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は
じ
め
に

　

西
田
哲
学
と
感
情
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
初
期
の
『
芸
術
と
道
徳
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
論
考
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
と
く
に

そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
議
論
と
対
照
さ
せ
つ
つ
西
田
哲
学
の
立
場
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
そ

の
延
長
で
、
中
期
の
「
場
所
の
思
想
」
に
お
い
て
も
、
叡
知
的
一
般
者
と
の
連
関
で
美
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
み
て
お
き
た
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
西
田
は
初
期
の
段
階
か
ら
、
感
情
一
般
で
は
な
く
、
そ
の
純
粋
な
作
用
と
し
て
、
美
に
お
け
る
創
造
性
に
焦
点
を
あ

わ
せ
て
お
り
、
そ
う
し
た
観
点
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
以
上
の
考
察
か
ら
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
感
情
の
問
題
は
、
あ
る
絶
対
的
な
立
場
に
い
た
る
た
め
の
中
間
的
・
媒
介
的
段
階

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
議
論
と
は
区
別
さ
れ
て
、
あ
る
特
別
な
感
情
が
哲
学
へ
の
動
機
と
し
て
語
ら
れ

る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
が
悲
哀
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
悲
哀
の
感
情
を
、
哲
学
の
端
緒
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
根
本
情
調
と
み
る
観
点
か

ら
考
え
た
い
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
美
を
つ
ね
に
フ
ォ
ル
ム
（
形
あ
る
も
の
）
か
ら
把
握
す
る
西
欧
哲
学
の
文
脈
を
離
れ
て
、
根
底
に
悲
哀
を
お
き
つ
つ

「
形
な
き
も
の
」
の
形
を
見
つ
め
る
思
考
の
伝
統
の
な
か
で
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
よ
ば
れ
る
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
れ
は
、
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西
田
哲
学
に
示
唆
を
得
た
ひ
と
つ
の
試
論
と
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、
本
論
に
お
け
る
一
貫
し
た
問
い
は
、
感
情
を
め
ぐ
る
問
い
、
す
な
わ
ち
世
界
へ
と
か
か
わ
る
わ
た
し
た
ち
の

感
情
の
固
有
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
の
主
旨
と
し
て
は
、美
や
悲
哀
な
ど
、

感
情
の
問
題
を
論
じ
る
西
田
哲
学
の
解
釈
も
、
そ
う
し
た
問
い
に
連
関
す
る
か
ぎ
り
で
し
か
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

う
。

一　

美

美
の
感
情
と
判
断
力
の
批
判

　

美
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
議
論
に
照
ら
し
て
西
田
哲
学
を
み

て
お
き
た
い
。
西
田
は
す
で
に
『
芸
術
と
道
徳
』
所
収
の
論
文
「
美
の
本
質
」
や
「
反
省
的
判
断
の
対
象
界
」
な
ど
で
カ
ン
ト
の
議
論
を

論
評
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
西
田
が
情
意
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
的
立
場
を
ど
の
よ
う
に
の
り
こ
え
て
、
つ
つ
み
こ
ん
で

い
く
か
が
鮮
明
に
し
め
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
諸
論
考
を
検
討
す
る
ま
え
に
ま
ず
カ
ン
ト
自
身
の
美
に
か
ん
す
る
理

論
を
わ
た
し
な
り
に
解
釈
し
て
、
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　

カ
ン
ト
は
、
人
間
の
心
的
能
力
の
全
体
を
三
つ
に
わ
か
ち
、
認
識
と
快
不
快
の
感
情
と
欲
求
能
力
、
つ
ま
り
知
情
意
の
三
者
を
峻
別
す

る
立
場
に
た
つ
（K

ant V, 198; X
X

, 245f.

）。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
能
力
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
普
遍
的
原
理
に
も
と
づ
く
ア
プ
リ
オ
リ
で
純

粋
な
能
力
が
抽
象
さ
れ
、
悟
性
、
判
断
力
、
実
践
理
性
の
三
者
に
た
い
し
て
、
そ
の
権
限
の
正
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
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た
い
し
て
批
判
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

感
情
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
的
な
働
き
に
と
ど
ま
る
快
不
快
の
感
情
と
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
反
省
的
判
断
力
と
が
連
関

せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
た
ち
の
感
情
は
、判
断
以
前
に
す
で
に
快
不
快
、プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
価
値
評
価
を
お
こ
な
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
主
観
的
感
情
に
お
け
る
評
価
作
用
を
反
省
的
に
純
粋
化
す
れ
ば
、
感
性
的
（ästhetisch

）
な
判
断
作
用

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
関
に
お
い
て
、
美
し
い
も
の
に
か
ん
す
る
主
観
的
感
情
に
か
か
わ
る
判

断
が
中
心
的
に
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
、
カ
ン
ト
が
美
の
規
定
に
お
い
て
、
一
方
で
認
識
能
力
（
知
）
に

た
い
し
て
、
他
方
で
欲
求
能
力
（
意
）
に
た
い
し
て
ふ
た
と
お
り
の
遮
断
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
点
を
簡
単
に
み
て
お

こ
う
。

（
一
）
非
概
念
性
―
―
美
の
判
断
の
、
認
識
か
ら
の
遮
断

　

カ
ン
ト
は
ま
ず
美
の
判
断
を
論
理
的
な
判
断
か
ら
区
別
す
る
（K

ant V, 203f.

）。
あ
る
も
の
を
「
美
し
い
」
と
す
る
判
断
は
、
概
念

に
も
と
づ
く
客
観
的
判
断
、
つ
ま
り
認
識
判
断
や
実
践
的
判
断
で
は
な
く
、
主
観
的
な
感
情
に
か
か
わ
る
感
性
的
判
断
で
あ
る
（
カ
ン
ト

は
こ
れ
を
当
時
の
慣
習
的
呼
称
に
し
た
が
っ
て
趣
味
判
断
と
呼
ぶ
）。
い
い
か
え
る
と
、
前
者
の
よ
う
に
真
偽
が
問
え
る
判
断
で
は
な
く
、

主
観
に
よ
っ
て
価
値
評
価
を
く
だ
す
判
断
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
た
と
え
ば
美
を
完
全
性
や
シ
ン
メ
ト
リ
ー
や
黄
金
比
な
ど
の
概
念
に
即

し
て
判
定
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
判
断
は
論
理
的
な
規
定
的
判
断
で
あ
り
、
美
の
判
断
の
誤
認
に
も
と
づ
く
と
み
な
さ
れ

る
。
美
し
い
も
の
に
か
ん
し
て
は
、
各
人
が
み
ず
か
ら
の
感
情
を
反
省
し
て
、
そ
の
つ
ど
自
律
的
に
判
断
を
く
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
あ
る
。
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（
二
）
無
関
心
性
―
―
欲
求
能
力
、
関
心
か
ら
の
遮
断

　

こ
の
よ
う
に
美
の
判
断
は
主
観
的
感
情
に
も
と
づ
く
価
値
評
価
的
な
感
性
的
判
断
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

評
価
的
判
断
に
か
ん
し
て
も
、カ
ン
ト
は
さ
ら
に
三
種
類
の
タ
イ
プ
を
区
別
す
る
（K

ant V, 204-211

）。
ひ
と
つ
は
、感
官
的
（sinnlich

）

な
判
断
、「
お
い
し
い
」
と
か
、「
気
持
ち
い
い
」
と
か
い
っ
た
判
断
で
あ
り
、こ
の
場
合
、感
覚
器
官
（Sinn

）
に
直
結
し
た
判
断
と
し
て
、

感
官
的
な
欲
求
の
関
心

0

0

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
実
践
的
・
道
徳
的
な
価
値
判
断
、
つ
ま
り
手
段
と
し
て
で
あ
れ
、
そ
れ

自
体
に
お
い
て
で
あ
れ
な
に
か
を
「
善
い
」
と
す
る
判
断
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
実
践
的
関
心

0

0

に
も
と
づ
く
評
価
的
な
判
断
と
な
る
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
評
価
的
判
断
と
区
別
さ
れ
て
、
な
ん
ら
か
の
対
象
を
「
美
し
い
」
と
判
定
す
る
趣
味
判
断
が
登
場

す
る
。
趣
味
判
断
は
、
な
に
か
内
容
の
あ
る
も
の
に
た
い
す
る
客
観
的
関
心
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
美
に
ふ
れ
る
こ
と
へ
の
、
た
ん
な
る

主
観
的
な
満
足
、
主
観
的
・
形
式
的
（=
無
内
容
な
）
反
省
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
具
体
的
に
い
え
ば
「
見
る
こ
と
自
体
の
純
粋
な
喜
び
」

の
感
情
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
趣
味
判
断
は
、
日
常
的
な
利
害
関
心
（Interesse

）
に
も
と
づ
く
判
断
で
は
な
い
。
こ
れ
を

カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
も
っ
と
も
重
要
な
性
格
と
し
て
無
関
心
性

0

0

0

0

と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
美
に
お
い
て
は
、
感
覚
的
欲
求
や
道
徳
的
意
識
や

実
践
的
意
志
な
ど
に
も
と
づ
く
関
心
は
遮
断
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
観
想
（K

ontem
plation

）、
つ
ま

り
た
だ
見
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、
道
徳
的
関
心
を
ふ
く
め
た
欲
求
能
力
か
ら
の
遮
断
を
カ
ン
ト
は
主
張
す
る
わ
け
で
あ
り
、
情
意
で
い
え
ば
、
感
情
と
そ
の

ア
プ
リ
オ
リ
な
判
断
作
用
を
意0

か
ら
切
り
は
な
し
て
、
純
化
さ
れ
た
そ
の
固
有
性
と
自
律
性
を
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
実
在
的
な
事
物

へ
の
か
か
わ
り
と
関
心
を
否
定
し
、
一
種
の
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
を
も
た
ら
す
こ
の
否
定
作
用
を
カ
ン
ト
が
み
い
だ
し
た
こ
と
の
重
要
性

は
、
く
り
か
え
し
強
調
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
）
1
（

。
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で
は
、
カ
ン
ト
は
美
の
感
情
と
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
反
省
的
判
断
作
用
を
ど
の
よ
う
に
批
判
に
お
い
て
説
明
し
、
そ
の
権
限
の
正
当
性

を
保
証
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
簡
単
に
い
え
ば
、美
に
た
い
す
る
わ
た
し
た
ち
の
感
情
が
、ア
プ
リ
オ
リ
で
、人
間
に
普
遍
的
に
そ
な
わ
っ

た
認
識
能
力
が
調
和
的
に
働
き
あ
う
こ
と
の
感
受
に
も
と
づ
く
が
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
感
性
（
構
想
力
）
と
悟
性
の
働
き
が
合
目
的
的
に
気

分
づ
け
あ
う
情
調
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
美
の
感
情
は
人
間
に
と
っ
て
の
共
通
感
情
と
し
て
普
遍
妥

当
性
を
要
求
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
美
の
判
断
は
、
概
念
に
も
と
づ
く
客
観
的
判
断
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
経
験
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
主
観
的
感
情
に
も
と
づ
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
プ
リ
オ
リ
で
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
美
の
感
情
は
感
情
と
し
て
の
固
有
性
と
特
権
性
を
お
び
る
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
こ
の
解
釈
は
、
感
性
と
理
性
、
そ
の
対
象
領
域
で
あ
る
自
然
と
自
由
と
を
媒
介
す
る
「
自
然
の
合
目
的
性
」
の
現
象
形
態
と
し
て
美

し
い
も
の
を
解
す
る
こ
と
へ
み
ち
び
く
わ
け
で
あ
る
。

西
田
哲
学
に
お
け
る
美
の
位
置
づ
け

　

で
は
、
西
田
は
こ
の
よ
う
な
美
の
解
釈
に
た
い
し
て
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
主
題
化
し
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
体
系
の
う
ち
に
位
置
づ

け
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
前
期
の
著
作
の
う
ち
で
は
、『
意
識
の
問
題
』や『
芸
術
と
道
徳
』に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
が
、直
接
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
西
田
が
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
立
場
を
前
提
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
真
の
実
在
と
し
て
主
客
を
超
え
た
絶
対
意
志

が
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
意
志
の
自
己
展
開
に
お
い
て
「
自
然
界
か
ら
具
体
的
体
験
の
世
界
に
い
た
る
順
序
は
、
物
力
の
世
界
か
ら
生
命

の
世
界
に
い
た
り
、
生
命
の
世
界
か
ら
意
識
の
世
界
に
い
た
り
、
意
識
の
世
界
か
ら
歴
史
の
世
界
に
い
た
り
、
さ
ら
に
時
空
を
超
越
し
て
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絶
対
意
志
の
対
象
界
に
は
い
る
」（
西
田III,23

）
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
西
田
の
い
う
具
体
的
実
在
の
世
界
は
、
意
志
が
自
己
自
身
を

発
展
さ
せ
て
い
く
無
限
の
過
程
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
意
志
を
自
己
の
う
ち
で
内
証
す
る
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
自
覚

的
意
識
に
お
い
て
、
感
覚
、
知
覚
、
表
象
、
思
惟
と
い
っ
た
諸
作
用
が
働
い
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
段

階
に
お
い
て
、
諸
作
用
に
た
い
し
て
、
見
る
こ
と
が
い
わ
ば
貼
り
つ
い
て
お
り
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
感
覚
に
お
い
て
は
、
作
用
と
作
用

の
自
覚
と
が
同
時
に
生
起
し
て
い
る
。
働
き
つ
つ
自
発
自
展
し
て
い
く
諸
作
用
の
体
系
が
、
そ
の
つ
ど
の
段
階
に
お
い
て
、
自
分
が
自
分

を
開
示
し
映
し
て
い
る
こ
と
が
自
覚
で
あ
る
）
2
（

。
そ
し
て
そ
れ
ら
諸
作
用
を
根
底
に
お
い
て
と
り
ま
と
め
結
合
さ
せ
て
い
る
の
が
、
作
用

の
作
用
と
し
て
の
人
格
的
統
一
な
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
西
田
は
そ
れ
を
絶
対
意
志
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
感
覚
は
表
象
の

な
か
に
包
容
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
表
象
は
、
思
惟
の
な
か
で
世
界
を
構
成
す
る
作
用
の
作
用
た
る
統
一
的
人
格
に
お
い
て
結
合
さ

れ
る
と
い
う
よ
う
に
。

　

こ
う
し
て
、
と
く
に
意
志
の
叡
知
的
対
象
界
で
あ
る
具
体
的
体
験
の
世
界
に
お
い
て
、
知
的
、
情
的
、
意
志
的
立
場
が
段
階
を
お
っ
て

深
ま
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
美
と
感
情
を
め
ぐ
る
諸
テ
ー
マ
が
包
括
さ
れ
る
に
い
た
る
（
論
文
「
真
善
美
の
合

一
点
」
な
ど
）。
つ
ま
り
知
的
作
用
と
な
ら
ん
で
感
情
も
ま
た
、
人
格
的
統
一
と
し
て
の
絶
対
意
志
の
内
容
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
カ
ン

ト
同
様
西
田
に
お
い
て
も
、
知
識
、
感
情
、
意
志
の
三
者
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
『
意
識
の
問
題
』
に
お
い
て
論

じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
感
情
と
は
、
日
常
的
意
識
や
知
覚
作
用
、
さ
ら
に
は
客
観
的
・
科
学
的
認
識
を
も
超
え
て
、
意
志
を
自
覚
す
る

段
階
に
お
い
て
働
く
作
用
で
あ
り
、
い
わ
ば
意
志
を
主
観
的
に
感
受
し
感
じ
と
る
働
き
で
あ
る
。
同
書
所
収
の
論
文
「
感
情
」
で
は
、「
人

格
と
い
う
の
は
た
ん
な
る
抽
象
的
概
念
で
は
な
く
し
て
、
種
々
な
る
作
用
の
動
的
統
一
で
あ
る
、
種
々
な
る
ア
プ
リ
オ
リ
の
力
学
的
関
係

で
あ
る
。
感
情
と
は
こ
の
ご
と
き
動
的
統
一
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
き
た
る
意
識
内
容
で
あ
る
」（
西
田 III,65

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
一
般
に
知
識
に
た
い
し
て
不
分
明
で
不
確
か
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
感
情
に
、
な
に
か
独
自
の
内
在
的
対
象
が
あ
り
う
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六
二

る
の
だ
ろ
う
か
。
西
田
は
そ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
知
的
に
対
象
化
さ
れ
え
な
い
「
剰
余
」（
西
田III,59,64

）

で
あ
り
、
知
識
と
し
て
は
無
内
容
か
つ
無
限
定
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
高
次
の
感
情
の
立
場
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
内
容
と
み
な
し

う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
感
情
が
独
自
の
内
容
を
有
す
る
こ
と
は
、
感
情
の
表
現
な
い
し
表
出
（A

usdruck

）
に
お
い

て
明
ら
か
に
な
る
と
西
田
は
考
え
る
。「
感
情
の
内
容
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
は
表
出
運
動
で
あ
る
。
と
く
に
芸
術
的
動
作
は
わ
れ
わ

れ
の
感
情
に
明
晰
な
る
内
容
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
手
の
な
い
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
お
そ
ら
く
は
不
明
瞭
な
感
情
以
外
に
も
つ
こ
と
は
で

き
ま
い
。
表
出
な
き
感
情
は
渾
沌
た
る
快
不
快
の
感
情
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
」（
西
田 III,65

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
西
田
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
人
格
的
統
一
作
用
と
し
て
の
意
志
を
、（
思
惟
や
知
識
の
間
接
性
で
は
な
く
）
作
用
の

直
接
性
に
お
い
て
主
観
的
に
感
受
す
る
の
が
感
情
で
あ
り
、そ
の
点
に
高
次
の
感
情
の
基
本
性
格
が
み
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
感
情
と
は
、
意
志
の
自
覚
の
一
形
式
と
し
て
、
結
合
し
連
関
し
あ
う
諸
作
用
を
意
識
し
つ
つ
、
事
実
（
客
観
的
存
在
界
）
を
超

え
た
意
味
的
世
界
を
構
想
し
創
造
す
る
働
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
感
情
は
古
来
、
美
の
創
造
性
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
表
出
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
り
、「
多
種
多
様
な
る
芸
術
は
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
豊
富
な
る
感
情
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
言
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
西
田 III,65

）。

か
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
…
…
〕
絶
対
意
志
の
立
場
に
お
い
て
、
作
用
と
作
用
と
の
直
接
の
結
合
が
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
の
意
識
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
の

上
に
立
つ
対
象
界
が
芸
術
の
対
象
界
と
な
る
と
思
う
。
こ
こ
に
客
観
的
存
在
界
を
超
越
し
そ
れ
自
身
に
お
い
て
創
造
的
な
る
美
の
世

界
が
あ
る
。（
西
田III, 254

）

　

お
お
ま
か
に
初
期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
感
情
の
問
題
は
以
上
の
よ
う
な
連
関
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
み
た
よ
う
な
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カ
ン
ト
の
美
に
か
ん
す
る
議
論
と
対
照
さ
せ
る
な
ら
ば
、
な
に
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
立
場
に
た
て
ば
、
美
は
一
方
に
お
い
て
、

た
ん
な
る
客
観
的
性
質
で
は
な
く
、
美
の
感
情
と
感
性
的
な
価
値
評
価
に
も
と
づ
く
主
観
的
作
用
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
。
だ
が
他
方

で
美
は
、
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
点
で
（
心
理
作
用
と
し
て
の
）
主
観
的
作
用
の
構
成
に
還
元
で
き
ず
、
数
の
よ
う
な
客
観
的
・
理

念
的
対
象
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
西
田
は
、
美
の
対
象
が
数
と
類
比
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

肯
定
す
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
同
様
西
田
も
、
論
理
的
・
規
定
的
判
断
の
対
象
で
あ
る
数
と
、
感
情
に
も
と
づ
く
価
値
判
断
と
を
単
純
に

同
一
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
美
の
対
象
を
数
に
く
ら
べ
た
。
し
か
し
美
の
対
象
と

数
と
は
も
と
よ
り
同
一
の
性
質
で
は
な
い
。
数
は
た
ん
な
る
判
断
の
対
象
で
あ
る
が
、
美
は
価
値
判
断
の
対
象
で
あ
る
、
対
象
そ
の
も
の

の
な
か
に
作
用
を
ふ
く
む
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
人
格
的
内
容
を
ふ
く
む
の
で
あ
る
」（
西
田 III,244

）。
こ
の
点
で
は
美
の
対
象
は
、

道
徳
的
対
象
と
し
て
の
善
と
類
比
的
で
あ
る
。「
動
機
、
性
格
、
行
為
を
離
れ
て
道
徳
的
判
断
の
な
い
よ
う
に
、
主
観
的
状
態
や
創
造
作

用
を
離
れ
て
審
美
的
判
断
は
な
い
。
自
然
美
の
ご
と
き
も
主
観
を
そ
の
な
か
に
射
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
」

（
西
田 III, 244

）。

　

と
は
い
え
美
を
、
実
践
的
・
道
徳
的
対
象
か
ら
の
遮
断
に
お
い
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
な
に
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
区
別
を
考

え
る
と
き
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
焦
点
と
な
る
の
は
、
反
省
的
判
断
力
の
働
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
西
田
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
、

つ
ぎ
に
み
て
い
こ
う
。

反
省
的
判
断
力

　

す
で
に
み
た
と
お
り
カ
ン
ト
は
、
快
不
快
の
評
価
作
用
を
ふ
く
ん
だ
感
情
の
働
き
か
ら
、
反
省
的
判
断
力
の
働
き
を
純
化
し
形
式
化
す
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六
四

る
。
そ
も
そ
も
判
断
と
は
、
特
殊
を
普
遍
に
包
摂
す
る
作
用
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
、
概
念
と
し
て
普
遍
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
判
断
を

論
理
的
な
規
定
的
判
断
と
よ
び
、
そ
れ
に
た
い
し
て
美
に
か
ん
し
て
評
価
的
に
判
定
す
る
感
性
的
判
断
は
、
反
省
的
判
断
と
よ
ん
で
区
別

す
る
。
反
省
的
判
断
と
は
、
特
殊
に
た
い
し
て
普
遍
が
あ
た
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
を
み
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
判
断
で
あ
る
。
こ
の

と
き
判
断
作
用
一
般
の
本
質
は
、
判
断
の
規
定
的
な
働
き
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断
力
の
形
式
性
に
お
い
て
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
の
が
カ
ン
ト
の
洞
察
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
主
観
的
感
情
に
か
か
わ
る
感
性
的
判
断
力
（
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
美
し
い
も

の
を
判
定
す
る
能
力
と
し
て
の
判
断
力
）
の
分
析
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
と
し
て
の
判

断
力
の
批
判
の
可
能
性
が
み
て
と
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
た
い
し
て
西
田
は
、
そ
の
よ
う
な
反
省
的
判
断
力
の
純
粋
化
さ
れ
た
形
式
性
自
体
を
一
蹴
し
、
カ
ン
ト
的
枠
組
み
を
の
り
こ
え

て
、
反
省
的
と
規
定
的
と
の
対
立
を
つ
つ
む
立
場
に
た
つ
。
美
は
、
自
己
展
開
す
る
純
粋
意
志
の
一
局
面
と
し
て
の
情
意
の
う
ち
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
反
省
的
判
断
力
の
特
権
性
は
抹
消
さ
れ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
反
省
的
判
断
と
は
規
定
的
判
断
（
西
田
は
限
定
的
判
断
と
訳

し
て
い
る
）
の
作
用
を
逆
に
し
た
も
の
で
あ
り
、「
ひ
と
つ
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
う
え
に
立
つ
限
定
的
判
断
作
用
を
さ
ら
に
広
き
自
由
意
志

の
立
場
か
ら
み
た
も
の
で
あ
る
、
ア
プ
リ
オ
リ
そ
の
も
の
、
作
用
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
」（
西
田III,82

）。
つ
ま
り
規

定
的
判
断
作
用
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
み
い
だ
さ
れ
る
の
は
「
知
識
的
対
象
界
」
に
と
ど
ま
る
の
に
た
い
し
て
、
反
省
的
判
断
作
用
に

お
い
て
は
、
自
由
意
志
の
立
場
か
ら
知
識
以
上
の
深
い
情
的
内
容
が
顕
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
別
の
論
文
で
西
田
は
こ
の
両
者
を
、
自
覚
に
お
け
る
外
展
と
内
展
と
の
区
別
、
つ
ま
り
外
的
に
対
象
界
に
か
か
わ
る
認
識
（
＝

規
定
的
判
断
作
用
）
の
立
場
と
、
対
象
を
内
的
・
反
省
的
に
み
る
立
場
と
の
区
別
か
ら
と
ら
え
、
後
者
の
内
展
が
外
展
よ
り
も
包
括
的
で
、

よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
感
情
は
ま
さ
に
こ
の
内
展
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
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一
般
か
ら
特
殊
に
行
く
と
い
う
の
は
余
が
い
わ
ゆ
る
外
展
の
方
面
で
あ
り
、
特
殊
か
ら
一
般
に
い
く
の
は
余
が
い
わ
ゆ
る
内
展
の
方

面
で
あ
る
。
反
省
的
に
物
を
見
る
と
は
、
物
を
そ
の
具
体
的
根
拠
に
返
っ
て
見
る
こ
と
で
あ
る
、
内
的
対
象
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ

る
。
ひ
と
つ
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
う
え
に
立
つ
対
象
を
そ
の
も
と
に
返
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
を
作
用
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ

る
。
自
然
の
合
目
的
的
見
方
と
い
う
の
も
こ
の
種
の
見
方
で
あ
る
、す
な
わ
ち
精
神
現
象
の
範
疇
に
よ
っ
て
自
然
を
見
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
感
情
と
は
反
省
的
判
断
作
用
に
と
も
な
う
意
識
で
あ
る
、
感
情
は
作
用
と
統
一
の
意
識
で
あ
る
、
限
定
的
認
識
作
用
の
具

体
的
根
元
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
者
か
ら
は
じ
ま
っ
て
一
般
者
に
還
る
と
考
え
ら
れ
る
意
識
は
感
情
よ
り
は
じ
ま
っ
て
感
情

に
お
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
西
田III, 60f.

）

　

カ
ン
ト
が
、
認
識
か
ら
も
欲
求
か
ら
も
遮
断
さ
れ
た
観
想
に
お
け
る
快
感
情
の
無
関
心
性
を
美
に
お
い
て
み
い
だ
し
た
の
に
た
い
し
て

西
田
は
、
認
識
と
感
情
、
あ
る
い
は
規
定
的
判
断
作
用
と
反
省
的
判
断
作
用
を
、
絶
対
的
意
志
の
統
一
作
用
の
段
階
と
し
て
、
い
わ
ば
連

続
的
に
と
ら
え
、
後
者
が
前
者
を
つ
つ
む
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
美
に
つ
い
て
の
反
省
的
判
断
作
用
と
感
情
と
に
か
ん
し
て
、
カ
ン
ト
の
見
方
と
西
田
と
の
差
異
を
考
え
る

う
え
で
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
反
省
に
お
い
て
静
観
的
な
観
想
（K

ontem
plation

）
を
強
調
し
た
の
に
た
い
し
て
、

西
田
は
美
の
感
情
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
能
動
的
側
面
を
重
視
し
、
芸
術
的
創
造
作
用
そ
の
も
の
と
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。「
知
識
の
内
容
と
形
式
を
峻
別
し
、
内
容
を
も
っ
て
一
概
に
受
動
的
と
考
え
た
カ
ン
ト
は
形
式
的
判
断
作
用
に
と
も
な
う
感
情
に

の
み
ア
プ
リ
オ
リ
を
み
と
め
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
直
接
経
験
は
元
来
受
動
的
で
は
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
純
な
る
知
覚
は
今
日
の
芸
術
論
者

の
い
う
ご
と
く
そ
れ
自
身
に
お
い
て
動
的
で
あ
る
、
目
の
知
覚
に
も
耳
の
知
覚
に
も
純
な
る
部
分
が
あ
る
。
た
ん
に
形
式
的
判
断
作
用
の
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み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
知
的
作
用
は
純
な
る
作
用
と
し
て
美
的
感
情
を
と
も
な
う
」（
西
田III,61

）
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た

考
え
方
は
、
初
期
の
段
階
か
ら
晩
年
ま
で
一
貫
し
て
お
り
、
と
く
に
晩
年
に
い
た
っ
て
歴
史
性
と
の
連
関
に
お
い
て
芸
術
的
創
造
作
用
へ

の
思
索
が
さ
ら
に
深
化
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
3
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
西
田
の
い
う
芸
術
的
直
観
の
立
場
と
は
、
意
識
一
般
の
立
場
、
認
識
の
立
場
を
超
越
し
て
、
そ
れ
を

内
に
ふ
く
む
自
由
我
の
立
場
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
意
識
の
底
に
あ
る
働
き
を
そ
の
ま
ま
意
識
化
す
る
と
と
も
に
、
認
識
に
お
い
て
成

立
す
る
客
観
を
す
べ
て
情
的
に
人
格
的
内
容
の
表
現
と
み
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
芸
術
的
立
場
に
立
っ
て

み
る
と
き
、
落
つ
る
石
も
、
流
れ
る
水
も
、
こ
と
ご
と
く
精
神
的
内
容
の
表
現
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
」（
西
田 III,353

）
こ
と
に
な
る
。

こ
の
意
味
で
芸
術
的
直
観
と
は
、
い
わ
ば
真
実
在
の
「
個
性
化
」
で
あ
る
。
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
芸
術
的
直
観
の
立
場
に
お
い
て
自
然
を
見
る
と
き
、
自
然
の
背
後
に
見
る
精
神
は
直
に
自
己
の
精
神
で
あ
る
。
花
に
た

い
し
月
に
た
い
し
こ
れ
を
詩
化
す
る
と
き
、わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
個
性
化
す
る
の
で
あ
る
、こ
れ
を
自
己
と
な
す
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕

真
実
在
は
一
般
的
概
念
の
内
容
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
し
て
情
意
的
な
特
殊
的
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
西
田III, 354

）

　

さ
て
、
前
期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
芸
術
的
直
観
と
感
情
の
立
場
に
た
い
し
て
対
置
せ
し
め
ら
れ
る
の
が
道
徳
的
意

識
の
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
徳
的
意
識
は
、
客
観
を
自
己
の
所
作
と
み
る
表
現
的
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
自
己
（
主
観
）

と
客
観
の
あ
い
だ
に
無
限
の
対
立
を
み
と
め
、
無
限
の
進
行
を
み
て
と
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
道
徳
的
行
為
の
目
的
が
実
在
的
で
あ
る

の
に
た
い
し
て
、
芸
術
的
創
作
の
目
的
は
非
実
在
的
と
考
え
ら
れ
る
点
で
両
者
は
対
比
さ
れ
区
別
さ
れ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
芸
術
的
直

観
が
、
対
象
界
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
作
用
の
表
現
と
み
る
の
に
た
い
し
て
、
道
徳
の
立
場
は
、
自
己
と
対
象
界
と
の
無
限
の
対
立
で
あ
る
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知
識
（
思
惟
）
の
立
場
を
前
提
し
つ
つ
、
自
己
に
対
立
す
る
客
観
的
実
在
界
を
も
自
己
の
立
法
の
も
と
に
お
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
芸
術
的
直
観
と
し
て
の
美
の
感
情
も
道
徳
的
意
識
も
、
認
識
に
よ
る
知
識
の
対
象
界
に
よ
っ
て
汲
み
つ
く
さ
れ
な
い
対
象
領
域

を
有
す
る
点
で
は
お
な
じ
で
あ
り
、
情
意
の
対
象
と
し
て
の
美
と
善
は
、
諸
作
用
を
結
合
せ
し
め
る
絶
対
意
志
の
創
造
性
に
お
い
て
共
通

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
両
者
と
も
真
の
実
在
と
そ
の
自
覚
に
か
ん
す
る
西
田
哲
学
の
前
期
の
体
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
純
な
る
情
意
は
作
用
の
作
用
と
し
て
、
知
識
内
容
に
分
析
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
お
の
れ
自
身
の
積
極
的
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
ゆ
え
に
知
識
の
対
象
界
に
た
い
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
創
造
的
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
美
的
内
容
の
先
験
性
が
立
せ
ら
れ
、
道
徳
的
当
為
の
内
容
が
あ
た
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
西
田III, 480

）。

中
期
の
場
所
論
に
お
け
る
感
情
―
―
自
愛
、
身
体
性
、
媒
介
性

　

中
期
の
、
い
わ
ゆ
る
「
場
所
の
思
想
」
に
お
い
て
西
田
哲
学
は
、
実
在
の
論
理
を
究
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
意
志
的
立
場
か
ら
、
見
る

も
の
な
い
し
映
す
も
の
と
し
て
の
場
所
の
論
理
へ
、
つ
ま
り
働
く
も
の
（
意
志
）
か
ら
見
る
も
の
（
直
観
）
へ
と
大
き
く
転
回
す
る
。
そ

こ
で
は
、
特
殊
な
も
の
は
、
場
所
と
し
て
の
一
般
者
「
に
於
い
て
あ
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
、
よ
り
包
括
的
な
諸
段
階
へ
と
深
ま
り
ゆ
く

諸
々
の
場
所
の
体
系
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
把
握
さ
れ
る
。
つ
ま
り
特
殊
を
規
定
す
る
一
般
者
は
、
判
断
的
一
般
者
に
於
い
て
あ
る
自
然

界
、
自
覚
的
一
般
者
に
於
い
て
あ
る
意
識
界
、
叡
知
的
一
般
者
に
於
い
て
あ
る
イ
デ
ア
界
へ
と
深
化
展
開
し
、
最
終
的
に
は
宗
教
的
な
自

覚
に
お
け
る
絶
対
無
の
場
所
に
い
た
る
。
こ
う
し
た
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
精
緻
さ
を
思
わ
せ
る
体
系
性
に
お
い
て
、
自
覚
の
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
記
述
さ
れ
た
一
般
者
の
う
ち
に
、
感
情
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
叡
知
的
一
般
者
と
の
関
係
に

お
い
て
感
情
が
規
定
さ
れ
る
点
で
は
、
基
本
的
に
場
所
論
に
さ
き
だ
つ
段
階
の
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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西
田
に
よ
れ
ば
、
自
覚
的
一
般
者
に
於
い
て
あ
る
意
識
界
は
、
ノ
エ
シ
ス
（
諸
作
用
）
に
と
ど
ま
り
、
ノ
エ
マ
と
し
て
の
叡
智
界
は
ひ

ら
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
ノ
エ
シ
ス
を
超
え
て
、
ノ
エ
シ
ス
自
身
の
う
ち
に
映
さ
れ
た
ノ
エ
シ
ス
の
影
と
し
て
の
叡
知
的
ノ
エ
マ
（
超
越

的
対
象
界
）
を
知
的
直
観
の
対
象
と
し
て
志
向
す
る
の
が
、
知
情
意
の
叡
知
的
自
己
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
主
客
合
一
の
知
的
直
観

に
よ
っ
て
自
覚
す
る
も
の
、
じ
か
に
自
己
自
身
を
見
る
も
の
こ
そ
、
叡
知
的
自
己
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
た

ん
に
ノ
エ
マ
的
超
越
の
み
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
知
的
直
観
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
ノ
エ
シ
ス
的
超
越
を
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
見
る
も
の
を
右
の
ご
と
く
三
段
に
区
別
し
う
る
と
思
う
の
で
あ
る
」（
西
田V, 167

）
と
西
田
は
述
べ
て
い

る
。
こ
こ
で
三
段
に
区
別
さ
れ
た
叡
知
的
自
己
と
は
、
真
の
イ
デ
ア
を
見
る
も
の
、
美
の
イ
デ
ア
を
見
る
も
の
、
善
の
イ
デ
ア
を
見
る
も

の
の
三
者
で
あ
る
が
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
第
一
段
の
知
的
ノ
エ
シ
ス
の
場
合
、「
た
ん
に
知
的
な
る
叡
知
的
自
己
と
は
、
知
的
自
覚
の
ご

と
く
形
式
的
自
己
で
あ
り
、
い
ま
だ
真
に
叡
知
的
自
己
の
内
容
を
見
る
も
の
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
直
に
自
己
自
身
の
内
容
を
見
る
も
の

で
は
な
い
、
真
理
は
イ
デ
ア
の
抽
象
的
な
る
も
の
で
あ
る
」（
西
田V, 167

）
と
さ
れ
る
。
叡
知
的
自
己
の
知
的
次
元
か
ら
深
化
し
、
情
的

ノ
エ
シ
ス
（
芸
術
的
直
観
）
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
真
に
自
己
自
身
の
内
容
を
見
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
感
情
の
次
元
に
お
い
て
は

じ
め
て
、
作
る
こ
と
、
働
く
こ
と
と
し
て
の
ノ
エ
シ
ス
は
自
己
自
身
を
自
覚
し
、
ノ
エ
シ
ス
自
身
に
映
さ
れ
た
ノ
エ
シ
ス
の
影
と
し
て
の

ノ
エ
マ
を
見
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
、
西
田
に
よ
れ
ば
美
の
イ
デ
ア
を
見
る
も
の
と
し
て
の
芸
術
的
直
観
の
自
己
で
あ
る
。「
芸
術
的

直
観
に
お
い
て
は
、
見
る
こ
と
は
作
る
こ
と
で
あ
り
、
作
る
こ
と
は
見
る
こ
と
で
あ
る
」（
西
田V, 167

）。
物
を
映
し
、
物
が
於
い
て
あ

る
場
所
と
し
て
の
自
己
は
、
叡
知
的
一
般
者
の
次
元
に
お
い
て
は
、
自
身
へ
と
む
か
う
自
己
感
情
に
ほ
か
な
ら
ず
、
つ
ま
り
こ
の
と
き
感

情
は
、
自
愛
の
方
向
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。「〔
…
…
〕
芸
術
的
直
観
は
意
識
的
自
己
を
忘
れ
て
、
物
そ
の
も
の
を
直

に
自
己
と
し
て
こ
れ
を
愛
し
、
こ
れ
と
合
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
、
し
か
し
て
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
感
情
の
内
容
と
し
て
現
れ

る
の
で
あ
る
」（
西
田V, 161

）。
こ
の
よ
う
に
西
田
の
場
所
論
に
お
い
て
は
、
自
己
自
身
へ
の
愛
が
そ
の
ま
ま
自
己
否
定
的
に
世
界
へ
の
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愛
に
転
じ
、
感
情
の
作
用
と
し
て
の
自
覚
と
い
う
意
味
を
も
つ
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
自
愛
と
し
て
の
叡
知
的
自
己
の
感
情
面
は
、
行
為
す
る
自
己
の
叡
知
的
意
志
の
立
場
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
美
の

イ
デ
ア
の
対
象
界
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
「
仮
相
的
」（
西
田V, 164

）
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
前
期
西

田
哲
学
に
お
い
て
芸
術
的
直
観
の
「
非
実
在
性
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
知
的
直
観
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
道

徳
的
意
志
と
行
為
の
立
場
に
お
い
て
も
、
イ
デ
ア
的
内
容
す
な
わ
ち
叡
知
的
ノ
エ
マ
が
じ
か
に
実
在
の
内
容
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
芸

術
的
直
観
の
場
合
に
は
、
も
は
や
い
わ
ゆ
る
実
在
界
に
よ
っ
て
直
接
そ
の
顕
現
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
意
味
で
美
は
仮
象
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
実
践
的
意
志
の
立
場
に
い
た
る
と
、
イ
デ
ア
は
た
ん
に
直
観
さ
れ
見
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
自
覚

的
一
般
者
に
於
い
て
あ
る
最
後
の
も
の
と
し
て
、
行
為
的
自
己
の
客
観
的
な
対
象
界
と
な
り
、
そ
の
と
き
善
の
イ
デ
ア
は
、
わ
た
し
た
ち

の
行
為
に
と
っ
て
統
制
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
自
愛
と
し
て
の
感
情
に
お
い
て
は
、
世
界
は
い
ま
だ
仮
象
的
な
も
の
に
と
ど

ま
る
の
で
あ
る
（
西
田V,167f.

）。

　

さ
ら
に
、
自
愛
と
と
も
に
、
も
う
ひ
と
つ
感
情
的
自
我
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
身
体
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
さ
し
あ
た
り
わ
た
し
た
ち
自
身
に
と
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
身
体
と
は
、
外
的
に
見
ら
れ
た
自
己
の
あ
り
方
で
あ
ろ

う
。
西
田
も
い
う
よ
う
に
、
自
覚
的
一
般
者
に
於
い
て
あ
る
も
の
（
意
識
的
自
己
）
と
は
、
叡
知
的
自
己
を
映
す
自
己
の
限
定
面
で
あ
り
、

こ
れ
を
内
か
ら
み
れ
ば
、
情
意
の
対
象
界
で
あ
り
、
こ
れ
を
外
か
ら
み
れ
ば
、
身
体
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
外
か
ら
み
ら
れ
た

身
体
と
は
、
意
志
に
よ
っ
て
自
然
界
か
ら
そ
の
一
部
分
が
切
り
と
ら
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
と
き

重
要
な
の
は
む
し
ろ
、
情
意
の
対
象
と
し
て
内
か
ら
み
ら
れ
た
身
体
、「
内
面
的
身
体
」
で
あ
る
。
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
真
の
身
体
は
内
面
的
質
料
よ
り
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
た
ん
な
る
物
質
よ
り
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
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わ
れ
わ
れ
は
こ
の
内
面
的
身
体
を
と
お
し
て
そ
の
背
後
に
自
己
の
影
を
映
し
て
い
る
叡
知
的
自
己
の
具
体
的
ノ
エ
マ
に
い
た
る
こ
と

が
で
き
る
。
か
く
し
て
見
ら
れ
た
る
叡
知
的
自
己
そ
の
も
の
の
内
容
が
芸
術
的
直
観
の
内
容
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
す
な
わ

ち
美
の
内
容
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。（
西
田V, 285

）

　

こ
の
よ
う
に
西
田
哲
学
に
お
い
て
叡
知
的
自
己
の
感
情
面
に
着
目
す
る
場
合
、
自
愛
と
し
て
の
側
面
と
そ
の
身
体
性
と
が
中
心
的
な
意

味
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
身
体
性
と
自
愛
の
契
機
は
、
否
定
を
介
し
て
同
時
に
肯
定
的
に
、
一
般
者
に
お
い
て
包
容
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
感
情
と
意
志
に
お
け
る
感
覚
内
容
と
欲
求
自
体
に
、
情
意
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
契
機
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
で
身
体
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
感
官
的
感
覚
や
、
あ
る
い
は
自
愛
に
も
と
づ
く
欲
望
と
傾
向
性
が
、
あ
く
ま
で
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
克

服
さ
れ
捨
て
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
的
観
点
と
は
断
絶
が
あ
る
。
超
越
論
哲
学
の
内
部
で
論
じ
ら
れ
る
感

情
、
た
と
え
ば
第
二
批
判
に
お
け
る
尊
敬
感
情
は
、
あ
く
ま
で
実
践
理
性
の
原
理
で
あ
る
道
徳
法
則
へ
の
動
機
づ
け
と
し
て
意
味
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
と
り
わ
け
第
三
批
判
に
お
け
る
美
の
感
情
と
し
て
の
反
省
の
快
も
、
感
覚
さ
れ
る
内
容
（
感
性
的
欲
求
の
身
体
性
）
で

は
な
く
、（
欲
求
を
遮
断
さ
れ
た
）
形
式
性
へ
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
場
合
、
感
情
と
欲

求
能
力
の
内
容
そ
れ
自
体
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
た
ん
な
る
形
式
主
義
を
超
え
て
、
自
己
展
開
す
る
実
在
の
情
意
的
内
容
面
と
し
て
感
情
を
と
ら
え
る
立
場
は
、

す
で
に
初
期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
み
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
あ
る
種
の
媒
介
性
の
観
点
で
あ
る
。
と
く
に

中
期
の
場
所
論
に
お
い
て
感
情
は
、
無
の
場
所
と
い
う
宗
教
的
自
己
の
立
場
に
い
た
る
た
め
の
中
間
段
階
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
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と
は
い
え
感
情
の
媒
介
性
な
い
し
中
間
性
は
、
叡
知
的
一
般
者
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
、
た
ん
に
克
服
さ
れ
捨
て
去
ら
れ
る

べ
き
一
段
階
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
者
が
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
般
者

に
は
、
た
だ
直
観
の
直
接
性
に
よ
っ
て
の
み
一
挙
に
到
達
し
う
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
媒
介
性
は
仮
象
に
す
ぎ
な
い
、
と
解
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
西
田
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
身
体
性
に
根
ざ
し
た
感
情
の
契
機
が
、
具
体
的
媒
介
の
必
然
的
構
成
要
素
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
西
田
の
場
合
、
感
情
が
媒
介
的
で
あ
る
こ
と
は
、
た
ん
に
実
在
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
な
く
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
働
き
と
し
て
そ
れ
が
創
造
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
媒
介
性
と
い
う
点
に
お
い
て
も
西
田
の
場
所
論
は
、
一
見
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
お
け
る
自
然
と
自
由

の
媒
介
を
め
ぐ
る
議
論
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
実
質
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
し

か
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
感
情
の
問
題
は
、
そ
れ
が
反
省
の
快
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
自
然
と
自
由
、
身
体
性
と
叡
智
性
と
の

あ
い
だ
に
、
媒
介
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
の
媒
介
は
、
自
然
の
合
目
的
性
と
し
て
の
美
に
た
い
す
る

主
観
的
感
情
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
自
然
の
基
底
に
想
定
さ
れ
た
合
目
的
的
秩
序
へ
の
主
観
的
呼
応
と

し
て
の
感
情
で
あ
り
、
い
わ
ば
世
界
へ
の
愛
、
存
在
す
る
も
の
の
肯
定
と
し
て
の
感
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
媒
介
性
が
、
カ
ン
ト
の
場

合
に
は
、
美
の
感
情
と
し
て
固
有
の
性
格
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
に
た
い
し
て
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
美
は
静
観
的

な
観
想
に
お
い
て
な
が
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
的
創
造
作
用
の
対
象
界
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
カ
ン
ト
と
は
決

定
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

さ
て
、以
上
、前
期
か
ら
中
期
の
場
所
論
に
い
た
る
西
田
哲
学
に
お
い
て
、感
情
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
き
た
か
を
た
ど
っ
て
み
た
。

西
田
自
身
は
の
ち
に
、
中
期
の
場
所
論
に
お
け
る
思
想
の
動
向
を
一
種
の
直
観
主
義
へ
の
転
換
と
し
て
、
自
己
批
判
的
に
回
顧
し
て
い
る
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（
西
田IV,5

）
け
れ
ど
も
、
叡
知
的
自
己
と
そ
の
対
象
界
と
に
か
ん
し
て
、
基
本
的
に
は
、
前
期
に
お
け
る
知
情
意
の
理
想
的
価
値
体
系

の
延
長
上
に
お
い
て
一
貫
し
た
思
考
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
い
っ
そ
う
精
緻
化
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
仕
方
で
構
築
さ
れ
て

い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
は
、
後
期
思
想
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
お
り
、
と
く
に
歴
史
的
形
成
作
用
を
強
調

し
、
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
芸
術
的
創
造
作
用
を
そ
こ
に
見
る
立
場
は
、
感
情
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
感
情
と
い
う
観
点
だ
け
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
西
田
哲
学
の
内
部
に
お
い
て
は
、
感
情
と
し
て
の

感
情
の
固
有
性
が
な
お
問
わ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
、
認
識
と
感
情
と
欲
求
能
力
、
い
わ
ゆ
る
知
情
意
の
峻
別

の
う
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律
的
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
の
批
判
を
構
想
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
情
意
は
自
覚
の

体
系
の
な
か
で
叡
知
的
一
般
者
の
一
階
梯
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
感
情
や
感
覚
、
つ
ま
り
感
じ
る
こ
と
一
般
の
固
有
性
も
、
ま
た
そ

れ
か
ら
峻
別
さ
れ
た
道
徳
意
志
の
問
題
も
、
そ
の
自
律
性
に
お
い
て
問
わ
れ
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
西
田
哲
学
の
な
か
で
、
主
観
的
感
情
が
特
異
な
輝
き
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
西
田
が
哲
学
の
動
機
と
し
て

語
る
悲
哀
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
）
4
（

。

二　

悲
哀

　

た
と
え
ば
西
田
は
、
論
文
「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
の
意
識
作
用
」
の
最
後
を
つ
ぎ
の
文
章
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
。「
哲
学
は
わ

れ
わ
れ
の
自
己
の
自
己
矛
盾
の
事
実
よ
り
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
哲
学
の
動
機
は
『
驚
き
』
で
は
な
く
し
て
深
い
人
生
の
悲
哀
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（
西
田V

I, 116

）。
た
び
た
び
引
用
さ
れ
る
こ
の
文
章
は
、
西
田
哲
学
に
か
ん
し
て
な
に
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
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こ
で
語
ら
れ
て
い
る
悲
哀
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
以
下
の
諸
点
に
分
節
化
し
て
検
討
を
く
わ
え
た
い
と
思
う
。

　
（
一
）
喪
失
と
し
て
の
悲
哀
、（
二
）
根
本
情
調
と
し
て
の
悲
哀
、（
三
）
自
己
矛
盾
の
自
覚
と
し
て
の
悲
哀

（
一
）
喪
失
と
し
て
の
悲
哀

　

ま
ず
悲
哀
の
感
情
を
、
世
界
の
が
わ
か
ら
、
つ
ま
り
対
象
や
状
況
の
が
わ
か
ら
、
規
定
さ
れ
た
心
の
状
態
と
解
す
る
な
ら
ば
、
悲
哀
と

は
、
な
に
か
を
失
っ
た
こ
と
へ
の
感
情
で
あ
る
。

　

西
田
も
ま
た
、
感
情
一
般
に
か
ん
す
る
議
論
の
な
か
で
、
悲
哀
が
喪
失
の
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
他
の
感
情
よ
り
深
い
こ
と
を
指
摘

す
る
。
自
己
と
は
無
限
に
自
己
自
身
を
限
定
し
自
己
形
成
し
、
発
展
し
て
い
く
動
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
苦
痛
や
悲
哀
は
自
己
自
身
の
発

展
の
妨
害
を
み
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
の
消
滅
を
み
る
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
た
あ
と
で
、
か
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
か
か
る
自
己
自
身
の
消
滅
を
み
る
も
の
は
、
す
で
に
自
己
自
身
の
発
展
を
み
る
も
の
よ
り
大
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
自
己
自

身
の
悲
を
見
る
限
定
面
は
、
自
己
自
身
の
喜
を
見
る
限
定
面
よ
り
広
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
後
者
は
前
者
に
於
い
て
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
」（
西
田V, 294

）。
し
た
が
っ
て
「
喜
ぶ
自
己
よ
り
悲
し
む
自
己
は
大
で
あ
る
」（
西
田V, 310

）
と
。
ご
く
日
常
的
な
思

考
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ス
の
感
情
は
お
お
む
ね
そ
の
場
で
消
費
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
は
、
内
に
傷
を
刻
印
す
る
こ

と
で
、
自
己
反
省
を
せ
ま
り
、
内
へ
の
深
ま
り
を
強
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
西
田
が
問
題
と
す
る
悲
哀
は
、
こ
の
よ
う
な
、
た
ん
な
る
喪
失
の
感
情
と
し
て
の
悲
し
み
一
般
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
西
田
哲
学
に
お
け
る
悲
哀
を
論
じ
た
な
か
で
、
こ
れ
も
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
「『
国
文
学
史
講
話
』
の
序
」
で
ふ
れ

ら
れ
て
い
る
悲
哀
は
、
端
的
に
わ
が
子
や
係
累
の
死
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
り
、
身
近
な
者
の
喪
失
の
感
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
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え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
。

死
に
し
子
顔
よ
か
り
き
、
を
ん
な
子
の
た
め
に
は
親
を
さ
な
く
な
り
ぬ
べ
し
な
ど
、
古
人
も
い
っ
た
よ
う
に
、
親
の
愛
は
ま
こ
と
に

愚
痴
で
あ
る
。〔
…
…
〕
し
か
し
余
は
こ
の
た
び
こ
の
人
間
の
愚
痴
と
い
う
も
の
の
な
か
に
、
人
情
の
味
の
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。

カ
ン
ト
が
い
っ
た
ご
と
く
、
物
に
は
み
な
値
段
が
あ
る
、
ひ
と
り
人
間
は
値
段
以
上
で
あ
る
。〔
…
…
〕
し
か
し
て
こ
の
人
間
の
絶

対
的
価
値
と
い
う
こ
と
が
、
お
の
が
子
を
失
う
よ
う
な
場
合
に
も
っ
と
も
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
西
田I, 417f.

）

つ
ま
り
問
題
な
の
は
、
な
に
か
大
切
な
物
を
失
っ
た
悲
し
さ
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
人
間
性
と
い
う
究
極
的
な
価
値
の
喪
失
に
と
も

な
う
悲
哀
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
あ
き
ら
か
に
カ
ン
ト
の
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
等
で
語
ら
れ
る
、
物
件
と
は
区
別
さ

れ
た
人
格
概
念
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
の
人
格
概
念
と
、
西
田
に
お
け
る
そ
れ
と
の
差
異
を
考
え
れ
ば
、
西
田
が
こ
こ

で
カ
ン
ト
の
名
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
問
い
と
し
て
の
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
全
き
価
値
を
保
持

す
る
も
の
と
し
て
光
り
輝
く
宝
石
（K

ant IV, 394
）
の
よ
う
に
尊
い
と
カ
ン
ト
が
語
っ
た
の
は
、
道
徳
法
則
に
規
定
さ
れ
た
理
性
的
存

在
者
の
善
な
る
意
志
で
あ
り
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
人
格
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
身
体
で
も
生
命
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
最
終

的
な
価
値
は
、
あ
く
ま
で
実
践
理
性
の
原
理
と
し
て
の
道
徳
法
則
に
あ
る
以
上
、
し
た
が
っ
て
ま
た
感
情
や
傾
向
性
は
、
普
遍
的
で
あ
る

べ
き
道
徳
法
則
に
と
っ
て
通
常
阻
害
要
因
で
し
か
な
い
以
上
、
た
と
え
ば
、
わ
が
子
を
特
別
扱
い
す
る
態
度
を
と
る
な
ら
、
そ
れ
は
エ
ゴ

イ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
非
道
徳
的
態
度
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
西
田
が
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
、
十
全
な

意
味
に
お
い
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
、
疑
念
が
の
こ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
）
5
（

。

　

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
西
田
が
焦
点
化
し
て
い
る
悲
哀
は
む
し
ろ
、
取
り
換
え
の
き
か
な
い
人
間
の
死
に
直
面
し
た
感
情
で
あ
り
、
人
間
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の
有
限
性
の
自
覚
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
が
子
を
は
じ
め
、
だ
れ
か
身
近
な
存
在
が
自
己
の
身
体
の
延
長
で
あ
る
か
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
偶
然
的
で
あ
っ
て
、
理
性
の
普
遍
主
義
的
観
点
で
は
な
く
、
た
だ
感
情
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
。

こ
の
と
き
世
界
は
、
感
情
に
と
っ
て
、
西
田
の
言
葉
で
い
え
ば
「
個
性
化
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
自
の
存
在
の
基
底
を
照

ら
す
感
情
、
そ
れ
を
根
本
情
調
（G

rundstim
m

ung

）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
悲
哀
は
そ
の
よ
う
な
感
情
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
根
本
情
調

と
は
つ
ま
り
、
自
己
の
存
在
に
目
を
む
け
さ
せ
、
日
常
性
の
遮
断
を
み
ち
び
く
感
情
で
あ
る
。

（
二
）
根
本
情
調
と
し
て
の
悲
哀

　

叡
知
的
一
般
者
お
よ
び
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
論
じ
る
文
脈
の
な
か
で
西
田
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
死
と
悲
哀
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
叡
知
的
自
己
の
影
像
と
し
て
自
己
自
身
を
見
て
い
く
と
こ
ろ
に
、自
己
の
生
命
を
有
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
死
に
お
い
て
自
己
自
身
の
目
的
を
有
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
死
す
る
た
め
に
生
き
る
の
で
あ

る
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
底
に
は
死
が
あ
り
、
悲
哀
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
叡
知
的
自
己
が
身
体
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す

る
と
い
う
こ
と
は
、自
己
自
身
を
見
る
べ
き
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、生
き
る
こ
と
は
死
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
西
田V, 

291

）

こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
一
方
に
お
い
て
叡
知
的
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
最
終
的
な
到
達
点
（
目
的
）
を
さ
だ
め
ら
れ
た
死
す
べ
き
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存
在
で
あ
り
、
有
限
性
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、「
叡
知
的
自
己
が
身
体
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
悲
哀
は
有
限
性
の
感
情
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
引
用
文
で
は
、
自
己
の
身
体
的
・
感

性
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
つ
づ
け
て
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

し
か
し
逆
に
叡
知
的
自
己
そ
の
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
叡
知
的
ノ
エ
マ
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
自
己
自
身
を
見
る
こ
と

で
あ
り
、
身
体
的
に
死
す
る
こ
と
は
、
真
に
自
己
自
身
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
自
己
の
身
体
を
越
ゆ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
真
の
自
己
を
見
る
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
の
個
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
で
も
悲

哀
を
と
お
し
て
、
自
己
自
身
を
見
る
も
の
に
い
た
る
の
で
あ
る
。（
西
田V, 291f.

）

　

こ
こ
で
は
、
叡
知
的
に
自
己
自
身
を
み
つ
め
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
の
働
き
（
ノ
エ
シ
ス
）
が
、
無
限
に
か
か
わ
る
存
在
と
し
て
自
己
を

規
定
し
つ
つ
、
死
す
べ
き
身
体
性
、
有
限
性
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
叡
知
的
自
己
の
永
遠
性
の
観
点
か
ら
、

反
転
的
に
、
死
す
べ
き
自
己
が
な
が
め
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
超
越
的
な
視
点
の
獲
得
が
、
つ
ま
り
哲
学
的
な
自
己
省
察
の
徹
底
化
が
、「
悲

哀
を
と
お
し
て
」
う
な
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
引
用
の
前
半
か
ら
後
半
へ
と
い
た
る
こ
と
が
、
悲
哀
が
哲
学
の
動
機
を
な
す
こ
と
の
意
味
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
感
情
や
情
態
性
一
般
か
ら
悲
哀
を
際
だ
た
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
感
情
と
し
て
の
感
情
の
も
っ
と
も
基
底
的
な
性
格
が
み
い

だ
さ
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
悲
哀
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
根
本
情
調
と
し
て
の
性
格
を
お
び
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

悲
哀
や
驚
き
、
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
あ
げ
る
例
で
い
え
ば
不
安
や
退
屈
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
を
彩
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
の
様

相
と
は
区
別
さ
れ
る
、
あ
る
根
本
的
な
性
格
を
お
び
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
た
ん
な
る
事
実
の
問
い
を
超
え
て
、
意
味
の
問
い
で
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あ
る
哲
学
の
探
求
に
い
た
る
導
き
と
は
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
悲
哀
が
哲
学
に
と
っ
て
の
根
本
情
調
で
あ
る
と
は
、
身
近
な
死

を
契
機
と
す
る
悲
嘆
と
苦
痛
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
、
世
界
の
内
に
あ
る
自
己
と
物
と
が
存
在
す
る
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
事
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
ら

た
め
て
直
面
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
根
本
情
調
は
、
存
在
す
る
も
の
へ
の
日
常
的
な
か
か
わ
り
か
ら
、

そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
へ
と
ま
な
ざ
し
を
転
じ
さ
せ
る
一
種
の
態
度
変
更
を
意
味
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
根
本
情
調

と
し
て
の
不
安
と
は
、
日
常
的
な
自
己
理
解
の
変
様
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
や
他
者
に
か
か
わ
り
つ
つ
生

活
し
、
そ
の
よ
う
な
事
物
や
他
者
の
が
わ
に
自
己
の
存
在
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
通
常
の
自
己
理
解
が
動
揺
せ
し
め
ら
れ
、
世
界
が
無
意
味
な

も
の
と
し
て
た
ち
現
れ
る
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。
西
田
の
い
う
悲
哀
も
ま
た
同
様
に
、
そ
れ
が
死
を
契
機
と
し
て
「
真
に
自
己
自
身
に
生

き
る
」
こ
と
に
否
応
な
く
み
ち
び
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
哲
学
的
態
度
へ
と
動
機
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）
6
（

。

　

だ
が
、
悲
哀
と
い
う
感
情

0

0

が
、
哲
学
の
端
緒
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
哲
学
が
そ
の
起
点
に
お
い

て
、
意
志
的
・
能
動
的
な
動
因
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
受
動
的
・
偶
然
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
わ
た
し
た
ち
は
、
否
応
な
く
こ
の
世
界
に
投
げ
こ
ま
れ
、
た
ま
た
ま
遭
遇
す
る
出
来
事
に
左
右
さ
れ
て
生
を
つ
な
い
で
い
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
情
態
的
な
自
己
開
示
と
い
い
、
西
田
が
情
意
的
自
覚
と
呼
ぶ
も
の
も
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
た
ち
の
生
の
基
礎
的
条
件
を
照
ら

し
だ
す
根
本
情
調
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
く
わ
え
て
重
要
な
こ
と
は
、
基
底
的
な
感
情
に
お
け
る
自
己
開
示
が
、
偶
然
性
と
有
限
性
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
、
い
ま
こ
こ
に
お
い
て
単
独
化
し
た
自
己
を
映
す
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
の
現
在
は
、

そ
の
情
的
側
面
に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
遮
断
さ
れ
た
非
連
続
的
様
相
を
し
め
す
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
死
と

性
愛
を
契
機
と
す
る
悲
哀
の
場
面
に
お
い
て
痛
切
に
感
じ
ら
れ
、
嘆
息
と
と
も
に
く
り
か
え
し
「
な
げ
か
れ
て
」
き
た
事
柄
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
諸
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
根
本
情
調
に
か
ん
し
て
そ
の
基
本
的
特
性
を
あ
げ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
）
7
（

。
す
な
わ
ち
根
本
情
調
は
、

一
）
否
応
な
い
仕
方
で
わ
た
し
た
ち
に
ふ
り
か
か
り
（
偶
然
性
・
受
動
性
）、

二
）
日
常
性
を
遮
断
し
て
、
哲
学
的
な
ま
な
ざ
し
へ
の
態
度
変
更
を
も
た
ら
し
（
否
定
性
と
エ
ポ
ケ
ー
）、

三
）「
い
ま
こ
こ
」
の
現
在
性
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
を
単
独
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
8
（

。

（
三
）
自
己
矛
盾
の
自
覚
と
し
て
の
悲
哀

　

と
こ
ろ
で
、
否
応
な
く
ふ
り
か
か
っ
た
わ
が
子
の
死
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
「『
国
文
学
史
講
話
』
の
序
」
の
な
か
で
西
田
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い
か
な
る
ひ
と
も
わ
が
子
の
死
と
い
う
ご
と
き
こ
と
に
た
い
し
て
は
、
種
々
の
迷
い
を
お
こ
さ
ぬ
も
の
は
な
か
ろ
う
。〔
…
…
〕
し

か
し
な
に
ご
と
も
運
命
と
諦
め
る
ほ
か
は
な
い
。
運
命
は
外
か
ら
働
く
ば
か
り
で
な
く
内
か
ら
も
働
く
。〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
は
か

か
る
場
合
に
お
い
て
、
深
く
お
の
れ
の
無
力
な
る
を
知
り
、
お
の
れ
を
捨
て
て
絶
大
の
力
に
帰
依
す
る
と
き
、
後
悔
の
念
は
転
じ
て

懺
悔
の
念
と
な
り
、
心
は
重
荷
を
お
ろ
し
た
ご
と
く
、
み
ず
か
ら
救
い
、
ま
た
死
者
に
詫
び
る
こ
と
が
で
き
る
。（
西
田I, 420

）

運
命
と
は
、
偶
然
ふ
り
か
か
っ
た
出
来
事
を
無
理
に
理
由
づ
け
る
こ
と
で
必
然
性
に
転
換
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
内
な
る

運
命
と
は
、
外
的
・
偶
然
的
遭
遇
を
内
的
必
然
に
転
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
に
即
し
て
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考
え
れ
ば
、
偶
然
遭
遇
し
た
不
可
解
な
出
来
事
を
、
叡
知
的
一
般
者
の
場
所
に
映
し
て
、
行
為
的
自
己
の
対
象
と
な
そ
う
と
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
い
か
え
れ
ば
、
ど
ん
な
不
条
理
で
あ
れ
、
そ
れ
を
受
容
し
て
肯
定
し
、
真
善
美
の
価
値
的
世
界
に
映
さ
れ
た
自
己
に

転
じ
つ
つ
、
そ
の
自
己
を
将
来
に
む
け
て
現
実
化
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
意
味
で
善
く
生
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
わ
た
し

た
ち
は
こ
こ
で
、
叡
知
的
世
界
に
お
い
て
解
決
し
え
な
い
矛
盾
と
し
て
の
不
可
知
の
暗
が
り
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
わ
た
し
た
ち
は
、
死
す
べ
き
存
在
の
有
限
性
が
闇
と
し
て
ひ
そ
む
こ
と
の
絶
対
的
矛
盾
を
自
己
が
か
か
え
た
存
在

で
あ
る
こ
と
を
否
応
な
く
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
動
的
に
深
ま
り
ゆ
く
一
般
者
の
最
後
の
段
階
に
い
た
っ
て
、
真

善
美
の
叡
知
的
世
界
に
尽
き
な
い
次
元
が
出
来
す
る
。
た
と
え
ば
わ
が
子
の
死
に
直
面
す
る
と
き
、
叡
知
的
世
界
は
、
そ
の
根
底
に
お
い

て
ク
リ
ア
に
見
と
お
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
反
価
値
」
的
な
暗
が
り
を
秘
め
て
た
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
）
9
（

。
そ
し
て
西
田
に
よ
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
反
価
値
を
自
己
自
身
の
矛
盾
と
し
て
対
置
し
、
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に
、
自
覚
に
お
い
て
映
し
だ
す
の
が
宗
教
的
意
識
で
あ
り
、

そ
の
と
き
直
面
せ
ら
れ
た
一
般
者
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
よ
ば
れ
る
の
で
あ
る
（
西
田V, 177

）。

　

こ
の
場
所
は
、あ
え
て
概
念
的
に
規
定
す
れ
ば
、闇
に
直
面
し
た
自
己
の
あ
り
よ
う
と
し
て「
迷
え
る
も
の
」と
で
も
い
う
ほ
か
な
い
。「
迷

え
る
も
の
」
は
、
宗
教
的
意
識
に
よ
っ
て
知
的
直
観
の
超
越
的
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
概
念
的
に
限
定
し
え
ら

れ
る
か
ぎ
り
、
も
っ
と
も
深
い
意
味
に
お
い
て
の
実
在
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
迷
え
る
も
の
こ
そ
天
使
に
も
ま
し
て
も
っ
と
も
神
に
近

い
も
の
で
あ
る
（
西
田V, 178

）
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
宗
教
的
意
識
に
お
い
て
一
般
者
全
体
の
最
終
的
な
場
所
（
形
な
き
も
の
と
し
て
の
「
実
在
」）
に
到
達
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
死
と
い
う
反
価
値
に
直
面
し
、
叡
知
的
世
界
の
根
底
に
あ
る
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
自
照
す
る
に
い
た
る
た

め
に
は
、
悲
哀
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
10
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
わ
た
し
た
ち
が
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
意
識
を
語
る
西
田
自
身
が
ど
こ
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か
ら
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
西
田
が
あ
く
ま
で「
哲
学
の
立
場
か
ら
宗
教
を
み
る
」（
西
田V, 183

）と
い
う
以
上
、

「
絶
対
無
の
意
識
の
立
場
」と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、す
で
に
宗
教
を
哲
学
的
概
念
に
置
き
う
つ
し
て
理
解
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
哲
学
の
立
場
は
〔
…
…
〕
宗
教
的
自
己
が
自
己
自
身
の
う
ち
へ
の
反
省
の
立
場
で
あ
る
、
絶
対
的
自
己
が
対
象
界
を
構
成
す
る
立
場
で

は
な
く
し
て
、
自
己
自
身
の
う
ち
へ
反
省
す
る
立
場
で
あ
る
、
絶
対
的
自
己
自
身
の
自
己
反
省
の
立
場
で
あ
る
」（
西
田V, 183

）。
こ
こ

で
い
う
「
絶
対
的
自
己
が
対
象
界
を
構
成
す
る
立
場
」
と
は
、
行
為
的
・
実
践
的
自
己
が
、
絶
対
的
な
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
宗
教
的

に
世
界
を
構
築
し
、
世
界
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
自
己
の
手
前
に
お
い
て
、
反
省
的
立
場
に
と
ど
ま
る

べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
西
田
哲
学
の
立
場
は
、
か
れ
自
身
が
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
カ

ン
ト
的
な
批
判
哲
学
の
徹
底
化
（
西
田
の
言
い
方
で
は
「
徹
底
的
批
評
主
義
」）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
）
11
（

。
だ
が
、
こ
の
と

き
哲
学
的
自
覚
と
し
て
の
自
己
反
省
の
立
場
は
、
悲
哀
と
い
う
感
情
に
お
い
て
宗
教
的
意
識
を
超
出
し
つ
つ
、
そ
れ
を
内
に
つ
つ
む
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

悲
哀
を
つ
う
じ
て
自
己
の
根
底
に
深
き
自
己
矛
盾
を
意
識
し
た
と
き
、
絶
対
的
な
他
に
し
て
絶
対
的
に
拒
む
も
の
に
直
面
し
た
事
実
と

し
て
わ
た
し
た
ち
は
宗
教
的
意
識
に
い
た
る
。
西
田
は
こ
の
経
緯
を
さ
し
て
、
宗
教
を
「
心
霊
上
の
事
実
」（
西
田X

I, 371

）
と
よ
ぶ
が
、

こ
の
表
現
は
お
そ
ら
く
、
カ
ン
ト
が
道
徳
法
則
に
か
ん
し
て
も
ち
い
た
「
理
性
の
事
実
」
と
類
比
的
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
ま
た
、
自
己
の
根
底
に
あ
る
「
ど
こ
ま
で
も
意
識
的
自
己
を
こ
え
た
も
の
」
と
し
て
わ
た
し
た
ち
の
自
己

の
「
自
覚
の
事
実
」
と
も
呼
ば
れ
る
（
西
田X

I, 418

）。
こ
の
意
味
で
の
宗
教
心
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
命
の
根
本
事
実
と
し
て
、
学

や
道
徳
の
基
礎
に
あ
る
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
ひ
と
の
心
に
ひ
そ
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
西
田X

I, 418

）
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
悲
哀
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
哲
学
と
は
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
な
も
の
へ
の
自
己
矛
盾
的
関
係
と
し
て
の
宗
教
的

事
実
に
裏
づ
け
ら
れ
た
学
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
理
性
の
事
実
」
と
類
比
的
な
意
味
に
お
い
て
「
宗
教
的
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事
実
」
を
根
拠
に
、
あ
く
ま
で
理
性
の
立
場
に
と
ど
ま
る
べ
き
哲
学
を
構
築
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
は
似

て
非
な
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

　

哲
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
論
で
こ
れ
以
上
ふ
み
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
本
論
の
立
場
は
、
夏
目
漱
石
の
小

説
『
門
』
の
主
人
公
の
よ
う
に
、
寺
の
門
の
手
前
で
た
た
ず
む
も
の
に
す
ぎ
な
い
。『
門
』
の
主
人
公
は
、
修
行
僧
の
場
所
で
あ
る
寺
の

な
か
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
な
に
も
知
ら
ぬ
ま
ま
門
の
ま
え
を
通
り
す
ぎ
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
。
た
だ
迷
え
る

者
と
し
て
門
の
ま
え
に
た
た
ず
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　

哲
学
が
門
の
な
か
に
ふ
み
い
っ
て
、
端
的
な
事
実
と
し
て
宗
教
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
か
か
ず

ら
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
問
い
へ
の
端
緒
が
、
悲
哀
と
い
う
感
情
と
し
て
、
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
根
本
情
調
と
し
て
、
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
く
り
か
え
せ
ば
、
世
界
へ
と
か
か
わ
る
感
情
の
固
有
性
を
問
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
議
論
の

中
心
な
の
で
あ
り
、
悲
哀
は
そ
の
問
い
の
途
上
で
出
会
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
最
後
に
、
悲
哀
の
意
識
を
世
界
へ
と
転
じ

て
、
も
の
の
あ
は
れ
と
よ
ば
れ
る
感
情
に
目
を
む
け
る
こ
と
に
す
る
。

三　

も
の
の
あ
は
れ
―
―
む
す
び
に
か
え
て

　

本
居
宣
長
は
、
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
も
の
に
ふ
れ
て
「
感
じ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

〔
…
…
〕「
物
に
感
ず
る
」
が
す
な
わ
ち
物
の
あ
は
れ
を
知
る
な
り
。〔
…
…
〕「
感
」
の
字
は
字
書
に
も
、「
動
う
ご
く

也な
り

」
と
注
し
、「
感
傷
」「
感

慨
」
な
ど
と
も
い
ひ
て
、
す
べ
て
何
ご
と
に
て
も
、
事
に
ふ
れ
て
心
の
動
く
こ
と
な
り
。（
本
居1983, 283f.

）
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つ
ま
り
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
感
情
と
は
文
字
ど
お
り
、
情こ
こ
ろの

動
き
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。「
事
わ
ざ
し
げ
き
物
な
れ
ば
、
そ
の
事

に
ふ
る
る
ご
と
に
、
情
は
動
き
て
静
か
な
ら
ず
。
動
く
と
は
、
あ
る
時
は
う
れ
し
く
あ
る
時
は
悲
し
く
、〔
…
…
〕
さ
ま
ざ
ま
に
思
ふ
こ

と
の
あ
る
、
こ
れ
す
な
わ
ち
物
の
あ
は
れ
を
知
る
ゆ
ゑ
に
動
く
な
り
」（
本
居 1983, 282

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
の

の
あ
は
れ
を
知
る
と
は
、
た
え
ず
う
つ
ろ
い
ゆ
き
、
さ
ま
ざ
ま
に
様
相
を
変
え
る
心
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
映
し
だ
す
働
き
で
あ
る
。

　

だ
が
、
感
情
一
般
、
心
の
動
き
一
般
が
、
総
じ
て
あ
は
れ
を
知
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
言
語
化
し
、
詩
や
物
語
に
も

た
ら
す
こ
と
で
、も
の
の
あ
は
れ
に
差
異
化
が
生
じ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。本
居
宣
長
が
語
る
よ
う
に
、あ
は
れ
に
も
、「
総
じ
て
い
ふ
」

こ
と
と
「
別
し
て
い
ふ
」
こ
と
と
の
区
別
が
お
の
ず
と
生
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
総
じ
て
い
え
ば
、
う
れ
し
き
こ
と
も
、
を
か
し
き
こ

と
も
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
別
し
て
い
え
ば
そ
れ
ら
の
感
情
は
浅
き
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
格
別
に
感
じ
る
こ
と
の
深

い
の
は
、
悲
し
き
こ
と
、
恋
し
き
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
一
般
的
に
、
あ
る
際
だ
っ
た
意
味
あ
い
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
悲

哀
と
恋
と
が
「
あ
は
れ
」
と
い
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
（
本
居 1983, 298

）。

　

こ
う
し
た
感
情
に
お
け
る
「
浅
き
」
と
「
深
き
」
と
の
差
異
は
、
い
わ
ば
行
為
へ
の
反
省
的
意
識
の
度
合
い
に
対
応
し
て
い
る
と
解
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
小
林
秀
雄
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

何
事
も
、
思
う
に
ま
か
す
筋
に
あ
る
と
き
、
心
は
、
外
に
向
か
っ
て
広
い
意
味
で
の
行
為
を
追
う
が
、
内
に
顧
み
て
心
を
得
よ
う
と

は
し
な
い
。
意
識
は
「
す
べ
て
心
に
か
な
は
ぬ
筋
」
に
現
れ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。
心
が
行
為
の
う
ち
に
解
消
し
が
た
い
と
き
、
心

は
心
を
見
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
。（
小
林
秀
雄 1992, 156

）



八
三

美
、
悲
哀
、
も
の
の
あ
は
れ
―
―
西
田
哲
学
と
感
情
　〔
小
林
〕

日
常
的
な
行
為
と
心
の
動
き
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
と
き
、
反
省
的
な
意
識
が
生
じ
、
感
情
の
深
ま
り
が
生
起
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
心
の
動
き
の
深
ま
り
の
背
後
に
根
本
情
調
の
働
き
を
み
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
た
だ
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
み
、
も
の
の
あ
は
れ
の
基
本
性
格
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の

で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
結
論
を
み
ち
び
く
ま
え
に
、
こ
の
根
本
情
調
と
し
て
の
、
勝
義
に
お
け
る
も
の
の
あ
は
れ
の
概
念
に
か
ん
し
て
、
さ
ら
に

分
析
を
く
わ
え
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
以
下
の
ふ
た
と
お
り
の
転
回
を
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
「
美
か
ら
も
の
の
あ
は
れ

へ
」
の
転
回
と
、「
悲
哀
か
ら
も
の
の
あ
は
れ
へ
」
の
転
回
で
あ
る
。

美
か
ら
も
の
の
あ
は
れ
へ

　

こ
れ
は
、
形
か
ら
形
な
き
も
の
へ
の
転
回
を
意
味
し
て
い
る
。

　

カ
ン
ト
は
反
省
的
判
断
の
働
き
に
焦
点
を
あ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
領
域
に
か
か
わ
る
感
情
を
き
わ
だ
た
せ
る
こ
と
で
、
美
に
お
け
る
感

情
の
固
有
性
を
問
題
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
か
れ
は
、
認
識
能
力
お
よ
び
欲
求
能
力
か
ら
原
則
的
に
区
別
さ
れ
た
感
情

に
原
理
（
自
然
の
合
目
的
性
）
を
あ
た
え
る
ア
プ
リ
オ
リ
で
純
粋
な
能
力
と
し
て
、
美
し
い
も
の
へ
の
感
性
的
判
断
力
を
抽
出
し
、
そ
の

働
き
の
演
繹
と
弁
証
論
を
試
み
る
こ
と
で
判
断
力
の
批
判
を
遂
行
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
さ
い
美
し
い
も
の
へ
の
快
を
可
能
に
し
て
い
る

の
は
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
フ
ォ
ル
ム
に
か
か
わ
る
、
認
識
諸
力
の
合
目
的
的
で
調
和
的
な
「
最
適
の
」
関
係
性
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
（cf. K

ant V, 238f.

）。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
歩
み
は
、
叡
智
界
に
お
け
る
美
の
イ
デ
ア
へ
と
む
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
の
な
か
で
、
形
あ
る
も
の
（
フ
ォ
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ル
ム
）
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
美
の
場
合
、
関
心
の
否
定
は
、
け
っ
き
ょ
く
は
超
感
性
的
な
も
の

へ
の
知
性
的
関
心
へ
と
み
ち
び
か
れ
、
わ
た
し
た
ち
の
感
情
の
固
有
性
は
抹
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、西
田
は
、あ
く
ま
で
形
な
き
も
の
に
直
面
し
、そ
れ
に
た
い
す
る
深
い
自
己
矛
盾
の
経
験
か
ら
悲
哀
と
い
う
感
情
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
そ
し
て
悲
哀
の
う
ち
に
、
叡
智
界
の
根
底
に
あ
る
、
形
な
き
も
の
の
場
所
へ
と
ま
な
ざ
し
を
む
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
形
な

き
も
の
の
形
を
見
、
そ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
こ
の
世
界
へ
と
目
を
転
じ
る
と
き
、
根
底
に
あ
る
形
な
き
も
の
の
場
所
に
映
さ
れ
た
像
へ
の
関

係
が
、
も
の
の
あ
は
れ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
形
、
フ
ォ
ル
ム
は
、
た
え
ず
否
定
の
ま
な
ざ

し
に
さ
ら
さ
れ
る
と
同
時
に
、
悲
哀
に
お
い
て
映
し
だ
さ
れ
た
形
な
き
も
の
の
影
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
の
の
あ
は
れ
は
、
感
じ
る
こ
と
一
般
に
か
ん
し
て
言
わ
れ
、
情こ
こ
ろの

感う
ご

き
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
深
ま
り
ゆ
く
と
き
、
い
ま
こ

こ
の
現
在
に
お
い
て
、
自
己
の
底
に
自
己
自
身
の
無
根
拠
性
を
感
受
す
る
感
情
の
次
元
が
ひ
ら
か
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
「
深
ま
り
」
に
お

い
て
、
根
本
情
調
と
し
て
の
悲
哀
に
通
底
す
る
感
情
の
、
あ
る
卓
抜
な
働
き
に
わ
た
し
た
ち
は
ふ
れ
る
。
悲
哀
の
深
ま
り
は
、
同
時
に
心

を
い
っ
そ
う
実
在
へ
と
近
づ
け
る
点
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
の
の
あ
は
れ
は
、
悲
哀
の
現
象
的
現
わ
れ
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
も
の
の
あ
は
れ
は
、
否
定
に
裏
打
ち
さ
れ
た
感
情
の
固
有
性
の
肯
定
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

悲
哀
か
ら
も
の
の
あ
は
れ
へ

　

だ
が
他
方
で
わ
た
し
た
ち
は
、
悲
哀
と
も
の
の
あ
は
れ
を
分
か
つ
も
の
、
両
者
の
差
異
に
も
目
を
む
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
も

の
の
あ
は
れ
に
お
い
て
は
、
自
己
の
根
底
に
ふ
れ
、
深
ま
り
ゆ
く
方
向
性
が
転
じ
ら
れ
て
、
世
界
へ
と
む
か
い
、
世
界
に
ふ
れ
る
に
い
た

る
こ
と
、
つ
ま
り
は
自
己
か
ら
世
界
へ
の
転
回
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
も
の
の
あ
は
れ
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
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の
は
、
世
界
の
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
色
ど
り
を
も
っ
て
存
在
す
る
事
物
へ
の
ま
な
ざ
し
の
転
回
で
あ
る
。
自
己
へ
の
深
ま
り
が
転
じ
ら
れ
、

自
己
か
ら
世
界
へ
と
解
き
放
た
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
世
界
に
ふ
れ
る
こ
と
か
ら
、
世
界
に
ふ
れ
ら
れ
る
経
験
へ
の
転
回
、
つ
ま
り
受
動
性
の
経
験
の
転
回
で
も
あ
る
。
世
界
の
多

様
な
あ
り
よ
う
に
、
そ
の
細
部
の
微
妙
さ
に
お
い
て
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
心
の
動
き
の
あ
り
よ
う
が
、
わ
が
意
の

ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
本
居
宣
長
は
『
紫
文
要
領
』
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

感
ず
る
心
は
、
自
然
と
、
し
の
び
ぬ
と
こ
ろ
よ
り
い
づ
る
物
な
れ
ば
、
わ
が
心
な
が
ら
、
わ
が
心
に
ま
か
せ
ぬ
物
に
て
、
悪
し
く
邪

な
る
事
に
て
も
、
感
ず
る
事
あ
る
也
、
是
は
悪
し
き
事
な
れ
ば
、
感
ず
ま
じ
と
思
ひ
て
も
、
自
然
と
し
の
び
ぬ
所
よ
り
感
ず
る
也
。

　

自
己
の
う
ち
へ
と
深
ま
り
ゆ
く
動
き
を
遮
断
し
て
、
世
界
に
お
い
て
有
る
も
の
に
ふ
れ
、
そ
の
多
様
な
色
ど
り
に
わ
が
身
を
さ
ら
す
こ

と
、
世
界
の
が
わ
か
ら
触
発
さ
れ
る
こ
と
、
い
わ
ば
「
こ
と
」
か
ら
「
も
の
」
へ
と
転
ぜ
ら
れ
る
働
き
が
、
も
の
の
あ
は
れ
に
お
い
て
生

起
し
て
い
る
）
12
（

。

　

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
美
と
も
の
の
あ
は
れ
と
に
共
通
の
性
格
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
美
の
感
情
と
は
、（
カ
ン
ト
的
に
い
え

ば
自
然
な
い
し
感
性
界
と
し
て
の
）
世
界
へ
と
む
け
ら
れ
た
賞
賛
の
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
世
界
に
あ
る
も
の
と
の
、
あ
る
際
だ
っ
た
関
係

性
で
あ
り
、
世
界
に
あ
る
も
の
の
肯
定
、
世
界
へ
の
愛
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
の
の
あ
は
れ
に
か
ん
し
て
も
、
カ
ン
ト
と
は

別
の
意
味
に
お
い
て
、
世
界
へ
の
関
係
の
新
た
な
次
元
が
、
形
な
き
も
の
の
形
、
声
な
き
も
の
の
声
に
ふ
れ
る
こ
と
と
し
て
示
唆
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
二
十
号

八
六

文
献

西
田
幾
多
郎『
西
田
幾
多
郎
全
集
』東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年̶

（
引
用
や
参
照
は
、こ
の
旧
版
の
全
集
に
し
た
が
い
、巻
数
を
ロ
ー

マ
数
字
で
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
し
め
し
た
。
な
お
、

引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
お
お
む
ね
燈
影
舎『
西
田
哲
学
選
集
』

の
表
記
方
針
に
し
た
が
い
、
旧
字
旧
か
な
を
、
現
代
の
漢
字
か
な

表
記
に
改
め
た
）。

大
峯
顯「
悲
哀
と
意
識
」『
西
田
哲
学
へ
の
問
い
』（
上
田
閑
照
編
）、東
京：

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年

門
脇
卓
爾「
西
田
哲
学
と
カ
ン
ト
」『
西
田
哲
学
へ
の
問
い
』（
上
田
閑
照

編
）、 

東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年

小
林
信
之「
棺
一
基
四
顧
茫
々
と: 

情
態
性
／
エ
ポ
ケ
ー
／
詩
」、 

電
子

ジ
ャ
ー
ナ
ルH

eidegger-Forum
 vol.8. 1

（http://heideggerf
orum

.m
ain.jp/ej8data/kobayashi.pdf

）　

二
〇
一
四
年

―
―
― "N

ishida's Philosophy and A
rt." In Tetsugaku C

om
-

panion to N
ishida K

itaro, edited by M
atsum

aru H
isao, 

A
risaka Yoko, Lucy C

hristine Schultz. Springer. 183-
194. 2022.

小
林
秀
雄『
本
居
宣
長 

上
巻
』、
東
京
：
新
潮
社
、
一
九
九
二
年

嶺
秀
樹『
絶
対
無
の
思
索
へ : 

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
の
西
田
・
田
辺
哲

学
』、 

東
京
：
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
三
年

古
荘
真
敬「
も
の
の
あ
は
れ
と
自
己
触
発
」、『
日
本
語
の
哲
学
』
哲

学
雑
誌 

第
一
二
三
巻
／
第
七
九
五
号
、
一
〇
八
―
一
二
四
頁
、

二
〇
〇
八
年

本
居
宣
長
、
日
野
龍
夫『
本
居
宣
長
集 / 

日
野
龍
夫 ﹇
校
注
﹈』、
東
京
：

新
潮
社
、
一
九
八
三
年.

K
ant, Im

m
anuel. 1900ff. K

ants gesam
m

elte Schriften. 
K

öniglich-Preußische A
kadem

ie der W
issenschaften 

(H
rsg.), B

erlin/ N
ew

 York: W
alter de G

ruyer.

注（
1
） 

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
否
定
性
が
、
最
終
的
に
は
超
感
性
的
な

も
の
の
開
示
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
判
断
力
批
判
』

に
お
い
て
徐
々
に
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
と
き
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
賭
け

ら
れ
た
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
超
感
性
的
な
も
の
へ
の
通
路
を

確
保
す
る
た
め
に
遮
断
す
る
力
を
、
美
の
感
情
の
う
ち
に
み
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
2
） 
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
意
味（
判
断
内
容
）と
事
実（
判
断
作
用
）
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の
両
者
は
切
断
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
西
田
が
く
り
か
え
し
主
張
す

る
の
は
、
意
味
即
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
場
合
、

両
者
が
ア
ナ
ロ
ギ
ー
の
議
論
に
お
い
て
結
合
せ
し
め
ら
れ
る
点
に
、
む

し
ろ
西
田
と
の
共
通
性
を
み
て
と
る
解
釈
も
あ
る
。
門
脇
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
無
限
者
と
自
覚
作
用

と
は
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
む
す
ば
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る（
門
脇
、1990

）。

（
3
） 「
歴
史
的
形
成
作
用
と
し
て
の
芸
術
的
創
作
」
を
は
じ
め
と
す
る

後
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
芸
術
と
情
意
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
小
林

信
之（2022

）を
参
照
。

（
4
） 

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
感
情
的
自
己
の
体
系
的
位
置
づ
け

と
、
以
下
に
考
察
す
る
悲
哀
の
感
情
の
卓
抜
な
意
義
と
が「
一
種
の
不

整
合
」
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
し
て
、
大
峯
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
意
志
的
自
己
の
か
か
え
る
矛
盾
は

生
命
の
矛
盾
で
あ
り
、「
感
じ
ら
れ
る
」
ほ
か
な
い
矛
盾
で
あ
る
。
そ

し
て「
矛
盾
を
感
じ
る
情
的
自
己
が
、
意
志
の
超
越
を
い
わ
ば
内
か
ら

押
す
と
こ
ろ
の
推
進
力
」
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
意
志
の
自
己
超
越
は

可
能
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ『
知
識
学
』
に
お
け
る

構
想
力
に
も
類
似
し
た
働
き
、
つ
ま
り
限
定
さ
れ
ざ
る
も
の
を
実
践
的

意
志
に
さ
き
だ
っ
て
先
取
す
る
働
き
が
、
感
情
に
は
そ
な
わ
っ
て
い
る

（
大
峯
、1990, 134–137

）
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
峯
に
よ
れ
ば
、
こ

の
こ
と
が
西
田
の
悲
哀
の
解
釈
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
き
わ
め
て
説
得
的
な
解
釈
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
く

ま
で
感
じ
る
こ
と
、
感
情
一
般
の
固
有
性
の
問
題
に
と
ど
ま
っ
て
、
な

お
検
討
を
す
す
め
た
い
。

（
5
） 

西
田
哲
学
の
が
わ
か
ら
み
れ
ば
、
感
情
や
意
志
の
主
体
と
し
て

の
人
格
概
念
は
、
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
的
概
念
の
批
判
の
う
え
に
な
り

た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
じ
っ
さ
い
、
た
と
え
ば
道
徳
に

か
ん
し
て
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
な
ん
ら
の
内
容
も

な
い
形
式
的
道
徳
は
か
え
っ
て
主
観
的
た
る
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
、
実
行

に
あ
た
っ
て
な
ん
ら
の
方
向
を
も
あ
た
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
真
に
一

般
的
な
る
も
の
は
、
そ
の
な
か
に
特
殊
化
の
原
理
を
ふ
く
む
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
真
に
客
観
的
な
る
道
徳
は
、
行
為
の
内
容
を
客
観
的

に
規
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
内
容
を
離
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
由
と
な
る
の
で
は
な
く
、
内
容
の
な
か
に
自
己
を
み

い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
と
な
る
の
で
あ
る
。
全
然
わ
れ
を
客
観
の

な
か
に
没
し
お
わ
っ
た
と
き
、は
じ
め
て
真
の
自
由
を
得
る
の
で
あ
る
」

（
西
田III, 534

）。

（
6
） 
た
と
え
ば
西
田
は
端
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
語
っ
て
、
終

わ
り
あ
る
存
在
へ
の
自
覚
が
哲
学
を
動
機
づ
け
る
端
緒
で
あ
る
こ
と
を
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説
い
て
い
る
。「
い
ま
ま
で
愛
ら
し
く
話
し
た
り
、
歌
っ
た
り
、
遊
ん

だ
り
し
て
い
た
者
が
、
た
ち
ま
ち
消
え
て
壺
中
の
白
骨
と
な
る
と
い
う

の
は
、
い
か
な
る
訳
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
人
生
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
人
生
ほ
ど
つ
ま
ら
ぬ
も
の
は
な
い
、
こ
こ
に
は

深
き
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ〔
…
…
〕。
死
の
問
題
を
解
決
す
る
と

い
う
の
が
人
生
の
一
大
事
で
あ
る
、
死
の
事
実
の
ま
え
に
は
生
は
泡
沫

の
ご
と
く
で
あ
る
、
死
の
問
題
を
解
決
し
え
て
、
は
じ
め
て
真
に
生
の

意
義
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
」（
西
田I, 418

）。

（
7
） 

嶺（2023

）の
第
六
章
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
と
西
田
の

自
覚
、
情
態
性
と
情
意
的
な
る
も
の
、
不
安
と
悲
哀
が
対
照
せ
し
め
ら

れ
、
両
者
の
類
比
と
差
異
に
つ
い
て
仔
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

嶺
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
身
体
性
の
軽
視
を
指
摘
し
つ
つ
、
西
田

に
お
け
る
行
為
的
自
己
の
観
点
か
ら
情
意
を
論
じ
る
。
つ
ま
り
西
田
哲

学
に
お
い
て
は
、
身
体
に
根
ざ
し
た
情
意
的
自
覚
と
し
て
の
自
愛
と
、

ノ
エ
シ
ス
的
に
は
た
ら
く
行
為
的
自
己
と
が「
い
ま
こ
こ
」
に
お
い
て

矛
盾
対
立
し
あ
う
絶
対
的
関
係
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
矛
盾
が
同

時
に
他
愛
的
自
己
に
む
か
う
契
機
と
な
り
、
最
終
的
に
は
、
絶
対
無
の

自
覚
の
立
場
に
お
い
て
悲
哀
が「
物
へ
の
慈
し
み
」で
も
あ
る
こ
と
が
、

説
得
的
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
大
筋
に
異
論
は
な
い

が
、
た
だ
本
論
で
問
題
に
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
悲
哀
が
、
場
所
論
に

お
け
る
情
意
的
な
も
の
の
延
長
上
に
お
い
て
は
把
握
さ
れ
え
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
悲
哀
は
、
情
意
一
般
か
ら
区
別
さ
れ

際
だ
て
ら
れ
る
基
底
的
性
格
を
ふ
く
む
が
ゆ
え
に
、
根
本
情
調
と
み
な

し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
8
） 

根
本
気
分（
情
調
）
と
情
態
性
に
か
ん
す
る
詳
し
い
分
析
は
、
小

林
信
之（2014

）を
参
照
の
こ
と
。

（
9
） 

自
己
自
身
の
矛
盾
と
し
て
の
反
価
値
的
な
悪
に
直
面
す
る
こ
と

の
深
ま
り
に
呼
応
し
つ
つ
、
そ
れ
を
反
転
す
る
仕
方
で
叡
知
的
意
識
か

ら
宗
教
的
意
識
へ
の
転
回
が
生
起
す
る
こ
と
は
、
一
種
の「
超
越
す
な

わ
ち
回
心
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「〔
…
…
〕
意
志
の
矛
盾
の
ご
と
く
、
自
己
を
見
る
こ
と
深
け
れ
ば

深
い
ほ
ど
、
自
由
な
れ
ば
自
由
な
る
ほ
ど
、
自
己
自
身
の
矛
盾
に
苦
し

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
矛
盾
を
脱
し
て
真
に
自
己
自
身
の
根

底
を
見
る
の
が
宗
教
的
意
識
で
あ
る
。
叡
知
的
世
界
か
ら
宗
教
的
意
識

の
世
界
に
い
た
る
に
は
、
そ
こ
に
意
識
的
意
志
を
超
越
し
て
意
識
一
般

の
自
己
に
い
た
っ
た
ご
と
き
一
種
の
超
越
す
な
わ
ち
回
心
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」（
西
田V, 175f.

）

（
10
） 
哲
学
へ
の
導
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
た
し
た
ち
の
自
覚
を
統

べ
る
基
底
的
な
働
き
を
あ
ら
わ
す
感
情
と
し
て
、
悲
哀
と
い
う
言
葉
を

西
田
が
え
ら
ん
だ
こ
と
の
根
底
に
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
哲
学
的
発
想
が



八
九

美
、
悲
哀
、
も
の
の
あ
は
れ
―
―
西
田
哲
学
と
感
情
　〔
小
林
〕

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
悲
哀
は
、
た
ん
な
る
主

観
的
感
情
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る「
大
悲
」
の
反
響
を
そ
こ

に
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
本
論
で
論
ず
べ
き
範
囲
を
こ
え
て
い
る
。

（
11
） 

た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
参
照
。「
無
に
し
て
有
な
る
絶

対
無
の
意
識
の
相
は
、
知
的
自
己
の
立
場
と
し
て
は
、
た
だ
、
知
識
自

身
の
自
省
に
お
い
て
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
こ
に
哲
学
の
立
場

が
あ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
徹
底
的
批
評
主
義
の
立
場
か
ら
、
知
識

成
立
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
種
々
な
る
知
識
に
各
自
の
立
場
と
権
利

と
を
あ
た
え
る
と
と
も
に
、
相
互
の
関
係
と
秩
序
と
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
思
う
も
の
で
あ
る
」（
西
田V, 183

）。

（
12
） 

も
の
の
あ
は
れ
と
自
己
触
発
に
つ
い
て
論
じ
た
古
荘（2014

）

は
、「
も
の
に
ふ
れ
て
」と
い
う
触
発
の
契
機（
受
動
性
）と
、も
の
に「
感

ず
る
心
」
の
自
発
性
と
の
連
関
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
両
者

の
結
び
つ
き
の
、
と
り
わ
け
先
鋭
な
例
と
し
て
、
自
己
触
発
的
な
時
間

意
識
に
よ
っ
て
生
じ
る
自
己
批
評
性
の
感
情
を
あ
げ
て
い
る（
大
伴
家

持
の
歌
の
解
釈
）。
も
の
の
あ
は
れ
の
解
釈
と
し
て
、
き
わ
め
て
示
唆

に
富
ん
だ
論
考
で
あ
る
が
、
本
論
の
強
調
す
る
力
点
と
し
て
は
、
む
し

ろ
逆
に
、
感
ず
る
自
己
の
思
ひ
の
深
化
か
ら
、
世
界
へ
の
ま
な
ざ
し
の

転
換
を
問
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。


