の
自
由
と
、
自
由
主
義
と
を
す
ぐ
同
一
の
も
の
x
や
う
に
考
へ
て
る
る
傾
が
あ
る
や
う
だ
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
自
由
主
義

は
個
人
主
義
と
い
ふ
の
と
同
じ
で
、
欧
洲
で
十
八
世
紀
頃
に
生
れ
た
思
想
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
即
し
て
考
へ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

思
ふ
。
思
想
の
自
由
、
研
究
の
自
由
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
自
由
主
義
を
主
張
す
る
と
い
ふ
の
と
は
同
じ
で
な
い
。

西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遣
稿
（
四
）

ニ
ニ
五
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行
動
主
義
に
つ
い
て

　
近
代
の
文
学
は
大
ざ
つ
ば
に
分
け
れ
ば
、
理
想
主
義
と
自
然
主
義
と
い
ふ
様
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
中
に
個
人
の
心
理
を
描
く
主
観

的
方
向
の
も
の
と
、
も
一
つ
は
社
会
的
な
面
を
描
く
客
観
的
方
向
の
も
の
と
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
も
あ
ら
う
。
之
に
対
し
近
頃

行
動
主
義
と
い
ふ
も
の
が
起
つ
た
の
は
時
代
精
神
と
し
て
興
味
が
あ
る
こ
と
と
思
っ
て
み
る
。

　
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
な
ど
の
や
う
に
徒
ら
に
主
観
を
排
し
て
唯
客
観
と
い
ふ
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
さ
ら
ば
と
云
っ
て
唯
主
観
的
だ
け
で
も

い
け
な
い
。
前
に
い
っ
た
如
く
、
真
の
実
在
は
客
観
が
主
観
を
限
定
し
主
観
が
客
観
を
限
定
し
、
主
観
的
i
客
観
的
、
客
観
的
－
主
観
的

と
し
て
、
云
は
ぽ
歴
史
的
で
あ
る
。
行
動
主
義
の
根
抵
は
此
処
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
こ
の
意
味
に
気
づ
い
て
初
め
て
行
動
主
義

は
生
き
て
来
る
も
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。
行
動
と
い
ふ
こ
と
を
装
い
ひ
出
し
た
の
は
目
の
つ
け
所
は
面
白
い
と
思
ふ
が
、
併
し
一
歩
深
く
行

動
を
ど
う
考
へ
る
か
、
ど
う
掴
む
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
ま
だ
不
十
分
の
や
う
に
思
ふ
。

　
現
在
と
い
ふ
も
の
を
単
に
吾
々
の
心
理
現
象
と
し
て
、
掴
む
の
で
な
く
、
ま
た
単
に
科
学
的
に
掴
む
と
い
ふ
の
で
も
な
く
、
我
々
が
現

在
か
う
し
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
歴
史
的
に
あ
る
の
で
、
歴
史
的
存
在
、
歴
史
的
事
物
で
あ
る
。
併
し
私
が
此
処
に
歴
史
的
と
い
ふ
の

は
、
普
通
に
人
が
歴
史
的
と
い
ふ
語
に
よ
っ
て
考
へ
る
様
な
意
味
に
於
て
の
歴
史
的
と
い
ふ
の
で
は
な
い
、
単
に
過
去
の
歴
史
か
ら
と
い

ふ
愚
昧
で
は
な
い
。
主
観
客
観
を
包
み
主
観
的
－
客
観
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
創
造
的
な
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
限
定
す

る
も
の
な
き
限
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
、
過
去
未
来
を
包
む
現
在
の
自
己
限
定
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
真
の
歴
史
的
実
在
と
い
ふ
も
の
は

か
エ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
真
の
具
体
的
実
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
に
主
観
的
立
場
か
ら
割
り
切
れ
る
も

の
で
も
な
け
れ
ぽ
、
単
に
客
観
的
立
場
か
ら
割
り
切
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
か
う
い
ふ
立
場
か
ら
人
生
を
掴
ん
で
行
く
と
こ
ろ
に
、
本
当

の
行
動
主
義
が
あ
る
と
考
へ
る
。

　
過
去
の
歴
史
を
考
へ
る
と
い
ふ
事
も
現
在
か
ら
考
へ
る
の
で
あ
る
。
其
事
自
身
が
亦
歴
史
的
現
在
に
於
て
の
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
。



過
去
、
未
来
は
現
在
の
自
己
限
定
か
ら
成
立
す
る
。
併
し
此
等
の
事
は
今
此
処
に
詳
し
く
説
け
な
い
。

　
行
動
は
生
物
学
的
な
衝
動
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
ば
と
云
っ
て
単
に
心
理
的
で
も
な
い
。
そ
れ
を
生
物
学
的
な
衝
動
に

近
く
考
へ
る
と
ゾ
ラ
の
や
う
な
も
の
に
な
る
と
思
ふ
。
ゾ
ラ
の
文
学
態
度
は
科
学
的
自
然
に
偏
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
と
反
対
に

ブ
ル
ー
ス
ト
の
如
き
は
、
心
理
的
な
立
場
に
立
つ
と
見
ら
れ
る
と
思
ふ
が
、
し
か
し
ブ
ル
ー
ス
ト
の
は
単
に
古
い
心
理
主
義
の
小
説
ぢ
や

な
く
、
あ
れ
か
ら
尚
一
歩
具
体
的
と
な
れ
ば
行
動
主
義
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
兎
に
角
、
本
当
に
深
い
芸
術
家
と
い
ふ
の
は
、
現
在
を
真
に
具
体
的
に
私
の
所
謂
歴
史
的
に
把
握
し
た
人
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

と
思
ふ
。
こ
の
意
味
が
深
く
分
ら
な
け
れ
ば
、
行
動
主
義
の
意
味
も
本
当
に
分
つ
た
と
は
い
へ
な
い
と
思
ふ
。

　
　
（
本
稿
は
二
月
末
の
雨
の
一
日
、
鎌
倉
の
寓
居
に
博
士
、
雑
問
に
答
へ
ら
れ
た
の
を
綴
っ
て
校
閲
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
一
『
改
造
』
編
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
改
造
』
、
昭
和
十
年
四
月
号
）

〔
編
輯
者
注
〕

（
1
）
　
原
文
は
「
…
…
実
用
論
者
か
」
　
（
2
）
原
文
は
「
…
…
ホ
ワ
イ
ト
・
ヘ
ッ
ド
馬
」
　
（
3
）
原
文
は
「
…
…
毒
し
て
居
る
、
」
　
（
4
）
原
文
は
「
・
：

…
有
名
と
な
っ
た
社
会
改
造
」
　
（
5
）
原
文
は
「
…
…
私
に
唯
、
」
　
（
6
）
原
文
は
「
…
…
な
ど
の
考
へ
方
に
は
」
　
（
7
）
原
文
は
「
…
…
従
来
の
歴
史

の
考
へ
方
に
は
」
　
（
8
）
原
文
は
「
…
…
と
で
も
い
っ
て
い
い
か
、
」

　
な
ほ
、
（
マ
マ
）
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
、
〔
〕
は
編
輯
者
の
追
加
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
四
号

題

＝
二
八

大
　
橋
　
良
　
介

　
雑
誌
『
改
造
』
所
収
の
西
田
幾
多
郎
博
士
の
論
文
「
私
の
主
意
主
義
の
意
味
」
（
大
正
十
一
年
九
月
増
大
号
）
は
、
す
で
に
本
誌
五
百
五
十
一
号
に
収
載

さ
れ
た
。
そ
の
後
の
調
査
で
、
『
改
造
』
誌
所
収
の
諸
事
中
、
さ
ら
に
三
篇
が
「
全
集
未
収
載
遺
稿
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
本
誌
収

載
の
二
篇
の
、
『
改
造
』
誌
へ
の
掲
載
年
月
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
　
「
学
者
と
し
て
の
う
ッ
ス
ル
」
…
…
『
改
造
』
、
大
正
十
年
九
月
号

二
　
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
シ
ェ
ス
ト
フ
、
其
の
他
－
雨
日
雑
談
1
」
…
…
『
改
造
』
、
昭
和
十
年
四
月
号

　
「
一
」
に
つ
い
て
は
、
『
改
造
』
誌
で
は
表
題
の
前
に
さ
ら
に
大
き
な
活
字
で
「
ラ
ッ
セ
ル
教
授
の
印
象
」
と
い
う
題
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

題
字
の
組
み
方
や
本
文
の
内
容
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
雑
誌
編
集
者
が
読
者
向
け
に
付
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
西
田
博
士
の
「
日
記
」
に
は
、

博
士
の
折
り
折
り
の
講
演
出
講
や
論
文
執
筆
等
に
つ
い
て
は
、
た
い
て
い
は
そ
れ
ら
に
該
当
す
る
記
事
が
見
出
さ
れ
る
が
（
且
つ
、
こ
れ
ら
の
記
事
が

「
全
集
未
収
載
遺
稿
」
探
索
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
が
）
、
二
」
に
関
す
る
記
事
は
筆
者
に
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
二
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
年
二
月
二
十
六
日
の
属
記
に
「
改
造
社
員
来
り
談
話
筆
記
。
編
輯
長
鈴
木
一
意
」
と
あ
る
。
本
文
の
副
題
に
あ
る
「
雨

日
雑
談
」
と
は
、
こ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
二
篇
の
他
に
、
『
改
造
』
誌
所
収
の
第
三
の
「
全
集
未
収
載
遺
稿
」
と
し
て
左
記
の
も
の
が
あ
る
。

　
三
『
改
造
』
発
刊
二
十
周
年
に
際
し
て
」
…
…
『
改
造
』
二
十
周
年
記
念
号
、
昭
和
十
三
年
四
月
号

　
西
田
博
士
の
「
日
記
」
昭
和
十
三
年
三
月
四
日
の
記
事
「
改
造
へ
原
稿
送
」
が
、
こ
の
小
文
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
特
に
哲
学
に
関
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
本
誌
で
は
所
在
の
報
告
に
と
ど
め
る
。

　
こ
れ
ま
で
本
誌
上
に
報
告
し
て
き
た
「
全
集
未
収
載
遺
稿
」
は
『
智
山
学
報
』
と
『
改
造
』
に
所
収
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
他
に
も
大
正
五
年



に
信
州
の
各
地
で
三
日
間
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
た
西
田
博
士
の
講
演
「
現
今
の
唯
心
論
」
、
「
現
代
哲
学
に
於
け
る
科
学
的
真
理
の
概
念
」
、
「
現
今
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

想
主
義
」
、
さ
ら
に
は
昭
和
十
四
年
二
月
刊
行
（
非
売
品
）
『
西
田
幾
多
郎
先
生
講
述
。
哲
学
の
基
礎
問
題
』
（
編
輯
兼
発
行
港
、
長
坂
利
郎
）
所
収
の
「
信
濃

哲
学
会
」
講
演
筆
記
七
篇
の
う
ち
、
「
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
」
と
「
コ
ー
ヘ
ン
の
哲
学
」
の
二
篇
、
西
田
幾
多
郎
の
少
年
時
代
の
作
に
な
る
漢
詩
・
漢
文
十

数
篇
等
が
、
全
集
未
収
載
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
断
在
確
認
の
報
告
に
と
ど
め
、
本
誌
へ
の
収
載
は
予
定
し
て
い
な
い
。
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本
誌
五
百
五
十
一
号
で
の
「
解
題
」
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
全
集
未
収
載
の
小
文
や
書
簡
の
類
い
も
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
り
、
幾
人
か
の
協
力
を

得
て
ま
だ
調
査
を
続
行
中
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
報
告
は
、
近
刊
『
西
田
哲
学
－
新
資
料
と
研
究
へ
の
手
引
き
』
（
共
編
著
）
で
の
解
説

に
譲
り
、
本
誌
上
を
借
り
て
の
筆
者
の
報
告
は
本
号
を
も
っ
て
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
と
す
る
。

　
（
注
）
こ
の
『
哲
学
の
基
礎
問
題
』
は
、
全
国
の
主
な
図
書
館
の
中
で
は
国
会
図
書
館
に
の
み
登
録
力
！
ド
が
あ
り
、
し
か
も
現
物
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
「
幻
の
書
」

を
握
示
し
て
頂
い
た
長
野
県
佐
久
市
の
吉
岡
正
幸
氏
（
馬
は
診
て
の
「
信
濃
哲
学
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
）
と
、
同
氏
を
ご
紹
介
下
さ
っ
た
東
北
大
学
教
授
・
上
妻
糟

氏
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
お
お
は
し
・
り
ょ
う
す
け
　
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
〔
哲
学
〕
教
授
）

2279

西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遺
稿
（
四
）

二
二
九


