
は
じ
め
に

和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
｜
一
九
六
〇
）
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』（
一
九
一
三
）

は
、
彼
の
哲
学
者
と
し
て
の
出
発
点
を
な
す
書
物
で
あ
り
、
同
時
に
、
日
本
に

お
け
る
は
じ
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ニ
ー

チ
ェ（

F
ried

rich W
ilh
elm

 
N
ietzsch

e,
1844-1900）

の
研
究
書
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
本
稿
第
一
章
「『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
立
場
、
方
法
、
意
図
」
で

は
、
そ
れ
ら
を
分
析
し
、
和
辻
哲
郎
の
そ
の
後
の
歩
み
に
は
た
し
た
意
味
を
さ

ぐ
り
な
が
ら
、「
宇
宙
生
命
」
を
原
理
と
す
る
初
期
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
が
大

正
生
命
主
義
の
一
典
型
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
「『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
ま
で
」
で
は
、
和
辻
哲
郎
の
最
初
期
の
著
作
に
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
接
近

の
跡
を
た
ど
り
、
第
三
章
「
内
的
経
験
、
暗
示
象
徴
、
永
遠
回
帰
、
宇
宙
生

命
」
で
は
、
そ
れ
ら
の
キ
イ
ワ
ー
ド
の
考
察
を
通
し
て
、
同
時
代
思
潮
と
の
関

連
を
さ
ぐ
り
、
あ
わ
せ
て
、
初
期
和
辻
の
哲
学
観
（
世
界
観
、
狭
義
の
哲
学
観
、

表
現
観
）
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。「
結
語
」
で
は
、
各
章
の
結
論
を

ま
と
め
、
そ
の
初
期
哲
学
が
、
和
辻
の
後
の
歩
み
に
、
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い

る
か
を
展
望
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
和
辻
哲
郎
の
「
哲
学
」「
芸
術
」
観
を
め
ぐ
る
点
に
お
い

て
、
日
本
に
お
け
る
学
芸
ジ
ャ
ン
ル
概
念
編
成
の
解
明
に
資
す
る
こ
と
を
期
す
。

ま
た
和
辻
哲
郎
の
「
宇
宙
生
命
」
観
念
の
形
成
過
程
を
さ
ぐ
る
点
に
お
い
て
、

二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
の
生
命
観
、
と
り
わ
け
大
正
生
命
主
義
研
究
を
増
補
す

る
も
の
で
あ
る
。

一

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
立
場
、
方
法
、
意
図

一
九
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、
彼
の
哲
学

者
と
し
て
の
出
発
点
を
な
す
書
物
で
あ
り
、
同
時
に
、
日
本
に
お
け
る
は
じ
め

て
の
ま
と
ま
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
研
究
書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
本

論
第
一
第
一
章
の
冒
頭
に
は
、
和
辻
哲
郎
自
身
の
哲
学
観
が
披
瀝
さ
れ
、
そ
の

共
同
研
究
報
告

和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
、
生
命
観
、
芸
術
観

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
を
め
ぐ
っ
て

鈴

木

貞

美
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よ
う
な
哲
学
の
一
例
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
を
あ
つ
か
う
こ
と
が
明
示
さ

れ
る
。

冒
頭
は

真
の
哲
学
は
単
に
概
念
の
堆
積
や
整
斉
で
は
な
く
、
最
も
直
接
な

内
的
経
験
の
思
想
的
表
現
な
の
で
あ
る

と
い
う
断
案
に
は
じ
ま
る
。
そ
の
断

案
は

直
接
な
内
的
経
験
を
も
し
直
覚
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
直
覚
は
「
生
命

そ
の
も
の
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る

と
受
け
ら
れ
、

も
と
よ
り

「
宇
宙
生
命
」
は
不
断
の
創
造
で
あ
る
か
ら
、
直
接
な
内
的
経
験
も
ま
た
創
造

的
に
活はた
ら
く
。
自
己
表
現
は
こ
の
創
造
で
あ
る
。
芸
術
や
哲
学
は
皆
こ
こ
か
ら

生
ま
れ
る

と
つ
づ
く
。

そ
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
感
覚
思
惟
な
ど

も
ま

た

根
本
力
の
創
造

の
産
物
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
自
体
は

生
の
本
質
を
暗

示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

、
そ
れ
ゆ
え

哲
学
者
の
直
覚
の
表
現

は

暗

示
的
象
徴
的

に
な
る
、
と
述
べ１

）
、
そ
し
て
、「
真
の
哲
学
者
」
た
る
も
の
は

価
値
の
根
源
た
る
も
の
の
一
層
完
全
な
表
現
に
努
力
し
、
観
念
や
思
想
を
使

役
し
て
常
に
流
動
し
成
長
す
る
者
の
歩
む
新
し
き
道
を
開
く
の
で
あ
る

と
結

ぶ
。
そ
の
上
で
、
そ
の
一
例
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
あ
つ
か
う
こ
と
が
表

明
さ
れ
、

原
理
に
よ
っ
て
諸
概
念
に
統
一
を
与
え
る
体
系
哲
学

に
対
し
て
、

欲
動
の
力
の
体
系

か
ら
萌
え
い
で
た
も
の
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
対

置
し
、
和
辻
哲
郎
は
、
そ
の

欲
動
の
力
の
体
系

の
読
み
解
き
に
着
手
し
て

ゆ
く２

）
。

若
き
日
の
和
辻
哲
郎
が
、
い
か
に
早
熟
だ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
、
そ
れ
ほ

ど
参
考
に
な
る
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
の
内
実
に
立
ち
入
っ
た
研
究
書
も
な
か
っ
た

と
き
に
、
一
見
、
逆
説
を
弄
し
て
、
人
を
欺
く
か
の
よ
う
な
戯
れ
に
満
ち
た
そ

の
文
章
を
、
よ
く
読
み
こ
な
し
、
そ
の
論
理
の
し
く
み
に
肉
迫
し
て
い
る
こ
と
、

し
か
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
な
ど
と
の
比
較
も
、
微
妙
な
ち
が
い

ま
で
、
よ
く
理
解
を
と
ど
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
驚
く
ほ
ど
だ
。
し
か

し
、
そ
の
理
解
に
は
、
歴
史
的
限
界
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
和
辻
哲
郎
と
い
う
若

き
哲
学
者
の
も
つ
バ
イ
ア
ス
も
自
ず
と
生
じ
て
い
る
。
そ
の
分
析
を
通
し
て
、

彼
の
哲
学
観
の
特
徴
を
つ
か
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
立
場
、
方
法
と
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。一－

一

そ
の
立
場

和
辻
哲
郎
は
、「
直
接
な
内
的
経
験
」
は
「
直
覚
」
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る

な
ら
、「
生
命
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
「
生
命
そ
の
も
の
」
は
「
宇
宙
生

命
」
を
根
源
に
も
つ
と
い
う
世
界
観
を
示
し
、
ニ
ー
チ
ェ
も
、
そ
う
し
た
世
界

観
に
立
つ
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
述
べ
た
の
ち
、
す
ぐ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン

『
創
造
的
進
化
』(H

en
ri B

erg
so
n
,
L
’evolu

tion creatrice
, 1907)

の
内
に
、
カ

ン
ト(Im

m
a
n
u
el K

a
n
t,
1724-1804）

を
批
判
し
た
条くだりを
参
照
し
、
カ
ン
ト
が

主
観
と
独
立
に
自
存
す
る
物
そ
の
も
の
と
世
界
と
の
関
係
を
つ
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
は
、
彼
を
束
縛
す
る
科
学
の
知
識
が
、
彼
を
し
て
知
力
以
上

の
生
の
深
み
に
突
入
す
る
自
由
を
失
わ
し
め
た
か
ら
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い

る３
）

。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
カ
ン
ト
を
縛
っ
た
と

い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
辻
哲
郎
の
哲
学
に
お
い
て
は
、「
生
の
深
み
」

に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

主
観
と
独
立
に
自
存
す
る
物
そ
の
も
の
と
世
界
と
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の
関
係

が
つ
け
ら
れ
る
。「
生
の
深
み
」
は
「
内
的
経
験
」
と
「
宇
宙
生
命
」

と
を
つ
な
ぐ
通
路
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
和
辻
は
、「
世
界
」
の

根
源
に
「
宇
宙
生
命
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
観
と

主
観
と
独
立

に
自
存
す
る
物
そ
の
も
の

を
と
も
に
、「
宇
宙
生
命
」
の
産
出
物
と
見
な
す

立
場
を
と
っ
て
い
る
の
だ
。

要
す
る
に
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、「
宇
宙
生
命
」
を
原
理
と
し
、
一
切
を

そ
の
産
出
物
と
す
る
世
界
観
に
立
ち
、「
真
の
哲
学
者
」
は
、
そ
の
現
れ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
「
直
接
な
内
的
経
験
」
を
表
現
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
表
現
は

「
暗
示
的
象
徴
的
」
な
も
の
に
な
る
と
い
う
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観

世
界
観
、
狭

義
の
哲
学
観
、
表
現
観
）
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
を
読
み
解
こ
う
と
し
た

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

一－

二

そ
の
方
法

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
方
法
は
、
著
者
が
改
訂
第
三
版

一
九
四
二
）
序
に

ニ
イ
チ
ェ
の
哲
学
を
体
系
的
に
叙
述
し
よ
う
と
試
み
た
も
の４

）

と
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
を
「
欲
動
の
力
の
体
系
」
と
し
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
成
流
動
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
「
体

系
」
な
ら
ざ
る
世
界
を
、
な
お
「
体
系
」
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
言
語
矛
盾
な
い
し
は
形
式
論
理
上
矛
盾
す
る
こ
と
を
あ
え
て
行
う
試
み

の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
は
た
し
て
可
能
な
の
か
。
和
辻
哲
郎
は
、
そ
れ

を
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
全
体
は
、
序
論
、
本
論
第
一
「
新
価
値
樹

立
の
原
理
」、
本
論
第
二
「
価
値
の
破
壊
と
建
設
」
に
分
か
れ
て
い
る
。「
序

論
」
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
境
涯
と
と
も
に
、
そ
の
著
述
の
な
り
ゆ
き
に
つ
い
て

概
説
し
、
本
論
第
一
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
自
己
」
な
る
も
の
、
す
な
わ

ち
「
権
力
意
志
」
に
つ
い
て
、「
認
識
」「
自
然
」「
人
格
」「
芸
術
」
の
各
相
に

お
い
て
解
説
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
本
論
第
二
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
宗
教
批

判
」「
道
徳
批
判
」「
哲
学
批
判
」「
芸
術
批
判
」「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
」

「
新
し
い
価
値
標
準
」
を
展
開
す
る
。

和
辻
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
構
成
を
知
る
た
め
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
史
よ

り
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』(A

lso
 
sprach

 
Z
arath

u
stra

, 1883-

85)

執
筆
後
の
歩
み
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
ニ
ー
チ
ェ
は
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス

ト
ラ
』
を
執
筆
後
、
自
ら
の
哲
学
の
理
論
的
体
系
化
を
企
て
、『
権
力
へ
の
意

志

す
べ
て
の
価
値
転
換
』(D

er
 
W
iller zu

r
 
M
ach

t;
D
ie U

m
w
erth

u
n
g

 
aller

 
W
erth

e
)

を
次
の
よ
う
に
構
想
し
た
。

第
一

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
に
つ
い
て
」、
第
二

「
在
来
の
最
高
価
値

の
批
評
」、
第
三

「
新
し
い
価
値
樹
立
の
原
理
」、
第
四

「
人
を
鍛
錬
す
る

新
し
い
哲
学
」。

し
か
し
、
こ
の
第
一
構
想
は
、
第
一

に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
変
更
さ
れ
、

次
に
規
模
を
大
幅
に
縮
小
し
、『
す
べ
て
の
価
値
転
換
』
と
題
す
る
シ
リ
ー
ズ

が
計
画
さ
れ
た
。

第
一

「
反
キ
リ
ス
ト
」

キ
リ
ス
ト
教
批
判
）
、
第
二

「
自
由
精
神
」

虚

無
的
運
動
と
し
て
の
哲
学
批
判
）
、
第
三

「
反
道
徳
家
」

道
徳
批
判
）
、
第
四

「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
」

永
久
回
帰
の
哲
学
）
。
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し
か
し
、
こ
の
計
画
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
堕
落
し
た
価
値
の
源
泉
と
論
じ
る

『
反
キ
リ
ス
ト
』(A

n
tich

rist )

を
ま
と
め
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、

自
身
の
仕
事
を
振
り
返
る
自
伝
『
こ
の
人
を
見
よ
』(E

cce
 
h
om
o
)

な
ど
を
書

き
の
こ
し
た
と
こ
ろ
で
、
知
能
の
働
き
を
失
っ
て
し
ま
う
。
ニ
ー
チ
ェ
が
第
一

構
想
に
そ
っ
て
書
き
残
し
た
草
稿
群
は
、
歿
後
に
妹
の
手
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、

『
権
力
へ
の
意
志
』
と
名
づ
け
ら
れ
、
刊
行
さ
れ
た
。

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
第
一
構
想
の
う
ち
、
第
三

「
新
し
い
価
値
樹
立
の
原
理
」
を
、
本
論
第
一
と
し
て
展
開
す
る
。
本
論
第

二
は
、
縮
小
さ
れ
た
第
二
構
想
の
配
列
を
第
一

、
第
三

、
第
二

の
順
に

並
び
替
え
、
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
う
ち
に
散
乱
す
る
芸
術
論
の
諸
断
片
に
つ
い

て
の
解
説
を
「
芸
術
批
判
」
と
し
て
加
え
、
さ
ら
に
第
一
構
想
よ
り
第
一

、

第
四

を
加
え
て
構
成
す
る
。
つ
ま
り
、
和
辻
は
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
自
ら
の

思
想
の
体
系
化
を
企
て
た
と
き
の
意
図
を
忖
度
し
な
が
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
作
品
群

の
底
を
な
す
「
体
系
」
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る５

）
。

一－

三

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
意
図
と
意
味

和
辻
哲
郎
は
、
初
版
「
自
序
」
に

自
分
が
ニ
イ
チ
ェ
を
読
む
時
自
ら
の
教

育
者
と
し
て
認
め
る
の
は
た
だ
ニ
イ
チ
ェ
だ
け
で
あ
る６

）

と
記
し
て
い
る
。
若

き
日
の
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
の
形
成
に
、
彼
が
ニ
ー
チ
ェ
を
読
ん
だ
経
験
が
大

き
く
与
っ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
、
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
読
書
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
自
ら
の
哲
学
観
に
よ
っ

て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
説
く
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
し
く
み
に
な
っ
て

い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
教
わ
り
な
が
ら
、
そ
の
世
界
を
内
側

か
ら
食
い
破
る
よ
う
な
批
判
を
敢
行
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
似
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
企
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
和
辻
哲
郎

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
限
界
の
指
摘
が
行
わ
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
と
ば
は
芸
術
的
、
す
な
わ
ち
認
識
に
お
い
て

直
観
的
で
あ
り
、
表
現
に
お
い
て
象
徴
的
で
あ
り
、

体
系
的
連
絡
の
能
力

に
欠
け
て
い
る７

）
、
あ
る
い
は
、
感
情
に
ま
か
せ
て
、「
概
念
に
関
す
る
不
精
密
」

に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る８

）
。
そ
う
し
た
限
界
の
指
摘

は
、
ル
ド
ル
フ
・
オ
イ
ケ
ン（

v
o
n R

u
d
o
lf E

u
ck
en
,
1846-1926）

が
『
大
思

想
家
の
人
生
観
』(D

ie
 
L
eben

san
sch
au
u
n
gen

 
d
er
 
grosen

 
D
en
ker

:
ein
e

 
E
n
tw
icklu

n
gsgesch

ich
te d

es L
eben

sproblem
s d

er
 
M
en
sch
h
eit von

 
P
lato

 
bis zu

r
 
G
egen

w
art,

1890)

で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
学
者
と
し
て
の
無
能
力
」
を

指
摘
し
た
の
を
参
照
し
て
の
こ
と
だ
っ
た９

）
。

要
す
る
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
群
に
類
ま
れ
な
る
哲
学
的
思
考
と
芸
術
表
現

の
融
合
を
見
て
と
っ
た
和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
体
系
化
で
き
な
か
っ

た
そ
の
世
界
を
、
ニ
ー
チ
ェ
の
身
に
な
り
か
わ
っ
て
「
体
系
的
に
叙
述
し
よ

う
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
え
ず
生
成
流
動
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界

を
、
体
系
化
を
拒
む
も
の
と
は
考
え
ず
、
そ
の
底
に
あ
る
体
系
性
を
想
定
し
、

感
情
に
ま
か
せ
て
逸
脱
し
た
り
、
曇
ら
さ
れ
た
り
す
る
芸
術
的
表
現
の
底
に
潜

ん
で
い
る
は
ず
の
概
念
を
整
序
し
、
論
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
論
証
し
て
み
せ
る
よ
う
な
作
業
と
な
る
。
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た
と
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
世
界
の
キ
イ
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
権
力
意
志
」
に
つ
い

て
、
和
辻
は
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
を
た
ど
っ
て
、「
欲
動
」
の
語
が
『
曙
光
』

(
M
orgen

rote
, 1881)

あ
た
り
で
明
ら
か
に
な
り
、「
力
感
」「
力
感
の
欲
求
」

「
権
力
意
識
」「
権
力
の
愛
」「
権
力
へ
の
努
力
」
と
変
奏
さ
れ
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス

ト
ラ
』
に
お
い
て
「
権
力
意
志
」
に
確
定
し
た
と
整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
権
力
意
志
」
に
つ
い
て
は

力
の
最
も
深
奥
な
核
と
し
て
彼
の
内
的
経
験
を

表
現
す
る
の
に
用
い
た

と
解
説
し
て
い
る10

）
。

和
辻
哲
郎
が
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
の
底
に
「
宇
宙
生
命
」
と
い
う
概
念
を
想
定

し
、

欲
動
の
力
の
体
系

を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
企
図

に
発
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
自
ら
体
系
化
を
は
た
し
え
な
か
っ
た

原
因
を
、
彼
の
思
考
法
の
傾
向
、
さ
ら
に
は
病
弱
や
神
経
症
に
帰
し
、
い
わ
ば

「
学
者
の
能
力
を
も
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
」
を
仮
想
す
る
も
の
だ
っ
た
。
若
き
和
辻

哲
郎
は
、
そ
れ
こ
そ
が
、
芸
術
鑑
賞
力
を
も
ち
、
か
つ
、
概
念
的
な
思
考
力
を

も
つ
哲
学
者
の
任
務
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
和
辻
哲
郎
が
、
そ
の
長
い
研
究
生
活

を
通
じ
て
、
ア
ー
キ
タ
イ
プ
を
想
定
し
た
り
、
一
種
の
構
造
主
義
的
方
法
を
見

せ
た
り
す
る
こ
と
の
芽
生
え
が
見
て
と
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
ニ
イ
チ
ェ
研

究
』
は
、
和
辻
哲
郎
の
歩
み
の
始
原
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
初
版
「
自
序
」
の
最
後
に
、
自
分
は

真
正
の
日
本
人
の
血
に
ニ
イ
チ
ェ
と
相
通
じ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
て

い
る11

）

と
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
と
相
通
じ
る
も
の
を
、

最
奥
神
秘
な
る
生
の
本

質12
）

の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
の
は
ず
で
、
日
本
に
限

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
ア
ポ
ロ
ン
的
な
明
る
い
秩
序
を
生
み
だ
す
地
盤
と
し
て
想
定
し
た
デ
ィ
オ
ニ

ソ
ス
的
観
念
、
す
な
わ
ち
熱
狂
し
、
陶
酔
し
、
破
滅
に
も
向
か
う
生
命
観
に
通

う
も
の
を
「
真
正
の
日
本
人
の
血
」
に
も
見
い
だ
し
う
る
と
考
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
想
定
が
、
や
が
て
彼
を
儒
学
や
仏
教
の
影
響
を
受

け
る
以
前
の
日
本
へ
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
仏
教
文
化
へ
と
赴
か
せ
る
契
機
と

な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

一－

四

な
ぜ
、
ニ
ー
チ
ェ
だ
っ
た
の
か

次
に
、
和
辻
哲
郎
が
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
史
上
の
意
味
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
、

そ
の
研
究
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
探
っ
て
み
よ
う
。
当
時
の
日
本
で
は
、
思

想
と
し
て
は
「
超
人
」
の
観
念
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
よ
く
示
す
詩
作
品
と
し

て
は
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
代
表
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』「
序
論
」
は
、『
ツ
ァ

ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
に
つ
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の

「
自
由
に
意
欲
す
る
自
己
」「
宇
宙

生
命
と
し
て
の
個
人
の
生
」
の
主
張
に
お
い
て
、
燃
ゆ
る
が
ご
と
き
理
想
が
科

学
の
地
盤
の
上
に
輝
い
て
い
る13

）

と
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、「
自
由
に
意
欲
す
る
自
己
」
と
は
、
自
分
を
物
質
的
、
精
神
的
に
支

配
し
、
征
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
ど
も
か
ら
自
由
に
な
り
、
反
攻
す
る
力
を
発

揮
し
よ
う
と
す
る
意
志
、
す
な
わ
ち
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
権
力
意
志
」
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
異
論
は
出
な
い
は
ず
だ
。
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次
に
、「
宇
宙
生
命
と
し
て
の
個
人
の
生
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
。「
宇
宙

生
命
」
な
る
観
念
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
は
無
縁
で
あ
る
。『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』

の
、
い
や
、
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
群
の
ど
こ
に
も
登
場
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
和

辻
哲
郎
自
身
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
世
界
に
し
て
も
自
己
に

し
て
も
、
活
動
そ
の
も
の
、
生
成
、
流
動
が
す
べ
て
で
あ
り
、
い
か
な
る
「
実

体
」
も
「
実
在
」
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
か
ら
だ14

）
。

和
辻
哲
郎
は
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
本
論
第
一
の
冒
頭
近
く
で
、

も
と
よ
り

「
宇
宙
生
命
」
は
不
断
の
創
造

と
述
べ
て
い
た
が
、「
宇
宙
生
命
」
な
る
も
の

は
、
和
辻
哲
郎
そ
の
人
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
世
界
の
原
基
に
す
え
た
実
体
概
念

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
、「
宇
宙
生
命
」
は
宇
宙
の
創
造
性
、
活
動
性

を
概
念
化
し
た
も
の
で
、
実
体
概
念
で
は
な
い
と
い
う
反
論
が
な
し
う
る
。
し

か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
『
権
力
へ
の
意
志
』
の
認
識
論
に
お
い
て
、「
概
念
」
も

存
在
の
本
質
に
ふ
れ
る
こ
と
が
な
い

も
の
と
し
て
い
る
。「
概
念
」
は
、

「
存
在
の
本
質
」
を
「
事
物
」
化
し
て
と
ら
え
る
認
識
の
方
法
と
考
え
る
か
ら

だ15
）

。と
こ
ろ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
も
、
と
き
に
徹
底
し
え
な
い
。
和
辻
は
指
摘
し
て
い

る
。

永
久
回
帰
を
た
だ
思
想
と
し
て
論
理
的
に
検
す
れ
ば
、
ニ
イ
チ
ェ
が
そ

の
認
識
論
に
お
い
て
斥
け
た
多
く
の
概
念
を
再
び
宇
宙
の
生
に
注
入
し
て
い
る

の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

と
。
同
一
、
因
果
、
必
然
、
制
限
な
ど
の
概

念
を
あ
げ
て
、
そ
う
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
和
辻
の
指
摘
の
と
お
り
だ
。
そ
れ

ゆ
え
、
和
辻
は

永
久
回
帰
は
思
想
と
し
て
は
ニ
イ
チ
ェ
自
ら
に
と
っ
て
も
未

熟

と
い
い
、
し
か
し
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
に
は
、
永
遠
回
帰
の
神
秘
に

ふ
れ
る

彼
の
直
接
な
、
彼
自
ら
に
と
っ
て
最
も
確
実
な
、
内
的
経
験

を
表

現
し
よ
う
と
し
た
跡
が
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る16

）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で

検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
和
辻
哲
郎
が
、

最
も
直
接
な

内
的
経
験
の
思
想
的
表
現

に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
「
失
策
」
を
救
っ
て
い
る

こ
と
を
見
て
お
け
ば
よ
い
。

和
辻
哲
郎
は

原
理
に
よ
っ
て
諸
概
念
に
統
一
を
与
え
る
体
系
哲
学

た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
れ
ば
よ
い

に
対
し
て
、

最
も
直
接
な
内
的
経
験
の
思
想
的
表
現

と
し
て
の
哲
学
を
「
真
の
哲
学
」

と
し
て
対
置
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
も
、
そ
の
ひ
と
つ
だ
と
述
べ
て
い
た
。
実

際
は
、
そ
の
ひ
と
つ
と
い
う
よ
り
、
彼
の
考
え
る
「
真
の
哲
学
」
の
姿
に
最
も

近
い
も
の
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
群
と
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
あ
き
ら

か
だ
。
和
辻
哲
郎
は
、
そ
の
よ
う
な
「
真
の
哲
学
」
た
る
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
を
、

自
分
自
身
の
「
宇
宙
生
命
」
と
い
う

原
理
に
よ
っ
て
諸
概
念
に
統
一
を
与
え

る
体
系
哲
学

と
し
て
解
説
し
て
み
せ
る
と
い
う
、
論
理
的
に
は
実
に
ア
ク
ロ

バ
テ
ィ
ッ
ク
な
こ
と
を
企
て
、
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

一－

五

先
駆
者
、
ニ
ー
チ
ェ

和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
、「
宇
宙
生
命
」
を
原
理
と
し
、

最
も

直
接
な
内
的
経
験
の
思
想
的
表
現

で
あ
る
「
真
の
哲
学
」
の
ひ
と
つ
と
述
べ

て
い
た
。
そ
う
述
べ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
類
す
る
哲
学
の
流
れ
が
想
定
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
本
論
第
一
第
一
章
で
は
、ベ
ル
ク
ソ
ン
の
名
が
あ
が
っ
て
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い
た
。
和
辻
が
そ
こ
で
参
照
し
て
い
た
の
は
『
創
造
的
進
化
』
で
あ
る
。『
創

造
的
進
化
』
は
、
ま
ち
が
い
な
く
「
宇
宙
の
生
命
」
を
原
理
と
す
る
哲
学
体
系

で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
語
を
用
い
、
物
質
を
貫
き
な
が
れ

る
「
生
命
」
と
い
う
「
流
動
的
な
実
在
」（

la rea
lite

fru
id
e ）

を
「
宇
宙
の
生

命
」（

C
ell

［
la v

ie ］
d
e l’u

n
iv
ers ）

と
呼
ん
で
い
る17

）
。

和
辻
哲
郎
の
「
宇
宙
生
命
」
な
る
観
念
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
も
の
と
い

う
推
測
が
つ
く
。
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
は

最
も
直
接
な
内
的
経
験
の

思
想
的
表
現

と
い
い
う
る
だ
ろ
う
か
。『
創
造
的
進
化
』
は
、
二
十
世
紀
へ

の
転
換
期
に
お
け
る
生
物
進
化
論
の
動
向
に
つ
い
て
分
析
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は

じ
ま
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
若
き
哲
学
者
の
片
々
た
る
措
辞
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
だ
が
、
こ
と
は
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
の
根
幹
に
か
か
わ
る
。
ニ
ー
チ
ェ

『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
を
紹
介
す
る
和
辻
の
一
文
を
、
も
う
一
度
、
引
く
。

「
自
由
に
意
欲
す
る
自
己
」「
宇
宙
生
命
と
し
て
の
個
人
の
生
」
の
主
張
に
お

い
て
、
燃
ゆ
る
が
ご
と
き
理
想
が
科
学
の
地
盤
の
上
に
輝
い
て
い
る

。

理
想
が
科
学
の
地
盤
の
上
に
輝
い
て
い
る

と
は
、
宗
教
や
道
徳
の
支
配

に
対
し
て
自
然
科
学
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
虚
偽
性
を
暴
露
し
、
し

か
し
、
そ
の
自
然
科
学
の
限
界
を
も
指
摘
す
る
こ
と
で
、「
内
的
経
験
」
の
さ

ら
な
る
深
み
を
探
っ
て
い
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
志
向
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

和
辻
哲
郎
は
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
本
論
第
一
第
二
章
「
認
識
と
し
て
の
権
力
意

志
」
で
、
ミ
ツ
バ
チ
の
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
そ
れ
に
学
ん
だ
メ
ー
テ
ル

ラ
ン
ク（

M
a
eterlin

ck
 
M
a
u
rice,

1862-1949）

ら
、「
新
ロ
マ
ン
主
義
」
の

先
駆
者
と
し
て
の
位
置
を
、
ニ
ー
チ
ェ
に
与
え
て
い
る18

）
。

和
辻
は
、
ま
た
科
学
の
解
明
す
る
法
則
性
を
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
見
た
ニ
ー

チ
ェ
を
、『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
目
的
論
と
機
械
論
と
を
も
ろ
と
も
に
超

え
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
先
駆
者
と
論
じ
て
い
る19

）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
こ
で
、
突

然
変
異
、
す
な
わ
ち
偶
然
性
を
原
理
に
し
て
も
、「
進
化
」
を
い
う
以
上
、
一

定
の
目
的
を
想
定
す
る
た
め
、
目
的
論
か
ら
の
完
全
な
超
越
と
は
い
え
な
い
と

こ
と
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
和
辻
は
、
闘
争
に
向
か
う
権
力
意
志

を
説
き
な
が
ら
、
進
化
と
い
う
「
物
語
」
を
説
か
な
か
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
を
、
よ

り
徹
底
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る20

）
。
そ
れ
は
、「
精
神
の
自
由
」
と
法
則
性

な
い
し
は
自
然
科
学
的
思
考
法
と
の
格
闘
の
歴
史
の
中
に
、
ニ
ー
チ
ェ
を
位
置

づ
け
、
評
価
す
る
ゆ
え
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
和
辻
哲
郎
は
、
主
我
主
義
の
よ
う
に
片
づ
け
ら
れ
た
り
、
狂
人
の

世
迷
い
ご
と
の
よ
う
に
さ
え
い
わ
れ
た
り
し
て
い
た
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
、
二

十
世
紀
初
頭
の
哲
学
や
思
潮
の
先
駆
と
見
、
評
価
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
和

辻
哲
郎
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
大
き
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
。

一－

六

意
識
に
つ
い
て

本
論
第
一
第
二
章
で
和
辻
哲
郎
は
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
流

れ
に
属
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ（

W
illia

m
 
Ja
m
es,

1842-1910）

の

考
え
と
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
れ
と
の
類
似
を
も
論
じ
て
い
る
。

ニ
イ
チ
ェ
が
意
識

と
呼
ぶ
者
は
感
覚
か
ら
資
料
を
与
え
ら
れ
て
思
惟
に
よ
っ
て
整
理
せ
ら
れ
た

者

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
意
識
と
は

幻
影
的
な
、
生
の
本
質
と
何

321

和辻哲郎の哲学観、生命観、芸術観



ら
触
る
る
所
が
な
い
も
の

と
述
べ
て
い
る
と
し
て
、
和
辻
は
、
こ
れ
を
ジ
ェ

イ
ム
ズ
が
「
内
部
活
動
」
そ
の
も
の
は
意
識
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
述
べ
て

い
る
こ
と
と
類
似
す
る
考
え
方
だ
と
い
う21

）
。
和
辻
の
い
う
「
直
接
な
内
的
経

験
」
の
性
格
に
も
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

和
辻
哲
郎
が
依
拠
し
た
の
は
、
遺
稿
『
権
力
へ
の
意
志
』
の
断
片
四
七
七

（
ク
レ
ェ
ー
ナ
ー
・
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
番
号
を
用
い
る
）
だ
ろ
う
。

私
た
ち
が
意
識

す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
調
整
さ
れ
、
単
純
化
さ
れ
、
図
式
化
さ
れ
、
解
釈
さ

れ
て
い
る
、

内
的
「
知
覚
」
の
ほ
ん
と
う
の
経
緯
は
、
諸
思
想
、
諸
感
情
、

諸
欲
望
の
間
の
、
主
観
と
客
観
と
の
間
の
因
果
的
結
合
は
、
私
た
ち
か
ら
ま
っ

た
く
隠
さ
れ
て
お
り

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
一
つ
の
純
然
た
る
想
像
で
あ
ろ

う22
）

。こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
意
識
は
、
認
識
内
容
を
つ
く
り
あ
げ
る
は
た
ら
き

を
指
し
て
い
る
。「
知
覚
」
自
体
に
、
本
人
の
自
覚
し
え
な
い
因
果
的
結
合
が

働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
断
片
四
七
四
に
は

私
た
ち
の
意
識
す
る
も
の

の
尺
度
は
、
意
識
化
の
粗
雑
な
有
用
性
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る

と
あ
り
、

断
片
四
七
六
に
は

私
た
ち
の
内
的
世
界
も
ま
た
「
現
象
」
で
あ
る23

）
！

と
あ

る
。ニ

ー
チ
ェ
は
、
因
果
律
も
一
つ
の
迷
妄
と
す
る24

）
の
で
、
断
片
四
七
七
の
「
因

果
的
結
合
」
は
、
何
ら
か
の
連
関
作
用

ど
の
よ
う
な
連
関
か
は
不
明
な

く
ら
い
の
意
味
で
考
え
て
よ
い
。
実
際
に
は
、
生
理
的
な
働
き
（
内
的
自

然
）
と
の
対
応
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
科
学

的
思
考
を
導
入
し
、
形
而
上
学
の
世
界
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
暴
露

し
て
ゆ
く
。

ニ
ー
チ
ェ
は
、「
知
覚
」
す
な
わ
ち
認
識
内
容
と
は
区
別
し
て
、
意
識
を
、

諸
思
想
、
諸
感
情
、
諸
欲
望
が
混
沌
と
し
て
働
く
場
の
よ
う
に
考
え
、
そ
し
て
、

い
わ
ば
「
意
識
以
前
」
の
も
の
と
し
て
の
「
本
能
」
と
連
続
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

そ
こ
に
、
彼
が
学
ん
だ
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
「
宇
宙
の
意
志
」
の
影

が
さ
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
ハ
ル
ト
マ
ン（

K
a
rl

 
R
o
b
ert E

d
u
a
rd v

o
n H

a
rtm

a
n
n
,
1842-1906）

の
無
意
識
の
哲
学
も
参
照
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
心
理
学
原
理
』(P

rin
ciples of

 
P
sych

ol-

ogy
,
1890）

は
、「
直
接
意
識
」
と
「
反
省
意
識
」
と
を
分
け
て
考
え
、
意
識

が
切
れ
目
な
く
流
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
意
識
の
断
片
を
取
り
だ
し
て
論

じ
て
も
、
意
識
を
論
じ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
、「
直
接
意
識
」

（「
直
接
経
験
」）
を
活
動
そ
の
も
の
と
し
た
。
そ
の
切
れ
目
の
な
い
意
識
の
流
れ

を
「
思
考
、
意
識
、
ま
た
は
生
命
の
流
れ
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
こ
で
は
「
直
接
経
験
」(d

irect ex
p
erien

ces )

の
流
れ

何
か
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
意
識
の
状
態

を
抜
け
出
て
、
い
ま
ま
で
、

わ
た
し
は
ど
ん
な
意
識
状
態
で
い
た
か
と
振
り
か
え
っ
て
も
、
つ
ま
り
反
省
意

識
に
よ
っ
て
、
と
ら
え
う
る
の
は
印
象
の
断
片
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
の

で
、
そ
の
流
れ
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
意
識
の
ふ

た
つ
の
相
の
ち
が
い
に
着
目
し
、「
直
接
経
験
」
す
な
わ
ち
非
反
省
的
意
識

(n
o
n
-
reflectiv

e co
n
scio

u
sn
ess )

の
流
れ
の
内
容
は
反
省
的
意
識
で
は
と
ら

え
ら
れ
な
い
と
い
う
関
係
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
意
識
を
「
生
命
」

322



現
象
と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
は
似
て
い
る
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の

よ
う
に
意
識
が
い
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
世
界
像
を
つ
く
る
か
、
意
識

の
欺
瞞
的
な
働
き
に
関
心
を
注
い
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

和
辻
哲
郎
は
、

ニ
イ
チ
ェ
が
意
識
を
表
象
や
概
念
の
み
の
世
界

に
限
り25

）
、

「
内
部
生
命
」
か
ら
隔
た
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
が
、
和
辻
は

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
意
識
の
流
れ
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
方
向
で

理
解
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
意
識
す
な
わ
ち
感
覚
や
心
象
、
価
値
判
断
が
、

「
表
象
」
や
「
概
念
」、「
存
在
」
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
固
定
し
た
世
界
像
を

デ
ッ
チ
ア
ゲ
、
人
び
と
を
生
命
の
流
動
か
ら
疎
隔
し
て
い
る
こ
と
を
暴
露
し
よ

う
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
起
こ
す
意
識
の
働
き
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
意
識
を
「
内
的
経
験
」
か
ら
分
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、

ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
虚
偽
を
つ
く
る
働
き
の
暴
露
を
通
じ
て
、

「
生
の
原
理
」
へ
の
接
近
が
な
し
う
る
唯
一
の
通
路
と
し
て
「
意
識
と
い
う
現

象
」
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
書
い
て
い
る
。

意
識
と
は

「
印
象
」
の
並
列
や
意
識
化
と
し
て
、
ま
っ
た
く
外
面
的
に
は
じ
ま
り
つ

つ

最
初
は
個
人
の
生
物
学
的
中
心
か
ら
最
も
遠
ざ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
お
の
れ
を
深
化
し
、
内
面
化
し
、
あ
の
中
心
に
た
え
ず
近
接
す
る
一

つ
の
過
程
の
こ
と
で
あ
る26

）

と
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
欺
瞞
的
な
働
き
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
は
ぎ

取
り
、
あ
る
が
ま
ま
の
意
識
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
の
も
意
識
が
行
う
こ
と
だ

か
ら
だ
。

生
物
学
的
中
心

と
は
、
さ
し
あ
た
り
、
中
枢
神
経
な
い
し
は

「
本
能
」、

あ
の
中
心

と
は
自
己
す
な
わ
ち
権
力
意
志
の
こ
と
と
考
え
て
お

け
ば
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
意
識
に
つ
い
て
の
見
方
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
よ
り
も
、
ニ
ー
チ
ェ

の
同
時
代
者
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ（

F
ra
n
z B

ren
ta
n
o
,
1838-1917）

が
、
物
理
現
象
に
は
見
ら
れ
な
い
心
理
現
象
に
固
有
の
性
質
と
し
て
、
意
識
は

何
ら
か
の
対
象
に
関
係
し
、
そ
れ
に
対
す
る
志
向
を
も
っ
て
い
る
と
説
い
た

「
対
象
志
向
性
」
の
問
題
に
近
接
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
問
題
か
ら
出
発
し

て
、
フ
ッ
サ
ー
ル（

E
d
m
u
n
d
 
H
u
sserl,

1859-1938）

は
、
現
象
学
へ
の
道
を

あ
ゆ
み
、
他
方
、
や
は
り
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
心
理
哲
学
を
学
ん
だ
フ
ロ
イ
ト

（
S
ig
m
u
n
d
 
F
reu

d
,
1856-1939）

は
、「
意
識
の
志
向
性
」
の
問
題
を
、
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
無
意
識
の
底
に
見
と
ど
け
た
「
生
の
盲
目
的
意
志
」、
生

き
ん
と
す
る
欲
望
の
働
き
に
探
っ
て
、「
リ
ビ
ド
ー
」
の
観
念
を
立
て
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る27

）
。

し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
れ
ら
も
ま
た
、
世
界
に
つ
い
て
の
解
釈
に
す
ぎ

な
い
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観

に
と
っ
て
か
わ
る
よ
う
な
世
界
解
釈
を
な
す
こ
と
自
体
を
、
彼
は
「
権
力
意

志
」
の
現
れ
と
考
え
る
は
ず
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
和
辻
哲
郎
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
意
識
に
対
す
る

関
心
の
あ
り
方
に
注
意
を
払
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
ら
の
関
心
の
あ
り
方
と
比
較
さ

せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
和
辻
哲
郎
自
身
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
の

方
向
は
、
す
べ
て
の
意
識
を
「
認
識
」
寄
り
に
理
解
す
る
も
の
で
、
そ
の
意
味

で
、
和
辻
哲
郎
の
い
う
「
直
接
な
内
的
経
験
」
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
直
接
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経
験
」
の
語
を
半
ば
借
り
て
は
い
る
も
の
の
、
流
動
す
る
内
的
経
験
を
指
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
そ
し
て
和
辻
は
、
そ
の
「
内
的
経
験
」
を
「
人

格
」
と
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
い
る
。

実
際
、
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』「
序
論
」
は
、

ニ
イ
チ
ェ
の
哲
学
は

…
…
直
接
な
る
内
的
経
験
の
表
出
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
概
念
や
思
想
の
奥
に
は

彼
の
人
格
が
強
い
必
然
的
な
動
力
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る

と
は
じ
ま
っ
て

い
る
。
そ
の
す
ぐ
あ
と
に

人
格
や
深
い
内
的
経
験

と
並
列
関
係
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
格
を
探
る
の
に
、
病
理
学
の
方
向
を
と
る
よ
う

な
研
究
は

邪
道

で
あ
り
、

行
き
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い

と
さ
れ28

）
、
ニ
ー

チ
ェ
の
哲
学
は
、
あ
く
ま
で
も
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
に
探
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る29

）
。

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
本
論
に
お
い
て
も
、
和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と

精
神
障
害
と
を
結
び
つ
け
る
見
解
を
極
力
退
け
て
い
る30

）
。

こ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
の
病
理
学
的
な
「
研
究
」
が
ド
イ
ツ
で
出
て

い
た
か
ら
だ
。
そ
の
翻
訳
書
も
、
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
刊
行
さ
れ

る
一
カ
月
前
に
は
刊
行
さ
れ
て
い
た

Ｐ
・
メ
エ
ビ
ウ
ス
著
、
三
浦
白
水
抄
訳

『
ニ
イ
チ
エ
の
人
格
及
哲
学
』
警
醒
社
書
店
、
一
九
一
三
年
九
月
）
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
和
辻
は

友
人
の
医
者
に
そ
の
梗
概
を
聞
い
た
に
す
ぎ
な
い31

）

と
記
し
て

い
る
。

一－

七

真
理
に
つ
い
て

和
辻
哲
郎
は
、
ま
た
「
真
理
は
生
の
た
め
に
有
用
な
観
念
」
と
す
る
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
の
見
解
と
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
は
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
述
べ
て
い
る32

）
。

先
に
引
い
た
な
か
に
も
、
断
片
四
七
四
に

私
た
ち
の
意
識
す
る
も
の
の
尺
度

は
、
意
識
化
の
粗
雑
な
有
用
性
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る

と
あ
っ
た
。
が
、

は
た
し
て
、
こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
論
文
集
『
信
じ
る
意
志
』（
一
八
九
七
）

で
、
知
的
領
域
で
真
偽
を
決
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
命
題
は
、
そ
れ
を
信
じ
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
「
真
」
に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
宗

教
の
価
値
が
相
対
的
に
低
く
な
っ
て
い
た
と
き
に
、
信
仰
す
る
人
に
と
っ
て
、

宗
教
は
「
真
」
で
あ
り
、
有
用
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
説
い
た

の
で
、
国
際
的
に
広
く
知
ら
れ
た
。
こ
こ
に
も
「
真
理
」
の
相
対
化
が
な
さ
れ

て
い
る
の
は
た
し
か
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
有
用
性
を
め
ぐ
る
相
対
主
義
の

立
場
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
有
用
性
の
欺
瞞
を
暴
き
、「
真
理
」
と
は
、

所
詮
、
そ
ん
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
ニ
ー
チ
ェ
の
立
場
で
あ
る
。

「
真
理
」
の
相
対
化
と
そ
の
有
用
性
を
め
ぐ
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
ニ
ー
チ
ェ

は
、
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
位
置
に
い
る
の
だ
。

ニ
ー
チ
ェ
が
企
ん
だ
の
は
、「
真
理
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
志
向
す
る
こ
と

自
体
を
相
対
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
、
自
然
科
学
が
前
提
と
す
る

「
法
則
性
」
を
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
主
張
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
だ
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
権
力
意
志
の
「
真
実
性
」
を
説
く

こ
と
を
も
っ
て
、
和
辻
は
、「
権
力
意
志
」
を
ニ
ー
チ
ェ
の
「
絶
対
的
真
理
」

と
み
な
し
、
ニ
ー
チ
ェ
が
観
念
論
の
説
く
「
真
理
」
を
た
だ
「
真
理
」
と
し
て

攻
撃
す
る
の
は
、
用
語
法
と
し
て
は
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る33

）
。
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ニ
ー
チ
ェ
は
、
遺
稿
『
権
力
へ
の
意
志
』
の
「
認
識
と
し
て
の
権
力
の
意
志
」

の
章
で
、
観
念
論
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
ひ
と
が
、
そ
れ
ま
で
「
真
理
」
と
し
て

措
定
し
て
き
た
こ
と
を
、
水
準
や
位
相
や
角
度
を
変
え
て
、
次
つ
ぎ
に
相
対
化

し
て
ゆ
く
が
、
何
に
対
し
て
「
真
理
」
や
「
真
実
」
の
語
を
用
い
て
い
る
の
か

さ
え
考
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
読
み
わ
け
さ
え
す
れ
ば
、

読
者
は
混
乱
な
ど
し
な
い
。

た
と
え
ば
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
に
は

唯
一
の
真
理

の
語
が
登
場
す
る
。

そ
れ
は
、
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
が
自
ら
、
阿
呆
で
あ
り
、
詩
人
に
す
ぎ
な
い
と
嘆

く
歌
の
な
か
で
の
こ
と
。
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
が

あ
ら
ゆ
る
真
理
か
ら
、
追
放

さ
れ
た
身
の
上

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
指
し
て

唯
一
の
真

理

と
い
っ
て
い
る
の
だ34

）
。
ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
が
発
狂
直
前
に
し
あ
げ
た
『
こ

の
人
を
見
よ
』(E

cce h
om
o
, 1888,

p
u
b
. 1908)

の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば

古

い
真
理
は
も
う
お
し
ま
い
だ35

）

と
か
、

数
千
年
に
わ
た
る

を
相
手
に
真
理

が
闘
う
の
だ
か
ら36

）

と
か
、

こ
れ
ま
で
「
真
理
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
す
べ
て

の
も
の
は
噓
の
最
も
有
害
で
、
最
も
陰
険
で
、
最
も
地
下
的
形
式
だ
と
看
破
せ

ら
れ
て
い
る37

）

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
権
力
の
意
志
』
の
「
認
識
と
し
て
の
権
力
の
意
志
」
の
章
に
登
場
す
る

「
真
理
」
は
、『
こ
の
人
を
見
よ
』
か
ら
引
い
た
三
番
目
の

こ
れ
ま
で
「
真

理
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
す
べ
て
の
も
の

の
意
味
で
あ
り
、
み
な
カ
ッ
コ
つ
き

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
に
登
場
す
る
「
真
理
」
と
い
う
語
を
読
ん
で
、

概
念
が
混
乱
し
て
い
る
と
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が

「
真
理
」
を
相
対
化
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
承
知
し
て
お
り
、
実
際
、
読
み
わ

け
て
い
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
辻
は
そ
れ
を
概
念
の
「
混
乱
」
と
い

い
、
そ
れ
を
ニ
ー
チ
ェ
の

芸
術
家
的
直
覚38

）

の
な
せ
る
わ
ざ
と
す
る
。
同
一

の
用
語
を
多
義
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、「
混
乱
」
と
い
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
同
一
の
語
は
同
一
の
意
味
で
統
一
さ
れ
て
い
な
く
て
は
体
系
と

し
て
整
っ
て
い
な
い
と
い
う
考
え
、
そ
し
て
、
体
系
に
は
唯
一
の
「
真
理
」
が

貫
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
、
そ
う
い
わ
せ
て
い
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
そ
の
「
混
乱
」
を
「
混
乱
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
和
辻
哲
郎
の

「
体
系
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え
方
の
方
な
の
だ
。

こ
れ
を
、
当
時
の
和
辻
哲
郎
の
年
齢
や
ニ
ー
チ
ェ
研
究
が
緒
に
つ
い
た
ば
か

り
と
い
う
歴
史
的
限
界
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
哲
学
の
「
体
系
」
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
和
辻
哲
郎
の
考
察
を
縛
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

か
ら
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
和
辻
哲
郎
は
、
自
身
の
考
え
る
哲
学
「
体
系
」
の
う

ち
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
生
成
流
動
す
る
記
述
を
お
さ
め
て
し
ま
お
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

一－

八

生
命
主
義
の
哲
学

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
オ
イ
ケ
ン
の
ニ
ー
チ
ェ
論
が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
先
に
ふ
れ
た
。
が
、
最
も
多
く
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ン
メ

ル（
G
eo
rg
 
S
im
m
el,

1858-1918）

の
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ

ェ
』(S

ch
open

h
au
er
 
u
n
d
 
N
ietzsch

e
,
1907)

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
示

さ
れ
た
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
は
、
全
体
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル(G

eo
rg W

ilh
elm

 
F
ried

rich H
eg
el,

1770-1831）

に
代
表
さ
れ
る
概
念
の
哲
学
に
対
し
て
、「
生
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の
哲
学
」(L

eb
en
sp
h
ilo
so
p
h
ie )

の
流
れ
に
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
も
ま
た
、
実
は
「
生
の
哲
学
」
の
流
れ
と
無
縁
で
は
な
い39

）
の
だ
が
、
そ

れ
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

「
生
の
哲
学
」
の
流
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー（

A
rth
u
r

 
S
ch
o
p
en
h
a
u
er,

1788-1860）

、
ニ
ー
チ
ェ
を
先
駆
者
と
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ

（
W
ilh
elm

 
D
ilth

ey
,
1833-1911）

、
オ
イ
ケ
ン
、
ジ
ン
メ
ル
と
並
べ
る
の
が
一

般
的
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
和
辻
哲
郎

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
名
は
登
場
し
な
い
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
理
性
を
「
生
命
」
で
置
き
換
え
る
こ
と

を
主
張
し
、
新
し
く
精
神
科
学
の
構
想
を
立
て
た
人
で
、
東
京
帝
国
大
学
に
専

科
生
と
し
て
、
一
八
九
一
｜
九
四
年
に
籍
を
置
い
た
西
田
幾
多
郎
は
、『
善
の

研
究
』
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
参
照
し
て
い
る
が40

）
、「
内
部
生
命
」
の
発
現
と

し
て
「
真
の
哲
学
」
を
考
え
る
和
辻
哲
郎
に
は
肌
が
あ
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

加
え
て
、
価
値
の
転
換
を
は
か
っ
た
哲
学
者
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
を
あ
つ
か
う

和
辻
哲
郎
の
態
度
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ニ
ー
チ
ェ
が
『
反
時
代
的
考
察
』(U

n
-

zeitgem
asse

 
B
etrach

tu
n
gen

,
1873-76)

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
退
廃
を
批

判
し
、
新
た
な
天
才
の
出
現
に
よ
る
価
値
転
換
を
唱
え
、
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢

は
終
生
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
が
、
新
カ
ン
ト
派
と
り
わ
け
西
南
ド
イ
ツ
派

受
容
期
の
日
本
の
哲
学
界
の
動
き
の
反
映
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
お
も

し
ろ
い
こ
と
に
、
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
者
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
リ
ッ
ケ
ル
ト

（
H
ein
rich

 
R
ick

ert,
1863-1936）

に
よ
る
「
生
の
哲
学
」（
一
九
二
一
）
は
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
ル
ト
マ
ン
ら
ド
イ
ツ

の
「
生
の
哲
学
」
の
流
れ
の
一
部
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ア
メ
リ
カ

の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ

な
ど
を
一
括
し
て
、
生
物
と
し
て
の
生
命
を
根
本
に
お
く
思
想
、
す
な
わ
ち

“B
io
lo
g
ism

u
s”

（
生
物
学
主
義
）
と
一
括
し
、
そ
れ
自
体
は
文
化
的
な
価
値

を
生
ま
な
い
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
田
辺
元
（
一
八
八
五
｜
一
九
六

二
）
が
「
文
化
の
概
念
」（
一
九
二
二
）
で
紹
介
し
た
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
精
神
文
化
の
価
値
を
説
く
た
め
に
、
否
定
的
な
意
味
で

“B
io
lo
g
ism

u
s”

の
語
を
用
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
田
辺
元
は
、
そ
れ
を

「
生
命
主
義
」
と
翻
訳
し
、

現
代
の
思
想
を
支
配
す
る
基
調
と
し
て
生
命
の
創

造
的
活
動
を
重
ん
ず
る
傾
向
の
存
在
す
る
こ
と

を
認
め
、

生
命
主
義
の
立

場
に
於
け
る
文
化
の
意
味

を
説
い
て
い
る
。

自
然
の
一
成
員
と
し
て
の
人

間

が
精
神
、
物
質
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
生
活
内
容
を
豊
富
に
し
、
心
身
の

欲
求
を
自
由
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
文
化
」
で
あ
る
と
い

う41
）

。
田
辺
元
は
、

生
命
主
義
」に
立
つ
「
文
化
主
義
」
を
唱
え
て
い
る
わ
け
だ
。

そ
の
う
え
で
、
社
会
的
な
不
公
正
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
闘
争
状
態
は
「
合
法

的
理
性
」
に
よ
っ
て
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
つ
け
加
え
て
い
る
。

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
が
、
田
辺
元
の
唱
え
る

生
命
主
義
」に
立
つ

「
文
化
主
義
」、
す
な
わ
ち
大
正
生
命
主
義
の
一
翼
を
担
い
、
そ
れ
を
先
導
し
た

書
物
の
一
冊
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
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二

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
ま
で

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、「
宇
宙
生
命
」
な
る
観
念
を
「
真
の
哲

学
」
の
淵
源
に
す
え
て
い
た
。「
宇
宙
生
命
」
な
る
観
念
は
、
い
っ
た
い
、
い

か
に
し
て
和
辻
哲
郎
の
う
ち
に
胚
胎
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
宇
宙
の
目
的
を
も
た

な
い
活
動
性
、
流
動
性
を
唱
え
る
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
か
ら
の
刺
戟
も
大
き
く
働

い
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
の
刺
戟
、
そ
し

て
、
オ
イ
ケ
ン
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
、

す
で
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
和
辻
哲
郎
の
哲
学
的
個
性

を
築
い
た
も
の
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
ふ
く
む
「
生
の
哲

学
」
の
流
れ
や
「
新
ロ
マ
ン
主
義
」、「
新
カ
ン
ト
派
」
の
受
容
と
と
も
に
、
こ

の
時
期
の
日
本
の
哲
学
界
の
動
き
を
よ
く
映
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
に
披
瀝
さ
れ
て
い
る
若
き
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
の
形
成
に
つ
い
て
、
彼
の

ニ
ー
チ
ェ
へ
の
接
近
の
軌
跡
と
い
う
観
点
か
ら
概
括
し
て
お
こ
う
。

日
本
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
紹
介
は
、
登
張
竹
風
（
一
八
七
三
｜
一
九
五
五
）

が
一
八
八
八
年
こ
ろ
に
先
鞭
を
つ
け
、
ニ
ー
チ
ェ
歿
後
、
一
九
〇
一
年
に
高
山

樗ちよ
牛ぎゆう
「
文
明
批
評
家
と
し
て
の
文
学
者
」
が
喧
伝
し
、
そ
の
年
、
桑
木
厳
翼

（
一
八
七
四
｜
一
九
四
六
）
が
概
説
書
を
ま
と
め
て
開
始
さ
れ
た
。
和
辻
哲
郎
の

出
発
期
の
著
作
に
、
こ
の
樗
牛
に
よ
る
喧
伝
の
こ
だ
ま
が
響
い
て
い
る
。

二－

一

高
山
樗
牛
か
ら
シ
ョ
ー
へ

和
辻
哲
郎
が
十
八
歳
の
と
き
、
第
一
高
等
学
校
の
『
校
友
会
雑
誌
』
に
寄
せ

た
エ
ッ
セ
イ
「
霊
的
本
能
主
義
」

一
九
〇
七
）
は
、
現
代
青
年
の
課
題
を
霊

性

精
神
性
）の
改
革
に
す
え
、「
個
性
の
宗
教
」
を
訴
え
、
低
俗
を
の
の
し
っ

た
が
、
そ
れ
に
は
、
高
山
樗
牛
（
一
八
七
一
｜
一
九
〇
二
）
が
、「
美
的
生
活
を

論
ず
」（
一
九
〇
一
）
で
「
肉
の
本
能
」
に
立
つ
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
に
対

す
る
対
抗
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る42

）
。
樗
牛
の
主
張
は
、
和
辻
哲
郎
よ
り
六
歳
上

の
一
高
の
先
輩
、
阿
部
次
郎
（
一
八
八
三
｜
一
九
五
九
）
ら
に
は
、
ま
る
で

「
個
人
主
義
」
の
ラ
ッ
パ
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た43

）
。
日
清
戦
争
前
後

か
ら
知
的
青
年
た
ち
を
襲
っ
た
「
人
生

な
い
し
は
人
性
、
人
間
の
本
質
）い
か

に
あ
る
べ
き
か
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
の
煩
悶
に
強
く
訴
え
る
高
山
樗
牛

の
筆
の
力
を
、
早
熟
だ
っ
た
和
辻
哲
郎
が
早
く
か
ら
指
標
と
し
て
意
識
し
て
い

た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

そ
し
て
、
樗
牛
の
初
期
の
評
論
「
巣
林
子
の
人
生
観
」

一
八
九
五
）
は
、

近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
を
題
材
に
し
て
、
情
死
こ
そ
、

幸
福
な
る
愛
の
最

後44
）

と
論
じ
て
い
る
が
、
和
辻
哲
郎
も
一
高
『
校
友
会
雑
誌
』
一
七
七
号
（
一

九
〇
八
年
六
月
）
の
「
前
号
批
評
」
欄
に
、

近
代
の
物
質
的
な
虚
無
な
思
想
の

煩
悶

を
書
く
「
自
然
主
義
」
は
、
現
代
日
本
に
は
ま
す
ま
す
必
要
だ
が
、
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
情
死
文
学
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
方
向
に
あ
り
、

す
べ
て
の

情
死
は
人
情
の
勝
利
で
あ
る
、
暗
黒
で
な
く
て
光
明
で
あ
る

と
記
し
て
い
る45

）
。

情
死
を
美
化
す
る
点
に
お
い
て
は
樗
牛
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
高
校
時
代
の
和
辻

は
、
精
神
性
に
か
け
る
方
向
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
和
辻
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哲
郎
が
ニ
ー
チ
ェ
の
名
を
知
っ
た
の
は
、
や
は
り
高
山
樗
牛
の
文
章
に
ふ
れ
て
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

和
辻
哲
郎
の
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
関
心
は
、
一
九
一
〇
年
、「
シ
ョ
ー
に
及
ぼ
し

た
る
ニ
イ
チ
ェ
の
影
響
」
あ
た
り
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
帝
国
大
学
に
入
学
し

た
時
期
の
和
辻
哲
郎
は
、
小
説
や
戯
曲
を
書
き
、
ま
た
内
外
の
小
説
や
戯
曲
、

日
本
で
の
演
劇
上
演
に
つ
い
て
、
文
科
大
学
の
同
人
雑
誌
『
帝
国
文
学
』
に
、

編
集
委
員
と
し
て
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
イ
ギ
リ
ス
で
人
気
の
高

い
劇
作
家
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー（

G
eo
rg
e B

ern
a
rd S

h
a
w
,
1856-1950）

の
戯
曲
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
シ
ョ
ー
が
『
バ
ー
バ
ラ
少
佐
』(M

a
jo
r

 
B
a
rb
a
ra
,
1905）

の
序
文
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
を
否
定
し
て
い
る
こ
と46

）
に
ふ

れ
な
が
ら
、
し
か
し
、
シ
ョ
ー
の
『
人
と
超
人
』（

M
an
 
an
d
 
S
u
perm

an
,

1903）

に
し
て
も
『
バ
ー
バ
ラ
少
佐
』
に
し
て
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
す
べ
て
の

価
値
転
換
』
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
読
む
と
き
、
生
彩
を
放
つ
も
の
に
な
る
と

述
べ
て
い
る
。
和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
稿
を
妹
が
編
集
し
た
『
権
力
へ

の
意
志
』
な
ど
を
ナ
ウ
マ
ン
・
ポ
ケ
ッ
ト
版
（
全
十
巻
）
で
読
ん
で
い
た
と

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
記
し
て
い
る47

）
。

歓
楽
の
子
、
狂
熱
的
な
個
性
主
義
に
憧
れ
る
和
辻
哲
郎
の
当
時
の
関
心
は
、

し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
よ
り
も
、
シ
ョ
ー
の
方
が
勝
っ
て
い
た
。
以
後
、
和
辻
哲

郎
は
、
シ
ョ
ー
の
戯
曲
の
翻
訳
や
、
そ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
え
な
が
ら
、
恋
情
を
肯

定
す
る
戯
曲
や
小
説
を
試
み
て
ゆ
く
。
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ

ン
ズ（

A
rth
u
r
 
S
y
m
o
n
s,

1865-1945）

の
演
劇
論
、“T

h
ea
tre;

P
o
etry

 
a
n
d M

elo
d
ra
m
a
”

の
翻
訳
も
あ
る
。
一
九
一
一
年
に
、
演
劇
な
い
し
は
戯
曲
、

小
説
を
離
れ
た
関
心
と
い
え
ば
、「
象
徴
主
義
の
先
駆
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ

イ
ク
」（『
帝
国
文
学
』
二
月
号
）
と
「
田
中
王
堂
『
書
斎
よ
り
街
頭
へ
』
に
つ

い
て
」（『
帝
国
文
学
』
六
月
号
）
の
二

く
ら
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
両

者
と
も
に
、
ニ
ー
チ
ェ
が
登
場
す
る
。

前
者
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
詩
壇
の
若
手
詩
人
、
批
評
家
、
ヒ
ュ
ネ

ッ
カ
ー（

H
u
n
eck

er,

不
詳
）
と
イ
エ
ー
ツ（

W
illia

m
 
B
u
tler Y

ea
ts,

1865-

1939）

に
よ
る
ブ
レ
イ
ク
論
の
翻
訳
紹
介
で
あ
る
。
イ
エ
ー
ツ
が
ブ
レ
イ
ク
と

ニ
ー
チ
ェ
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
条
に
和
辻
が
惹
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ

ろ
う
。

二－

二

ニ
ー
チ
ェ
へ
の
接
近

「
田
中
王
堂
『
書
斎
よ
り
街
頭
へ
』
に
つ
い
て
」
は
、
個
人
の
具
体
的
な
生

活
欲
を
基
礎
に
、
各
瞬
間
に
個
性
の
充
実
を
目
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的

な
価
値
で
あ
る
真
善
美
（
科
学
・
道
徳
・
芸
術
、
認
識
・
実
行
・
成
美
）
の
理
想

に
向
か
う
こ
と
を
説
く
田
中
王
堂
（
一
八
六
七
｜
一
九
三
二
）
の
著
書
の
書
評
。

田
中
王
堂
は
、
機
能
主
義
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
と
象
徴
主
義
（
サ
ン
ボ
リ
ズ

ム
）
を
あ
わ
せ
た
「
人
生
論
」、
生
活
欲
に
発
す
る
文
明
批
評
に
こ
の
こ
ろ
か

ら
活
躍
し
て
い
た
。「
人
生
論
」
は
、
日
清
戦
争
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
盛
ん

に
な
る
「
修
養
」
ブ
ー
ム
の
な
か
で
流
行
を
見
せ
た
も
の
で
、
人
間
と
は
何
か
、

人
生
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
め
ぐ
り
、
宇
宙
の
本
体
か
ら
生
活
の
些
事
に

わ
た
っ
て
、
哲
学
と
も
芸
術
論
と
も
道
徳
論
と
も
つ
か
な
い
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ

類
が
、
そ
う
呼
ば
れ
た
。
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和
辻
は
、
そ
こ
で
、
ま
ず
、『
書
斎
よ
り
街
頭
へ
』
が

世
の
健
全
な
る
方

面
を
代
表
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
識
者
の
一
団
に
対
し
痛
烈
な
る
打
撃
を
与
え
た

こ
と

に

熱
い
感
謝

を
述
べ
て
い
る48

）
。
王
堂
の

ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
、
ロ
ー

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
お
よ
び
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
見
解
は
、
暗
示
に
富
ん
だ
面

白
い
も
の49

）

と
も
い
う
が
、「
道
学
者
」
に
対
す
る
痛
罵
は
基
準
が
明
確
で
な

い
、
威
張
っ
て
い
る
わ
り
に
権
威
が
足
り
な
い
、
も
っ
と
痛
烈
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
要
望
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
派
へ
の
反
抗
の
姿
勢
、
そ
し
て
、

痛
烈
な
表
現
を
好
む
和
辻
の
姿
勢
は
、「
霊
的
本
能
主
義
」
か
ら
、
す
で
に
う

か
が
え
る
。

そ
し
て
、
和
辻
は
、『
書
斎
よ
り
街
頭
へ
』
に
「
四
」
と
し
て
収
録
し
て
あ

る
「
ニ
イ
チ
エ
の
ザ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
を
論
ず
」（
初
出
は
『
新
小
説
』
一
九
一
〇
年

九
月
号
）
に
着
目
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
の

“G
ru
n
d
stim

m
u
n
g
”

（
根
本
を
な
す
気
分
）
に
注
目
し
て
い
る
。
王
堂
の
「
ニ

イ
チ
エ
の
ザ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
を
論
ず
」
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
説
く
「
超
人
」
の
名
ば

か
り
が
流
行
し
て
、
そ
の
意
義
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
は
じ
め
て
は
い

る
が
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
に
つ
い
て
、
要
す
る
に
「
超
人
」
へ
の
憧
憬
ば

か
り
が
先
に
た
っ
て
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
は
ず
の
社
会
改
造
、
人
格
改
造
に
向

か
っ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る50

）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の

立
場
に
は
種
々
の
矛
盾

が
あ
る
が
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
は

い
か
に
も

チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
ド
グ
マ
で
は
な
い
か

、
王
堂
は
、
そ
の
芸
術
品
と
し
て
の

鑑
賞
を
怠
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の“G

ru
n
d
stim

m
u
n
g
”

を
了
解
し
て
い
な
い
、「
超

人
」
も

な
お
、
思
想
を
形
造
る
に
至
ら
な
い
一
の

S
tim

m
u
n
g

で
は
な
い

だ
ろ
う
か

と
述
べ
て
い
る51

）
。

こ
の
と
き
、
和
辻
は
、
ま
だ
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
全
容
と
正
面
か
ら
取
り
組

ん
で
い
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
、
ド
イ
ツ
の
批
評
家

に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
論
も
少
し
ず
つ
翻
訳
さ
れ
、
生
田
長
江
（
一
八
八
二
｜
一
九

三
六
）
が
し
き
り
に
論
じ
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
触
れ
つ
つ
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト

ラ
』
な
ど
を
覗
い
て
み
た
程
度
だ
っ
た
と
思
う
。

ほ
ぼ
半
年
後
、「
シ
ョ
ー
と
エ
デ
キ
ン
ト
と
の
比
較
」（『
帝
国
文
学
』
一
九
一

二
年
一
月
号
）
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
と
ド
イ
ツ
の
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ

ス
ム
ス
の
劇
作
家
、
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト（

F
ra
n
k
 
W
ed
ek
in
d
,
1864-1918）

を
並

べ
て
論
じ
た
ド
イ
ツ
の
評
論
を
紹
介
し
な
が
ら
、
和
辻
哲
郎
は
た
め
ら
い
な
く

シ
ョ
ー
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
。
ふ
つ
う
、
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
は
ニ
ー
チ
ェ
の
影

響
を
受
け
て
、
性
欲
の
力
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
悲
劇
を
書
い
た
作
家
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
和
辻
は
、
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
の
思
想
が
性
欲
に
限
定
さ
れ
て
い
る

に
比
べ
て
、
シ
ョ
ー
は
ち
が
う
と
い
う
。

シ
ョ
ー
は
宇
宙
根
本
の
実
在
と
し

てlife fo
rce

と
い
う
も
の
を
認
め
た
。
彼
の
「
生
活
力
」
は
ち
ょ
う
ど
「
電

子
」
と
ニ
イ
チ
ェ
の
「
力
」
を
調
合
し
た
よ
う
な
も
の
で
、
昔
の
人
の
信
じ
た

神
の
よ
う
な
勢
力
を
持
っ
て
い
る52

）

と
。

「
電
子
」
は
、
当
時
で
は
、
宇
宙
の
根
本
を
な
す
微
粒
物
質
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、

シ
ョ
ー
は
宇
宙
根
本
の
実
在
と
し
てlife fo

rce

と
い
う
も
の
を

認
め
た

と
い
う
表
現
は
、
和
辻
哲
郎
の
脳
裏
に
「
宇
宙
生
命
の
力
」
と
い
う

観
念
が
宿
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

他
方
、
和
辻
は
、こ
の
と
き
、ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
の
原
理
と
し
て
、「
力
」、す
な
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わ
ち
「
権
力
」
を
認
識
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
の
底
に
は
「
欲
動
の

力
」
が
あ
る
と
す
る
考
え
が
す
で
に
見
て
と
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
和
辻
は
、

そ
れ
を
「
生
活
の
力
」
な
い
し
は
「
生
命
の
力
」
の
よ
う
に
も
理
解
し
て
は
い

な
い
。
シ
ョ
ー
の
い
う“life fo

rce”

は
、
そ
れ
と
も
異
な
る
世
界
原
理
だ
と

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
の
和
辻
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
」
を

「
宇
宙
生
命
」
と
い
う
観
念
と
結
び
つ
け
る
考
え
は
芽
生
え
て
お
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
を
「
宇
宙
生
命
」
な
る
観
念
を
原
理
と
す
る
哲
学
の
流
れ

の
一
環
と
す
る
考
え
に
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。ち

な
み
に
和
辻
の
著
作
の
な
か
に

人
類
の
普
遍
的
生
命53

）

と
い
う
観
念
が

登
場
す
る
の
は
、「
イ
ブ
セ
ン
の
『
野
鴨
』
を
読
み
て
ま
さ
に
来
た
ら
ん
と
す

る
人
の
世
の
悲
劇
を
思
う
」（『
帝
国
文
学
』
一
九
〇
八
年
二
月
号
）
が
最
初
だ
ろ

う
。
一
切
の
虚
偽
を
打
破
し
て
個
性
に
生
き
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
思
想
を
展

開
す
る
な
か
で
、
そ
の
人
生
観
に
対
比
し
て
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ（

L
ev
 
N
i-

k
o
la
ev
ich
 
T
o
lsto

y
, 1828-1910）

の
人
類
愛
を
見
て
い
た
。「
シ
ョ
ー
と
エ
デ

キ
ン
ト
と
の
比
較
」
に
お
い
て
、
和
辻
は
、
こ
の
個
性
と
、
そ
し
て
人
類
を
飛

び
越
え
た
「
宇
宙
生
命
」
と
い
う
絶
対
普
遍
の
観
念
を
、
シ
ョ
ー
の
思
想
の
う

ち
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

二－

三

ニ
ー
チ
ェ
研
究
へ

「
哲
人
主
義
の
価
値
｜
田
中
王
堂
先
生
に
」（『
帝
国
文
学
』
一
九
一
二
年
九
月

号
）
は
、
そ
れ
か
ら
、
半
年
以
上
の
ち
の
文
章
。
和
辻
哲
郎
は
、
王
堂
の
近
著

『
哲
人
主
義
』
を
紹
介
し
、
そ
の
主
張
の
全
般
は
認
め
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
、

象
徴
的
表
現
で
、
外
形
的
な
一
般
論
に
す
ぎ
ず
、
欲
望
に
つ
い
て
も
生
理
学
や

心
理
学
の
説
明
は
な
い
し
、
身
体
と
の
関
係
も
説
か
な
い
、

欲
望
の
根
底
が

明
ら
か
で
な
い

、

内
的
経
験
を
顧
み
な
い54

）

、
宗
教
の
内
容
に
も
ふ
れ
な
い
、

内
的
直
観
を
尊
重
し
な
い
な
ど
と
批
判
を
な
ら
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
田
中
王

堂
に
よ
る
哲
人
主
義
は
、
多
数
者
の
愚
昧
に
有
効
に
働
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
で
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
で
も
、「
哲
学
者
の
直
覚
の
表
現
」
は

「
暗
示
的
象
徴
的
」
に
な
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
限
界
、
す
な
わ
ち
概
念
の

混
乱
を
指
摘
し
て
い
た
。
批
判
の
型
と
し
て
は
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
来
、

「
現
象
界
の
総
合
的
関
係55

）
」
を
洞
察
す
る
天
才
者
の
鋭
い
直
覚
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
な
る
こ
と
ば
は
、
民
衆
に
は
届
か
な
い
と
い
う
意
見
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の

『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
。

王
堂
の
説
く
日
本
現
代
文
明
の
批
評
に
対
し
て
も
、
道
徳
の
改
造
、
新
道
徳

の
樹
立
を
い
う
の
は
よ
い
が
、「
忠
孝
」
や
儒
教
主
義
の
復
活
な
ど
、
個
々
の

特
殊
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
加
え
、
標
準
と
な
る
指
針
を
与
え
よ
と

注
文
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
、
岩
波
改
訂
版
『
全
集
』
第
二
一
巻
の

解
説
者
、
湯
浅
泰
雄
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
後
年
、
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
体
系

を
育
て
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
苗
床
、
つ
ま
り
国
民
道
徳
論
の
原
型
が
あ
る
と

い
っ
て
よ
い56

）
。

そ
し
て
、
一
九
一
二
年
、「
評
論
の
力
」（『
帝
国
文
学
』
十
月
号
）
は
、
高
山
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樗
牛
の
著
作
を
読
み
返
し
て
、

た
と
え
彼
の
評
論
の
内
容
が
幼
稚
で
あ
っ
た

に
し
て
も
、
彼
の
信
仰
と
態
度
に
は
彼
の
評
論
を
高
む
る
あ
る
尊
い
も
の
が
ひ

そ
ん
で
い
た57

）

と
述
べ
、
ひ
る
が
え
っ
て
今
日
の
批
評
家
に
つ
い
て
、
討
議
す

る
態
度
の
不
足
な
ど
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

樗
牛
の
「
美
的
生
活
を
論
ず
」（
一
九
〇
一
）
な
ど
は
、
登
張
竹
風
に
よ
っ

て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
紹
介
の
一
端
を
自
己
流
に
解
釈
し
た
も
の
に

す
ぎ
ず
、
こ
の
時
期
の
和
辻
か
ら
見
れ
ば
「
幼
稚
」
の
一
言
で
か
た
づ
け
て
も
、

け
っ
し
て
不
遜
に
は
あ
た
ら
な
い
の
だ
が
、
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
と
き
、

和
辻
哲
郎
が
高
山
樗
牛
の
著
作
の
一
部
に
目
を
と
お
し
て
み
た
と
い
う
、
そ
の

一
事
で
あ
る
。
和
辻
哲
郎
の
ニ
ー
チ
ェ
と
の
取
り
組
み
が
本
格
化
し
、
あ
る
い

は
、
す
で
に
一
段
落
つ
い
た
の
ち
に
、
そ
れ
が
な
さ
れ
た
と
い
う
推
測
が
な
り

た
と
う
。
和
辻
哲
郎
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と
格
闘
し
、
ほ
ぼ
、
そ
れ
を
了
解
し

た
と
思
っ
た
と
き
、
先
輩
、
高
山
樗
牛
を
踏
み
こ
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
、

そ
し
て
、
読
者
に
感
銘
を
与
え
る
樗
牛
の
筆
の
調
子
の
高
さ
に
讃
辞
を
贈
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
詩
的
な
散
文
の
魅
力
を
十
分
に
味
わ
っ
た

こ
と
の
影
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
年
、「
安
倍
能
成
氏
の
努
力
｜
オ
イ
ケ
ン
の
翻
訳
に
つ
い
て
」

が
書
か
れ
る
。
ル
ド
ル
フ
・
オ
イ
ケ
ン
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
、
二
十
世
紀

初
頭
の
哲
学
者
と
し
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
な
ら
ん
で
国
際
的
に
ひ
ろ
く
知
ら

れ
、
一
九
〇
八
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
て
お
り
、
日
本
で
も
注
目
さ

れ
て
い
た
。
自
然
主
義
思
潮
に
反
対
し
、
高
い
精
神
生
活
に
価
値
を
お
い
て

「
新
理
想
主
義
」
を
唱
え
た
オ
イ
ケ
ン
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
家
た
ち
の

精
神
生
活
史
と
も
い
う
べ
き
著
作
を
『
大
思
想
家
之
人
生
観
』（
一
八
九
〇
）

と
し
て
、
一
高
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
の
先
輩
、
安
倍
能
成
が
翻

訳
出
版
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
オ
イ
ケ
ン
の
著
書
が

内
生
活
に
窮
迫
を
持
っ

て
い
る
人
に

強
く
迫
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
翻
訳
が
待
た
れ
て
い
た
こ
と
、

内
面
的
情
調
が
ど
れ
ほ
ど
よ
く
翻
訳
せ
ら
れ
た
か

と
い
う
観
点
か
ら
讃
辞

が
述
べ
ら
れ
て
い
る58

）
。
そ
の
第
三

第
三
章
第
四
節
は
「
実
在
論
に
対
す
る
反

動
、
主
観
主
義
、
ニ
ー
チ
ェ
」
で
あ
る
。

和
辻
哲
郎
は
哲
学
科
の
卒
業
論
文
を
ニ
ー
チ
ェ
で
書
こ
う
と
し
て
、
主
任
教

授
、
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
五
｜
一
九
四
四
）
か
ら
許
さ
れ
ず
、
急
遽
、
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
論
（
英
文
）
に
変
更
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

は
、
一
九
一
二
年
の
う
ち
に
、
ニ
ー
チ
ェ
論
を
ま
と
め
る
用
意
は
、
整
っ
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
。

ま
だ
東
京
帝
国
大
学
が
九
月
入
学
、
七
月
卒
業
の
と
き
だ
か
ら
、
和
辻
の
著

作
の
途
切
れ
る
一
九
一
三
年
の
一
月
こ
ろ
か
ら
卒
業
論
文
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
論
に
着
手
し
、
そ
れ
を
仕
上
げ
た
の
ち
、
シ
ョ
ー
の
戯
曲
「
恋
を
あ
さ
る

人
」
を
翻
訳
、
ま
た
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
原
稿
を
ま
と
め
て
、
十
月
に
上
梓

す
る
に
い
た
る
と
い
う
運
び
で
あ
る
。

三

内
的
経
験
、
暗
示
象
徴
、
永
遠
回
帰
、
宇
宙
生
命

和
辻
哲
郎
『
ニ
ー
チ
ェ
研
究
』
を
養
っ
た
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
、
オ
イ
ケ
ン
、
ジ
ン
メ
ル
ら
の
海
外
の
文
献
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
新
し

い
哲
学
の
動
き
な
く
し
て
は
、
高
山
樗
牛
が
そ
う
し
た
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
を
生
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物
本
能
主
義
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
な
ど
幼
稚
と
退
け
、
い
か
な
る
宗
教
に

も
、
自
然
科
学
に
も
よ
ら
ず
に
、「
宇
宙
生
命
」
を
世
界
の
根
源
に
想
定
す
る
、

い
わ
ば
唯
生
命
論
こ
そ
が
哲
学
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
な
ど
、
そ
し
て
、
そ

の
ひ
と
つ
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
を
解
釈
す
る
構
え
を
と
る
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い

で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、
不
断
の
創
造
で
あ
る
「
宇
宙
生
命
」
を

原
理
と
し
、
一
切
を
そ
の
産
出
物
と
す
る
世
界
観
に
立
ち
、「
真
の
哲
学
者
」

は
、
そ
の
現
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
直
接
な
内
的
経
験
」
を
表
現
す
る
者
で
あ

り
、
そ
の
表
現
は
「
暗
示
的
象
徴
的
」
な
も
の
に
な
る
と
い
う
和
辻
哲
郎
の
哲

学
観
（
世
界
観
、
狭
義
の
哲
学
観
、
表
現
観
）
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
を

読
み
解
こ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
直
接
な
内
的
経
験
」
に
つ
い

て
、
そ
し
て
、
そ
の
表
現
が
暗
示
的
象
徴
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
、「
宇
宙
生

命
」
と
い
う
観
念
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
日
本
の
哲
学
・
思
想
に

お
け
る
位
置
を
考
察
し
、
和
辻
哲
郎
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

和
辻
哲
郎
に
よ
る
哲
学
の
定
義
の
要
に
な
る
「
直
接
な
内
的
経
験
」
の
語
は
、

ニ
ー
チ
ェ
と
同
時
代
、
ま
た
和
辻
哲
郎
と
同
時
代
の
哲
学
者
た
ち
が
関
心
を
向

け
て
い
た
意
識
の
働
き
を
指
す
よ
り
も
、
流
動
す
る
内
的
経
験
の
総
体
を
指
し
、

和
辻
哲
郎
は
、
そ
れ
を
「
人
格
」
と
結
び
つ
け
て
語
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

そ
の
傾
き
と

哲
学
者
の
直
覚
の
表
現

は

暗
示
的
象
徴
的

に
な
る
と
い

う
表
現
観
念
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ

の
哲
学
の
ひ
と
つ
の
要
諦
を
な
す
「
永
遠
回
帰
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
す

る
の
か
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
も
の
で
は
な
い
「
宇
宙
生
命
」
と

い
う
観
念
に
つ
い
て
、
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
の
キ
イ
ワ
ー
ド

を
な
す
、「
永
遠
回
帰
」
に
も
「
超
人
」
に
も
、
当
然
、
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三－

一

内
的
経
験
の
叙
述

和
辻
哲
郎
の
「
直
接
な
内
的
経
験
」
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

「
純
粋
経
験
」
の
問
題
意
識
を
受
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
お
そ
ら

く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
純
粋
経
験
の
世
界
」(A

 
W
o
rld
 
o
f P

u
re E

x
p
erien

ces,

1904)

を
読
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
遺
稿
エ
ッ
セ
イ
集

『
根
本
的
経
験
論
』(E

ssays in R
ad
ical E

m
piricism

)

に
収
録
さ
れ
、
一
九
一

二
年
に
は
遺
稿
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
が
。

一
九
〇
七
年
、
一
高
時
代
の
和
辻
哲
郎
の
エ
ッ
セ
イ
「
霊
的
本
能
主
義
」
に

は
先
に
少
し
ふ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
内
的
生
命
」
の
語
が
登
場
し
て
い
る
。

吾
人
相
互
の
尊
卑
は
た
だ
内
的
生
命
の
美
醜
に
定
ま
る59

）

と
。

一
九
一
一
年
の
「
象
徴
主
義
の
先
駆
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
」
の
最
後

に
も
、

彼
の
内
部
生
命
を
輝て
ら
す
も
の
は
、
彼
自
身
の
ほ
か
に
は
な
い

と

あ
る
。
文
中
、

内
部
生
命（

E
ssen

tia
l ）

と
い
う
表
記
も
見
え
る60

）
が
、
日
本

語
の
「
生
命
」
に
は
、
も
の
ご
と
の
本
質
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
和
辻
が

利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、「
内
部
生
命
」
は“in

n
er life”

の
訳
語
だ
ろ
う
。
こ

れ
が
北
村
透
谷
「
内
部
生
命
論
」

一
八
九
三
）
に
発
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
し
て
、「
安
倍
能
成
氏
の
努
力
」
に
は
、「
内
的
生
活61

）
」
な
い
し

は
「
内
生
活
」
が
登
場
し
て
い
る
。「
生
活
」
は
「
生
命
活
動
」
の
意
味
で
あ
る
。
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一
九
一
二
年
の
エ
ッ
セ
イ
で
も
、
田
中
王
堂
に
つ
い
て
の
「
哲
人
主
義
の
価

値
」
に
は
、
先
に
引
い
た
な
か
に
、「
内
的
経
験
を
顧
み
な
い
」
と
い
う
用
法

が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
外
的
経
験
」
に
対
す
る
語
で
、
こ
の

時
期
の
和
辻
哲
郎
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
指
す
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
語
を
、
文

脈
に
よ
っ
て
適
当
に
使
い
分
け
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
和
辻
の
う

ち
で
、「
内
的
経
験
」
を
「
人
格
」
と
結
び
つ
け
る
方
向
は
、
す
で
に
固
ま
っ

て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
和
辻
哲
郎
の
「
直
接
な
内
的
経
験
」
と
い
う
表
現
に
は
、
そ
の

こ
と
ば
つ
き
か
ら
し
て
、
阿
部
次
郎
の
い
う
「
内
生
活
直
写
」
が
響
い
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
。
和
辻
哲
郎
が
阿
部
次
郎
に
関
心
を
寄
せ
な
い
わ
け
は
な
い
。

阿
部
次
郎
は
、
安
倍
能
成
と
同
じ
で
和
辻
よ
り
六
歳
上
だ
が
、
一
高
文
芸
部
委

員
、
東
京
帝
国
大
学
哲
学
科
、
そ
し
て
『
帝
国
文
学
』
編
集
委
員
と
し
て
も
先

輩
で
、
一
九
〇
七
年
に
ス
ピ
ノ
ザ（

B
a
ru
ch d

e S
p
in
o
za
,
1632-77）

の
哲
学

に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
卒
業
し
、
歌
舞
伎
を
趣
味
と
し
、「
自
由
劇
場
」
を

創
始
し
た
小
山
内
薫
（
一
八
八
一
｜
一
九
二
八
）
と
親
交
を
も
っ
て
い
た
。
和

辻
哲
郎
の
初
期
の
著
作
に
は
、
歌
舞
伎
や
「
自
由
劇
場
」
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ

イ
も
あ
る62

）
。

一
九
一
一
年
八
月
、
阿
部
次
郎
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」
は
、
文
芸
を
作
品

の
造
形
に
心
を
砕
く
「
ア
ポ
ロ
ン
型
」
と
内
面
の
蠢
き
を
提
示
す
る
「
デ
ィ
オ

ニ
ソ
ス
型
」
の
ふ
た
つ
に
類
型
化
し
て
、
後
者
を
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」
と

呼
ん
で
、
内
側
か
ら
沸
き
あ
が
っ
て
く
る
も
の
の
表
出
に
か
け
る
方
向
を
訴
え

た
。
そ
し
て
、
翌
年
二
月
、「
内
生
活
直
写
の
文
学

再
び
）
」
に
よ
っ
て
、
先

の
主
張
を
、
よ
り
詳
し
く
論
じ
た
。

「
ア
ポ
ロ
ン
型
」「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
型
」が
ニ
ー
チ
ェ『
悲
劇
の
誕
生
』（

D
ie

 
G
ebu

rt d
er T

ragod
ie
,
1872）

に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

作
品
制
作
の
意
識
の
向
き
を
読
者
に
向
け
る
外
向
性
と
、
創
作
主
体
の
内
奥
か

ら
の
表
出
と
い
う
意
味
で
の
内
向
性
と
の
ち
が
い
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
用
い

た
も
の
で
、
本
来
の
意
味
と
は
隔
た
っ
て
い
る
。
読
者
の
鑑
賞
に
た
え
う
る
よ

う
に
苦
心
す
る
よ
り
も
、
内
心
の
不
定
形
な
蠢
き
を
、
い
わ
ば
そ
の
ま
ま
外
に

出
す
こ
と
に
苦
心
す
る
と
い
う
の
が
「
直
写
」
の
意
味
で
あ
る
。

阿
部
次
郎
は
、
作
者
が
自
身
の
心
の
動
き
を
、
半
分
ほ
ど
造
形
し
て
提
示
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
「
浮
彫
り
」
に
対
し
て
、
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。「
浮

彫
り
」
は
、
も
と
よ
り
「
丸
彫
り
」、
す
な
わ
ち
登
場
人
物
を
そ
っ
く
り
客
体

と
し
て
造
形
す
る
の
に
対
し
て
、
作
家
の
身
の
半
ば
を
土
台
か
ら
浮
か
せ
て
造

形
す
る
、
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
、
要
す
る
に
、
作
家
そ
の
ひ
と
の
一
人
称

小
説
の
書
き
方
の
案
配
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
「
私
小
説
」
と
通
称

さ
れ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。

そ
の
「
浮
彫
り
」
に
対
し
て
、
阿
部
次
郎
の
い
う
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」

は
、

精
神
生
活
の
内
容

そ
の
も
の
に
価
値
を
認
め
て
、
直
接
性
を
重
ん
じ
、

自
分
の
感
興
を
直
接
盛
る
形
式
を
い
う
。
登
場
人
物
と
し
て
の
造
形
を
ほ
ど
こ

さ
な
い
か
ら
、
小
説
に
も
、

中
心
情
調

を
つ
く
る
工
夫
も
し
な
い
の
で
詩

に
も
、
も
ち
ろ
ん
論
文
の
形
式
に
も
適
合
し
な
い63

）
。

こ
の
「
情
調
」
は
、
ド
イ
ツ
の
感
情
移
入
美
学
に
基
づ
き
、
日
本
で
は
木
下

杢
太
郎
（
一
八
八
五
｜
一
九
四
五
）、
北
原
白
秋
（
一
八
八
五
｜
一
九
四
二
）
ら
が
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主
張
し
て
い
た
。
和
辻
哲
郎
が
田
中
王
堂
の
「
ニ
イ
チ
エ
の
ザ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
を

論
ず
」
を
批
判
し
た
際
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
超
人
」
も

な
お
、
思
想
を
形
造
る

に
至
ら
な
い
一
の

S
tim

m
u
n
g

で
は
な
い
だ
ろ
う
か64

）

と
述
べ
て
い
た
が
、

そ
の
「
気
分
」（

S
tim

m
u
n
g
）

と
あ
わ
せ
、「
気
分
情
調
」
を
つ
く
り
だ
す
こ

と
を
主
眼
と
す
る
詩
の
理
念
と
し
て
尖
端
的
な
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
流
行
語

に
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
阿
部
次
郎
の
い
う
「
内
生
活
直
写
」
は
、
や
が
て
彼
の
『
三
太
郎
の

日
記
』

一
九
一
四
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
随
想
シ
リ
ー
ズ
を
基
礎
づ
け
る

主
張
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
前
後
か
ら
の
修
養
書
の
流
行
を
背
景
に
、
哲
学
と

も
、
芸
術
論
と
も
つ
か
な
い
「
人
生
論
」
と
呼
ば
れ
る
随
想
が
さ
か
ん
に
書
か

れ
た
が
、
そ
れ
を
自
ら
の
内
面
の
吐
露
と
し
て
行
う
も
の
と
考
え
れ
ば
わ
か
り

や
す
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
作
家
の
手
に
な
る
と
、
欧
米
で
も
中
国
で
も
小
説
と

は
認
め
ら
れ
な
い
随
筆
型
の
、
そ
の
意
味
で
後
に
「
日
本
に
独
自
の
私
小
説
」

と
呼
ば
れ
る
「
心
境
小
説
」
の
流
れ
と
な
る
。
な
お
、「
三
太
郎
」
は
愚
鈍
の

代
名
詞
で
、
当
時
情
痴
小
説
と
罵
倒
さ
れ
た
「
私
小
説
」
に
顕
著
な
自
己
戯
画

化
（
セ
ル
フ
・
パ
ロ
デ
ィ
ー
）
の
意
匠
を
借
り
て
い
る
。
だ
が
、
青
春
の
愚
昧

を
自
称
し
た
題
名
に
と
ど
ま
り
、
内
容
と
文
章
に
、
そ
の
気
配
は
な
い
。

和
辻
哲
郎
が
、「
内
的
経
験
」
を
吐
露
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
群
に
、
哲
学

と
芸
術
の
融
合
を
見
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
真
の
哲
学
」
の
姿
と
論
じ
て
は
ば
か

ら
な
か
っ
た
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
。

三－

二

暗
示
象
徴

和
辻
哲
郎
の
い
う
「
内
的
経
験
」
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
ら
の
意
識
の
働
き
へ
の

関
心
よ
り
も
、
は
る
か
に
「
人
格
」
と
結
び
つ
く
も
の
に
向
か
っ
て
い
た
の
は
、

阿
部
次
郎
の
説
い
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
内
生
活
」
と
同
じ
た
め
だ
ろ
う
。

阿
部
次
郎
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」
の
主
張
は
、
芸
術
や
哲
学
は

根
本
力
の

創
造

の
産
物
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
自
体
は

生
の
本
質
を
暗
示
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い

と
い
う
和
辻
哲
郎
の
主
張
に
は
、
直
接
か
さ
な
ら
な
い
が
、
内
心

の
動
き
を
あ
る
何
者もの
か
の
「
影
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
芸
術
を
暗
示
象

徴
と
見
る
見
方
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
限
り
で
は
、
田
中
王
堂
の
象
徴
主

義
人
生
論
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
も
う
少
し
ひ
ろ
げ
て
、
和
辻
哲
郎
が
「
霊

的
本
能
主
義
」（
一
九
〇
七
）
の
こ
ろ
か
ら
示
し
て
い
た
神
秘
に
向
か
う
関
心

の
傾
向
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
よ
い
。
和
辻
は
一
九
〇
八
年
、
先
に
ふ
れ
た

「
イ
ブ
セ
ン
の
『
野
鴨
』
を
読
み
て
…
…
」
の
な
か
で
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。

科
学
は
す
べ
て
仮
説
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
仮
説
を
信
ず
る
の
は
吾

人
の
自
由
意
志
で
あ
る
。（
中
略
）
吾
人
は
光
の
波
や
、
音
響
の
波
や
分

子
の
力
な
ど
を
考
え
る
時
、
果
し
て
肉
眼
の
認
め
得
ざ
る
奇
し
き
力

神
秘
の
力
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
る
か
。
一
つ
の
電
燈
の
光
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
出
所
は
幾
万
年
以
前
の
太
陽
の
光
で
あ
る
か
解
ら
な
い
。
こ
の
時
と

空
間
と
の
「
無
限
」
は
神
秘
の
感
を
以
て
び
し
び
し
と
身
に
迫
る
よ
う
に

覚
え
る65

）
。
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自
然
科
学
の
仮
説
性
に
ふ
れ
て
、
神
秘
に
惹
か
れ
る
心
が
躍
動
す
る
。
和
辻

哲
郎
は
、
こ
の
よ
う
に
、
イ
プ
セ
ン（

H
en
rik Ib

sen
, 1828-1906）

や
メ
ー
テ

ル
ラ
ン
ク
ら
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
思
潮
の
精
髄
を
述
べ
て

い
た
。
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
の
自
然
科
学
思
想
と
結
び
つ
い
た
神
秘
哲
学
に
つ
い

て
は
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
も
参
照
さ
れ
て
い
た
。
当
然
に
も
、
メ
ー
テ
ル

ラ
ン
ク
の
神
秘
的
な
象
徴
表
現
と
の
関
連
が
探
ら
れ
て
よ
い
。

そ
こ
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
思
想
上
の
兄
弟
分66

）

を

標
榜
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、「
生
々
欲
」
を
世
界
の
原
理
に
お
き
な
が

ら
、
刹
那
の
感
情
の
燃
焼
こ
そ
が
す
べ
て
と
説
く
岩
野
泡ほう
鳴めい
『
神
秘
的
半
獣
主

義
』（
一
九
〇
六
）
で
あ
る
。

三－

三

岩
野
泡
鳴
の
影

岩
野
泡
鳴
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
は
、「
自
然
主
義
が
深
ま
る
と
神
秘
に
向

か
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る67

）
。
十
九
世
紀
後
半

に
自
然
主
義
の
流
れ
に
く
み
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
た
ち
が
、
イ
プ
セ
ン
に

し
ろ
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン（

G
erh

a
rt H

a
u
p
tm
a
n
n
,
1862-1946）

に
し
ろ
、
ユ

イ
ス
マ
ン
ス（

Jo
ris K

a
rl H

u
y
sm
a
n
s,
1848-1907）

に
し
ろ
、
み
な
神
秘
に

お
も
む
い
て
ゆ
く
の
を
見
て
と
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
動
き
を
ド
イ
ツ
の

美
学
者
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
が
『
美
学
上
の
時
事
問
題
』（
一
八
九

五
）
で
「
後
自
然
主
義
」（

N
a
ch
n
a
tu
ra
lism

u
s ）

と
名
づ
け
、
批
判
的
に
論

じ
、
こ
れ
を
森
鷗
外
『
審
美
新
説
』（
一
九
〇
〇
）
が
翻
訳
紹
介
し
て
い
た
。

し
か
も
、
泡
鳴
は
、
そ
の
神
秘
的
象
徴
主
義
か
ら
転
じ
て
、
刹
那
の
感
情
の
燃

焼
こ
そ
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
「
人
生
観
」
を
披
瀝
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
「
人
生
観
の
自
然
主
義
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、

泡
鳴
自
身
も
島
村
抱
月
に
な
ら
っ
て
、「
新
自
然
主
義
」
を
名
の
っ
た
。
が
、

表
現
論
と
し
て
は
実
質
的
に
象
徴
主
義
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
刹
那
の
感
情
の
燃
焼
も
「
絶
え
ざ
る
生
々
欲
」
の
現
れ
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。

何
を
書
い
て
も
、
そ
れ
は
「
絶
え
ざ
る
生
々
欲
」
の
象
徴
と
な
る
。
そ
し
て
、

刹
那
の
情
念
の
充
実
に
か
け
る
岩
野
泡
鳴
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
と
も
に
極
力
、
概

念
化
を
嫌
っ
た
。
制
度
も
概
念
も
抜
け
が
ら
に
ひ
と
し
い
と
泡
鳴
は
い
う68

）
。

ニ
ー
チ
ェ
は
、
諸
も
ろ
の
観
念
で
塗
り
こ
め
ら
れ
た
汚
ら
わ
し
い
世
界
を
無

垢
に
戻
す
こ
と
を
企
て
た
。
何
も
か
も
が
、
す
な
わ
ち
世
界
は
、
個
々
人
の
生

の
意
欲
に
発
す
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
れ
は
、
シ
ヨ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
の
「
宇
宙
の
意
志
」
な
る
も
の
を
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
内
へ
と
帰
す

営
み
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
超
人
」
の
観
念
が

「
内
在
超
越
」
と
な
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
泡
鳴
に

お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
影
と
取
り
組
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
、
そ
れ

が
な
し
え
た
と
し
て
も
、
瞬
時
の
感
情
が
す
べ
て
と
主
張
す
る
泡
鳴
の
方
が
、

ニ
ー
チ
ェ
よ
り
、
よ
ほ
ど
徹
底
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
和
辻
哲
郎
が
日
本
古
代
文
化
に
赴
い
た
こ
と
に
も
、
泡
鳴
の
影
が

働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に

真
正
の
日
本
人
の
血
に
ニ
イ
チ

ェ
と
相
通
じ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る

と
い
う
『
ニ
イ
チ
ェ
研

究
』
初
版
「
自
序
」
の
最
後
の
一
言
を
引
い
た
。
そ
し
て
、
和
辻
哲
郎
に
は

武
士
道
と
報
徳
教
と
の
隆
勢
を
極
め
て
い
る
日
本69

）

へ
の
反
発
が
あ
り
、
湯
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浅
泰
雄
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
和
辻
哲
郎
に
は
加
藤
弘
之
、
穂
積
八や

束つか
、
筧
かけい

克
彦
ら
の
国
家
神
道
に
よ
る
家
族
国
家
論
と
の
対
峙
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た70

）
。

岩
野
泡
鳴
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
ミ
ト
ノ
マ
グ

ワ
イ
を
生
々
欲
の
発
現
の
表
象
と
見
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
民
族
は
生
じ
た
と

す
る
見
解
を
と
る
。
そ
の
後
、
そ
れ
に
よ
っ
て
岩
野
泡
鳴
が
筧
克
彦
『
続
古
神

道
大
義
』（
一
九
一
五
）
に
食
っ
て
か
か
り
、「
筧
博
士
の
古
神
道
大
義
」（
一
九

一
五
、
の
ち
『
古
神
道
大
義
』）
を
も
の
し
て
ゆ
く
成
り
ゆ
き
を
、
和
辻
哲
郎
が

見
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。

三－

四

永
遠
回
帰
を
め
ぐ
っ
て

若
き
和
辻
哲
郎
が

各
瞬
間
の
絶
対
価
値

を
も
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
の

頂
点
と
理
解
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
「
刹
那
の
絶
対
」
を
説
い
た
岩

野
泡
鳴
の
影
を
見
る
。
と
い
う
の
も
、
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
本
論
第

一
第
三
章
「
自
然
と
し
て
の
権
力
意
志
」
第
四
節
「
宇
宙
」
に
お
い
て
、
ニ
ー

チ
ェ
哲
学
の
頂
点
が
、
ニ
ー
チ
ェ
が
絶
対
に
し
な
い
よ
う
な
や
り
方
で
説
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

知
識
、
道
徳
、
宗
教
す
べ
て
の
自
由
な
生
を
抑
圧
す
る
も
の
を
追
い
払

い
、
永
久
の
渾
沌
、
争
闘
、
征
服
、
創
造
た
る
権
力
意
志
を
赤
裸
々
に
肯

定
し
、
こ
の
純
粋
な
生
と
し
て
、
す
な
わ
ち
宇
宙
の
本
質
と
合
一
し
た
生

と
し
て
、
生
き
る
所
に
、
こ
の
生
の
永
久
が
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
、
現
前
の
瞬
間
に
お
い
て
永
久
の
生
と
個
人
の
生
と
を

合
一
せ
し
め
よ
う
と
す
る
所
に
、
ニ
イ
チ
ェ
の
此
岸
教
が
あ
る
。
不
断
に

流
動
す
る
こ
の
生
活
に
対
し
て
の
強
烈
な
愛
情
、
絶
え
ず
経
過
す
る
各
瞬

間
の
絶
対
価
値
、

こ
れ
が
彼
の
哲
学
の
頂
点
で
あ
る71

）
。

和
辻
哲
郎
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
は
、『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
の

す
べ
て
の
刹
那
に
存
在
は
始
ま
る
。
す
べ
て
の
「
こ
こ
」
を
め
ぐ
っ
て
「
か

し
こ
」
の
球
は
回
転
す
る
。
中
心
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
永
遠
の
た
ど
る

小
道
は
曲
っ
て
い
る72

）

と
い
う
一
句
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
受
け
た

お
お
、

わ
が
魂
よ
、
わ
た
し
は
お
ま
え
に
、「
将
来
」
と
言
い
「
以
前
」
と
言
う
が
ご

と
く
「
今
日
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
、
ま
た
一
切
の
こ
と
を
そ
こ
と
か
し
こ
を

越
え
て
お
ま
え
の
輪
舞
を
舞
い
行
く
こ
と
を
教
え
た73

）

と
い
う
一
句
に
つ
い
て

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
要
す
る
に
「
い
ま
、
こ
こ
」
が
普
遍
的
に
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
を
説
い
た
条
で
あ
る
。

そ
し
て
、
和
辻
が
「
眼
前
の
瞬
間
」
の
意
義
を
大
き
く
考
え
た
の
は
、『
ツ

ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
第
三
部
２
「
幻
影
と
謎
に
つ
い
て
」
に
、「
見
よ
、
こ
の
瞬

間
を
！

瞬
間
と
い
う
名
の
こ
の
通
用
門
か
ら
、
一
本
の
長
い
永
遠
の
小
路
が

後
方
へ
走
っ
て
い
る
」
云
々
と
い
う
一
節74

）
に
着
目
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

瞬
時
に
永
遠
を
感
受
す
る
「
永
遠
の
今
」
に
気
づ
い
た
瞬
間
の
「
内
的
体
験
」

を
象
徴
的
に
記
述
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
世
界
を
流
動
す
る
相
貌
に
帰
す
こ
と
に
努
力
を
傾
け
た
ニ
ー
チ
ェ

が
、
あ
る
い
は
「
永
遠
回
帰
」
の
着
想
に
狂
喜
し
た
ニ
ー
チ
ェ
が

各
瞬
間
の

絶
対
価
値

な
ど
と
い
う
こ
と
を
い
う
だ
ろ
う
か
。
和
辻
哲
郎
が
着
目
し
た
と
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思
え
る
条
に
は
、
つ
づ
け
て
、
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
、
い
ま
だ

事
業
の
さ
な

か
に
あ
る

と
書
い
て
あ
る
。

ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
自
分
自
身
を
完
成
さ
せ

な
く
て
は
な
ら
な
い75

）

と
。
彼
と
共
に

創
造
す
る
も
の
、
共
に
祝
う
者

を

見
つ
け
る
こ
と
、
ま
た
彼
は
、
最
終
的
な
強
さ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
向
か
っ

て
ゆ
く76

）
。
つ
ま
り
、「
永
遠
の
今
」
の
感
受
は
、
き
っ
か
け
で
あ
っ
て
も
、
ニ

ー
チ
ェ
哲
学
の
頂
点
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ニ
ー
チ
ェ
は
、
一
八
八
一
年
八
月
、
突
如
と
し
て
「
永
遠
回
帰
」
の
観
念
が
、

心
に
閃
き
、
恐
怖
の
戦
慄
を
覚
え
た
と
語
る
。
ま
る
で
突
然
の
啓
示
を
受
け
た

か
の
よ
う
に
。「
内
的
経
験
」
を
重
視
す
る
和
辻
哲
郎
は
、
そ
の
表
現
に
ひ
き

ず
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
内
的
経
験
を
疑
お
う
と
い
う
の
で

は
な
い
。
が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
啓
示
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ

は
『
権
力
へ
の
意
志
』
断
片
一
〇
六
三
に
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
恒
存
の
原
理
は
永
遠
回
帰
を
要
請
す
る77

）
。

宇
宙
を
閉
鎖
系
と
考
え
、
そ
の
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
量
が
恒
久
不
変
で
あ
る

と
い
う
熱
力
学
の
絶
対
仮
説
が
ニ
ー
チ
ェ
の
「
永
遠
回
帰
」
に
関
与
し
て
い
る

こ
と
は
疑
え
な
い
。
い
や
、
こ
の
言
い
方
は
、
自
然
科
学
の
解
明
す
る
法
則
を

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
を
世
界
の
第

一
原
理
と
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
一
言
は
、
ニ
ー
チ
ェ

も
ま
た
、
世
界
を
ア
ト
ム
で
は
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
還
元
す
る
熱
力
学
の
時

代
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
映
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
ひ
ろ
め
た
の
は
ヘ
ッ
ケ
ル（

E
rn
st

 
H
ein
rich H

a
eck

el, 1834-1919）

で
あ
り
、
ヘ
ッ
ケ
ル
は
進
化
論
を
エ
ネ
ル
ギ

ー
保
存
則
と
同
様
に
宇
宙
の
第
一
原
理
と
し
て
い
た78

）
。
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
対

し
て
も
、
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
鋭
く
批
判
し
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ

れ
を
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
、
こ
の
よ
う
な
断
片
を
残
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
先

に
引
い
た
よ
う
に
、
和
辻
哲
郎
は

永
久
回
帰
は
思
想
と
し
て
は
ニ
イ
チ
ェ
自

ら
に
と
っ
て
も
未
熟

と
述
べ
た
の
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存

則
と
い
う
熱
力
学
の
絶
対
仮
説
を
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、
身
内
に
受
け
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
永
遠
の
今
」
お
よ
び
「
い
ま
、
こ
こ
」
の
生
の
普
遍
性

の
観
念
が
ニ
ー
チ
ェ
の
身
内
に
宿
っ
た
の
で
あ
る
。

三－

五

超
人
、
も
し
く
は
内
在
超
越

『
悲
劇
の
誕
生
』（

D
ie G

ebu
rt d

er T
ragod

ie
）

以
来
、経
験
を
超
え
る
こ
と

を
課
題
に
し
、「
始
原
の
一
者
」、「
存
在
の
深
み
」、「
存
在
の
根
源
」
を
求
め
、

絶
え
ず
超
越
を
心
が
け
て
き
た
ニ
ー
チ
ェ
が
、
そ
の
探
究
の
さ
な
か
に
、
こ
の

諸
々
の
生
の
瞬
間
が
同
一
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
観
念
に
行
き
あ
た
っ
た
と

き
、
彼
の
抱
く
超
越
を
目
指
す
「
自
己
」
の
観
念
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
凡
庸
な

一
現
象
に
引
き
戻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
自
身
の
新
し
さ
の
叫
び
が
、
繰
り
か
え
さ
れ
る
凡

庸
な
新
し
さ
の
叫
び
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
。

「
い
ま
こ
そ
新
し
い
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
」
と
い
う
叫
び
を
、
ど
れ
ほ
ど
多
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く
の
人
び
と
が
叫
ん
で
き
た
か
、
そ
し
て
、
そ
の
叫
び
は
、
こ
れ
か
ら
も
繰
り

返
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
彼
ら
は
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
「
新
し
さ
」
を
主
張
し

な
が
ら
、「
新
し
さ
」
を
叫
ぶ
こ
と
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ
。
自

分
も
、
そ
の
一
人
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
が
自
ら
の
卑
小
さ
の
自
覚
と
な
り
、
深
淵
へ
の
下
落
の
感
じ
を
覚
え
た

と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
身
に
対
す
る
「
吐
き
気
」、
下
賤
な

者
ど
も
に
対
し
て
覚
え
る
「
吐
き
気
」
と
同
じ
「
吐
き
気
」
を
も
よ
お
さ
ず
に

は
お
か
な
い
。「
永
遠
回
帰
」
に
伴
っ
て
、
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
の
覚
え
る
「
吐

き
気
」
の
表
象
は
、
自
己
の
凡
庸
さ
へ
の
下
落
に
よ
っ
て
起
こ
る
生
理
的
反
応

で
あ
る
こ
と
を
、
誰
し
も
が
認
め
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
自
ら
の
卑
小
さ
を
自
覚
し
つ
づ
け
る
こ
と
、
そ
の

生
の
凡
庸
さ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
己
の
生
は
普
遍
性
を
も
つ
も
の

と
な
り
、
自
由
を
獲
得
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
論
理
に
移
っ
て
ゆ
く
。
超
越
志

向
の
は
て
に
、
訪
れ
た
生
の
普
遍
性
、
同
一
性
と
い
う
凡
庸
さ
に
行
き
つ
き
、

そ
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
「
永
遠
回
帰
」
の
思
想
を
、
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ

凡
俗
ど
も
か
ら
の
悪
罵
に
耐
え
て
説
き
つ
づ
け
る
「
超
人
」
の
観
念
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。
善
悪
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
観
念
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
、

「
い
ま
、
こ
こ
」
の
自
己
か
ら
、
生
の
普
遍
性
の
自
覚
へ
と
至
り
つ
い
た
人
、

そ
れ
が
「
超
人
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
自
己
の
根
底
を
な
す
は
ず

の
普
遍
的
な
生
へ
の
内
在
超
越
と
な
る
。『
善
悪
の
彼
岸
』（

Jen
seits von

 
G
u
t

 
u
n
d
 
B
ose

,
1886）

が
説
く
の
は
、
こ
の
こ
と
だ
。

『
善
悪
の
彼
岸
』
を
書
き
終
わ
っ
て
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ

の
旅
を
つ
づ
け
た
。「
未
来
の
立
法
者
」
へ
向
か
う
旅
だ
。
つ
ま
り
、
ニ
ー
チ

ェ
の
哲
学
の
頂
点
は
、「
永
遠
の
今
」
の
感
受
に
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
い
ま
、

こ
こ
」
の
瞬
間
が
永
遠
の
、
そ
の
地
点
が
無
限
の
ひ
ろ
が
り
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
、
き
わ
め
て
凡
庸
な
自
覚
の
訪
れ
に
す
ぎ
な
い
。「
今
を
生
き
よ
」

な
ど
と
、
凡
庸
な
こ
と
を
ニ
ー
チ
ェ
が
言
う
は
ず
も
な
い
。

三－

六

宇
宙
生
命
と
の
合
一

ニ
ー
チ
ェ
の
「
永
遠
回
帰
」
は
未
完
成
の
哲
学
と
し
、「
い
ま
、
こ
こ
」
の

普
遍
性
を
と
く
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
と
ば
に

各
瞬
間
の
絶
対
価
値

を
読
み
取
り
、

そ
れ
を

ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
頂
点

と
見
て
と
る
和
辻
哲
郎
は
、「
現
前
の
瞬

間
」
に
お
け
る
「
永
久
の
生
と
個
人
の
生
と
の
合
一
」
を
説
く
。

い
か
な
る
人
と
い
え
ど
も
、
自
由
と
な
り
、
自
ら
生
き
、
宇
宙
生
命
と
合

一
し
て
生
き
る
時
に
は
、
真
の
個
人
と
な
る
。
こ
の
時
個
人
は
真
の
生
で

あ
り
、
全
生
命
で
あ
り
、
主
観
客
観
を
超
脱
し
て
永
久
に
価
値
あ
る
唯
一

実
在
と
し
て
生
き
る79

）
。

こ
れ
が
和
辻
哲
郎
の
説
く
「
生
の
深
み
」
の
意
味
だ
。
で
は
、

主
観
客
観

を
超
脱

す
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
可
能
な
の
か
。
和
辻
哲
郎
は
、
そ
れ
を

「
直
接
経
験
」
に
お
け
る
主
客
未
分
化
の
状
態
を
も
っ
て
説
い
て
い
る80

）
。

「
直
接
経
験
」、
つ
ま
り
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
純
粋
経
験
」
に
、
禅
の
悟
り
と
の
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本
質
的
同
一
性
を
見
て
、
そ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ（

Jo
h
a
n
n G

o
ttlieb F

ich
te,
1762

-1814）
の
「
真
生
命
」
や
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ハ
ー（

F
ried

rich E
rn
st D

a
n
iel

 
S
ch
leierm

a
ch
er,

1768-1834）

の
「
神
と
の
一
瞬
の
合
一
」
の
観
念
を
媒
介

と
し
て
、
人
間
の
欲
望
の
最
高
位
と
し
て
の
「
神
と
の
合
一
」、
内
面
の
底
に

現
れ
る
宇
宙
の
「
永
遠
の
真
生
命
」
と
の
合
一
と
理
論
化
し
た
の
が
、
西
田
幾

多
郎
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
対
し
て
、
当
時
、

東
京
帝
大
文
科
大
学
哲
学
科
大
学
院
生
の
俊
英
、
高
橋
里
美
（
一
八
八
六
｜
一

九
六
四
）
が
、「
意
識
現
象
の
事
実
と
其
意
味
」（
一
九
一
二
）
で
、『
善
の
研

究
』
の
意
義
を
十
分
に
認
め
つ
つ
も
、
西
田
が
す
べ
て
の
主
客
合
一
の
意
識
状

態
を
「
純
粋
経
験
」
の
展
開
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
「
純
粋
経
験
」
と
の
ち
が
い
を
突
い
た
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、「
純
粋
経
験
の
世
界
」
で
は
、「
直
接
経
験
」
に
も
、
様
ざ

ま
な
相
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
景
色
を
見
な
が
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
記
憶
と
重
ね
て
、
同
一
性
を
確
認
し
た
り
、
差
異
を
認
識
し
た
り
、
他
者

に
も
経
験
可
能
な
知
識
に
仕
立
て
た
り
も
す
る
。
そ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
そ

れ
ら
を
互
い
に
隣
接
す
る
も
の
と
し
て
説
い
て
い
る
の
だ
。
西
田
幾
多
郎
が

「
直
接
経
験
」
と
宇
宙
の
「
永
遠
の
真
生
命
」
と
の
本
質
的
同
質
性
を
説
く
の

と
は
、
か
な
り
ち
が
う
。
高
橋
里
美
は
、
そ
の
点
を
突
い
た
の
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
は
「
高
橋
文
学
士
の
拙
著
『
善
の
研
究
』
に
対
す
る

批
判
に
答
ふ
」（
一
九
一
二
）
で
、
そ
れ
は
同
質
性
（
統
一
性
）
の
側
面
で
考
え

る
か
、
ち
が
い
（
差
別
）
の
側
面
で
見
る
か
、
そ
の
見
方
の
相
違
だ
と
弁
解
す

る
。「
多
即
一
」
の
論
理
に
よ
っ
て
論
難
を
逃
れ
た
の
だ
。
こ
の
や
り
と
り
は
、

当
時
の
哲
学
界
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た81

）
。

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
自
己
の
分
裂
と
流
動
融
合

の
関
係
を
「
一
即
多
」
の
論
理
で
説
明
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る82

）
。
こ
こ
に
登

場
す
る
「
直
接
経
験
」、「
永
遠
の
生
命
」
と
の
合
一
、「
一
即
多
」
論
理
と
い

う
道
具
立
て
は
、
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
に
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
、

ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
説
く
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
へ
の
解

脱
を
逆
に
折
り
か
え
し
、
権
力
の
意
志
に
向
か
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
発
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
和
辻
の
読
み
解
き
に
も
、「
権
力
意
志
」
は
、
心
の

平
安
を
望
ま
ず
、

永
久
に
闘
う
者
そ
れ
自
身

と
記
さ
れ
る83

）
。
必
ず
し
も
、

和
辻
哲
郎
は
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
を
参
照
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
に
も
「
宇
宙
の
生

命
」
や
「
一
即
多
」
の
論
理
は
、
そ
ろ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る84

）
。
し
か
し
、
そ

の
「
宇
宙
の
生
命
」
は
、
意
識
と
物
質
な
ど
一
切
の
本
質
的
同
一
性
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
つ
ま
り
、『
創
造
的
進
化
』
に
、
主
体
と
「
宇
宙
生

命
」
と
の
合
一
と
い
う
観
念
は
登
場
し
な
い
。

三－

七

美
に
つ
い
て

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
第
五
章
「
芸
術
と
し
て
の
権
力
意
志
」
は
、

花
を
見
て
美
し
い
と
感
ず
る
の
は
、
そ
の
瞬
間
に
花
の
生
命
と
鑑
賞
者
の
生

命
と
が
交
流
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
生
が
、
自
由
に
流
動
し
得
る

ほ
ど
強
烈
で
な
け
れ
ば
、
美
感
は
な
い85

）

と
説
い
て
い
る
。
そ
の
強
烈
さ
に

「
権
力
意
志
」
の
発
現
を
見
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
生
の
根
本
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的
な
性
格
で
あ
る
創
造
性
の
直
接
の
現
れ
と
し
て
芸
術
を
説
い
て
い
る
と
い
う
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
若
き
和
辻
哲
郎
に
起
こ
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
受
容
の
根
幹
を

示
し
て
い
る
。

路
傍
の
小
さ
い
草
花
を
見
て

、
そ
の
美
に
う
た
れ
、
ま
た

一

の
戯
曲
に
接
し
て
前
後
不
覚
の
歓
喜
に
入
る
と
い
う
ご
と
き
経
験

、
い

い
か
え
る
と
自
然
に
触
れ
、
芸
術
に
ふ
れ
て
味
わ
う
感
動
を
、
こ
れ
ほ
ど
よ
く

解
き
明
か
す
哲
学
は
な
い
と
感
じ
た
が
ゆ
え
に
、
和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
自

ら
が
体
系
的
展
開
を
放
棄
し
、「
芸
術
的
」
表
現
と
し
て
残
し
た
世
界
の
論
理

体
系
を
再
構
成
し
て
み
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。

和
辻
哲
郎
は
、
イ
プ
セ
ン
や
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
ら
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
と
呼
ば
れ
る
思
潮
に
惹
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、

路
傍
の
小
さ
い
草
花

を
見
て
、
瞬
間
的
に
宇
宙
生
命
と
の
合
一
を
感
ず
る
と
い
う
ご
と
き
境
地

を

よ
く
説
き
明
か
す
も
の
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
体
系
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
と
い
う
成
り
ゆ
き
で
あ
る
。

く
り
か
え
す
が
、
そ
も
そ
も
ニ
ー
チ
ェ
は
実
体
概
念
と
し
て
の
、
あ
る
い
は

活
動
概
念
と
し
て
の
「
宇
宙
生
命
」
な
ど
必
要
と
し
て
い
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の

生
は
、
た
だ
の
人
間
の
生
命
活
動
し
か
意
味
し
な
い
。

も
し
和
辻
哲
郎
の
い
う
「
宇
宙
生
命
」
が
活
動
概
念
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
の

「
生
命
」
も
ま
た
活
動
概
念
と
な
り
、
そ
の
本
質
的
同
一
性
を
説
く
こ
と
は
で

き
る
。
が
、
あ
ら
た
め
て
「
合
一
」
せ
し
め
る
必
要
な
ど
生
じ
な
い
。

そ
し
て
、
オ
イ
ケ
ン
も
、
ジ
ン
メ
ル
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
生
を
普
遍
的
生
命
と

し
て
説
い
た
が
、
彼
ら
の
「
生
の
哲
学
」
の
流
れ
は
、
そ
れ
を
「
自
然
の
生

命
」
に
拡
張
す
る
。
た
と
え
ば
ジ
ン
メ
ル
は
『
カ
ン
ト
と
ゲ
エ
テ

近
代
世

界
観
の
歴
史
へ
の
一
寄
与
と
し
て
』（

K
an
t u
n
d G

oeth
e.
Z
u
r G

esch
ih
te d

er
 

m
od
ern

e W
eltan

sch
au
u
n
g
, 1906）

で
、
カ
ン
ト
が
外
部
の
素
材
に
形
式
を
与

え
る
主
観
を
論
じ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ゲ
ー
テ
は
、
そ
の
よ
う
な
主
客
の
対
立

を
は
じ
め
か
ら
超
え
て
い
た
と
し
、
そ
の
思
想
の
核
心
に
、
神
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
た
自
然
の
「
生
命
」
と
い
う
観
念
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
の
自

然
観
は
、
し
ば
し
ば
汎
神
論
的
と
見
ら
れ
て
き
た
が
、
ジ
ン
メ
ル
は
そ
れ
を
汎

「
生
命
」
論
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想

が
響
い
て
い
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
普
遍
的
生
命
を
「
自
然
の
生
命
」
と

も
「
宇
宙
生
命
」
と
も
い
わ
な
い
。
和
辻
は
ニ
ー
チ
ェ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ジ
ェ

イ
ム
ズ
と
の
哲
学
の
類
似
や
ち
が
い
を
考
察
し
な
が
ら
、
体
系
性
を
欠
い
た
ニ

ー
チ
ェ
の
哲
学
の
体
系
的
理
解
を
展
開
し
、「
宇
宙
生
命
と
の
合
一
」
を
理
想

化
す
る
体
系
に
達
し
た
の
だ
。
や
は
り
、
そ
の
傍
ら
に
は
、
岩
野
泡
鳴
『
神
秘

的
半
獣
主
義
』
や
、「
永
遠
の
真
生
命
と
の
合
一
」
を
説
く
西
田
幾
多
郎
『
善

の
研
究
』
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三－

八

生
命
主
義
芸
術
論
の
流
れ

例
へ
ば
牡
丹
の
花
の
生
命
に
触
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
其
の
牡
丹
の
旺
盛

に
し
て
爛
漫
た
る
本
性
に
自
己
の
心
を
同
化
さ
せ
る
の
で
あ
る86

）
。

自
然
界
の
現
象
は
、
た
ゞ
単
な
る
物
の
塊
り
で
は
無
い
。
一
木
一
草
、
一

石
一
葩ぱ
、
皆
尽
く
宇
宙
の
生
命
と
声
息
を
通
は
し
て
ゐ
る87

）
。
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こ
れ
ら
は
ま
る
で
、
和
辻
の
説
く

路
傍
の
小
さ
い
草
花
を
見
て
、
瞬
間
的

に
宇
宙
生
命
と
の
合
一
を
感
ず
る
と
い
う
ご
と
き
境
地

に
よ
く
通
う
よ
う
な

こ
と
ば
で
あ
る
。
だ
が
、
和
辻
哲
郎
の
こ
と
ば
で
は
な
い
。
和
辻
哲
郎
よ
り
ひ

と
ま
わ
り
ほ
ど
齢
上
の
歌
人
、
太
田
水
穂
（
一
八
七
六
｜
一
九
五
五
）
に
よ
る

も
の
で
、
前
は
「
心
の
静

を
保
つ
の
要
」

一
九
一
五
）、
後
は
「
万
象
の
生

意
と
詩
人
芭
蕉
の
心
」

一
九
一
六
）
よ
り
。
い
ず
れ
も
、
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ

チ
ェ
研
究
』
よ
り
の
ち
に
記
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
太
田
が
歌
の
作
法
と
し
て
説

い
て
い
る
心
は
「
心
の
静

を
保
つ
の
要
」
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
権
力

意
志
の
闘
争
者
の
そ
れ
で
は
な
い
。

太
田
水
穂
は
、
日
本
歯
科
医
学
校
（
現
・
日
本
歯
科
大
）
の
倫
理
学
教
授
を

務
め
て
い
た
ひ
と
。
一
九
〇
七
年
、『
信
濃
毎
日
新
聞
』
で
「
文
芸
時
評
」
を

担
当
し
て
い
た
と
き
に
は
、
哲
学
、
思
想
界
の
動
き
を
視
野
に
お
さ
め
て
、
鋭

い
批
評
眼
を
発
揮
し
て
い
た
。
そ
の
「
文
芸
時
評
」
の
ひ
と
つ
に
「
宇
宙
の
妙

機
に
参
せ
よ
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
を
引
く
。

人
の
性
霊
が
絶
大
の
美
に
対
す
る
時
、
造
化
の
心
は
飽
く
迄
人
を
牽
引
し

左
右
し
遂
に
心
識
全
部
を
奪
取
せ
ず
ん
ば
止
ま
ざ
ら
ん
と
す
。
即
ち
人
は

此
の
刹
那
造
化
の
肚と
裏り
に
融
会
摂
取
せ
ら
れ
て
吾
が
心
直
ち
に
造
化
の
心

と
成
り
了
す
る
な
り88

）
。

「
性
霊
」
は
当
時
の
用
語
で
、
人
間
が
本
質
的
に
も
っ
て
い
る
精
神
く
ら
い
の

意
味
。
信
州
の
山
に
登
っ
て
感
じ
た
、
大
自
然
に
心
が
吸
い
こ
ま
れ
る
よ
う
な

気
持
を
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
ぐ
あ
と
に
、
そ
れ
を
真
、
善
、
美
の
極
致

と
し
、
芭
蕉
に
ふ
れ
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
テ
ニ
ソ
ン
（A

lfred
 
T
en
n
y
so
n
,

1809-1892

）、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
（W

illia
m
 
W
o
rd
sw
o
rth
,
1770-1850

）
の
自

然
観
照
に
つ
い
て
語
り
、
そ
し
て
聖
書
の
「
野
の
百
合
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ふ

れ
、
ま
た
釈
迦
に
権
威
や
権
力
、
豪
華
な
生
活
よ
り
も
自
然
を
尊
ぶ
姿
勢
を
見
、

そ
れ
ら
を

宇
宙
の
妙
機
に
参
す
る

こ
と
だ
と
ま
と
め
て
い
る
。
西
欧
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
い
し
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を
受
容
し
て
、「
造
化
」
の

心
と
我
が
心
が
一
体
化
す
る
心
持
を
い
う
伝
統
的
観
念
を
「
真
・
善
・
美
」
の

調
和
な
い
し
一
致
と
い
う
新
カ
ン
ト
派
の
理
念
を
借
り
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

太
田
水
穂
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
ア
マ
ル
ガ
ム
の
な
か
か
ら
、「
宇
宙
の

生
命
」
と
の
合
一
こ
そ
が
美
の
神
髄
と
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
そ
れ
を
、

ま
ず
は
、
朱
子
学
を
借
り
て
理
論
化
し
て
ゆ
く89

）
。
そ
の
過
程
に
ニ
ー
チ
ェ
や
和

辻
哲
郎
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
影
響
が
、
働
い
て
い
る
の
か
、
い
な
い
の
か
、

判
定
は
む
つ
か
し
い
し
、
判
定
し
て
も
た
い
し
た
意
味
は
な
い
。
和
辻
哲
郎
よ

り
一
世
代
上
の
太
田
水
穂
の
西
欧
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
受
容
に
発
す
る
、
短

歌
の
「
自
然
詠
」
の
理
論
化
と
、
小
説
や
戯
曲
を
読
ん
だ
と
き
の
感
動
に
発
す

る
和
辻
哲
郎
の
芸
術
論
の
歩
み
と
が
、

路
傍
の
小
さ
い
草
花
を
見
て
、
瞬
間

的
に
宇
宙
生
命
と
の
合
一
を
感
ず
る
と
い
う
ご
と
き
境
地

を
説
く
と
こ
ろ
に

向
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
は
確
か

に
い
え
る
。

斎
藤
茂
吉
が
一
九
二
〇
年
四
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に

341

和辻哲郎の哲学観、生命観、芸術観



連
載
し
た
「
短
歌
に
於
け
る
写
生
の
説
」
は
、
正
岡
子
規
の
説
い
た
「
写
生
」

の
理
念
を
尊
重
し
つ
つ
、「
写
生
」
の
語
を
中
国
古
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

生

気
の
気
、た
神ましひを
伝
へ
る
ぐ
ら
ゐ
の
意
味90

）

を
引
き
だ
し
、「
伝
神
写
心
」
の
観

念
を
原
義
と
し
た
。
そ
し
て
「
第
四
『
短
歌
と
写
生
』
一
家
言
」
に
、
和
辻
哲

郎
『
偶
像
再
興
』（
一
九
一
八
）
か
ら
、
ロ
ダ
ン（

F
ra
n
so
is
 
A
u
g
u
ste

 
R
en
e

R
o
d
in
,
1840-1917）

の
彫
刻
が
「
自
然
」
す
な
わ
ち
「
対
象
世
界
」
の

奥

に
活
躍
し
て
ゐ
る
生
そ
の
も
の
を
も
含
ん
で
い
る

と
述
べ
た
文
章
を
引
用
し

な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

実
相
に
観
入
し
て
自
然
・
自
己
一
元
の
生
を
写
す
。
こ
れ
が
短
歌
上
の
写

生
で
あ
る91

）
。

こ
こ
に
は
和
辻
哲
郎
の
哲
学
の
影
が
明
ら
か
だ
。
斎
藤
茂
吉
も
、
ナ
ウ
マ

ン
・
ポ
ケ
ッ
ト
版
で
ニ
ー
チ
ェ
を
読
ん
で
い
た
人
。
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研

究
』
に
も
接
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
斎
藤
茂
吉
は
伝
統
的
な
道
教
的
観

念
を
「
宇
宙
の
生
命
」
の
観
念
に
導
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
写
生
」
の

語
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
太
田
水
穂
に
論
駁
さ
れ
る
こ
と
に
な
る92

）
。

こ
れ
ら
は
、
西
欧
新
思
潮
を
、
伝
統
的
観
念
を
リ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
受
け
と

り
、
ま
た
、
宗
教
的
観
念
や
形
而
上
学
を
「
宇
宙
の
生
命
」
と
い
う
観
念
に
よ

っ
て
統
一
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
内
部
に
様
ざ
ま
な
角
逐
を
は
ら
ん

で
展
開
す
る
大
正
生
命
主
義
の
、
ほ
ん
の
一
端
を
紹
介
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

ロ
ダ
ン
の
彫
刻
が
「
自
然
」
す
な
わ
ち
「
対
象
世
界
」
の

奥
に
活
躍
し
て

ゐ
る
生
そ
の
も
の
を
も
含
ん
で
い
る

と
す
る
和
辻
哲
郎
『
偶
像
再
興
』
の
一

節
は
、『
白
樺
』
ロ
ダ
ン
号
に
お
け
る
、
武
者
小
路
実
篤
（
一
八
八
五
｜
一
九
七

六
）
ら
の
見
解
と
照
応
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先

に
引
い
た
阿
部
次
郎
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」
に
は
、
明
治
末
期
、
武
者
小
路

実
篤
、
木
下
杢
太
郎
ら
の
あ
い
だ
に
展
開
さ
れ
た
、
絵
画
表
現
と
そ
の
評
価
基

準
を
め
ぐ
る
「
絵
画
の
約
束
論
争
」、
制
作
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
享
受
者
を
措
定
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
論
議
の
さ

な
か
に
、
武
者
小
路
実
篤
の
い
う
「
自
己
の
た
め
に
描
く
」
を
応
援
す
る
か
の

よ
う
な
一
節
も
見
え
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、「
生
命
の
象
徴
」
と
し
て
絵
画

を
考
え
る
こ
と
を
共
通
の
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
。
そ
し
て

同
時
代
の
木
下
杢
太
郎
、
北
原
白
秋
ら
が
主
張
し
て
い
た
「
気
分
情
調
」
も
、

ド
イ
ツ
観
念
論
美
学
に
立
ち
つ
つ
も
、
生
命
の
象
徴
表
現
と
い
う
観
念
と
密
接

に
関
連
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。

結

語

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、
不
断
の
創
造
で
あ
る
「
宇
宙
生
命
」
を

原
理
と
し
、
一
切
を
そ
の
産
出
物
と
す
る
世
界
観
に
立
ち
、「
真
の
哲
学
者
」

は
、
そ
の
現
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
直
接
な
内
的
経
験
」
を
表
現
す
る
者
で
あ

り
、
そ
の
表
現
は
「
暗
示
的
象
徴
的
」
な
も
の
に
な
る
と
い
う
彼
の
哲
学
観
に

よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

原
理
に
よ
っ
て
諸
概
念
に
統
一
を
与
え
る
体
系
哲
学

に
、

欲
動
の
力
の
体

系

か
ら
萌
え
い
で
た
も
の
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
対
置
し
、
生
成
、
流
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動
し
、
体
系
性
を
欠
く
は
ず
の
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
体
系
性
を
構
築
す
る
試
み
だ

っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
主
我
主
義
の
よ
う
に
片
づ
け
ら
れ
た
り
、
狂
人
の
世
迷

い
ご
と
の
よ
う
に
さ
え
い
わ
れ
た
り
し
て
い
た
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
、
二
十
世

紀
初
頭
の
哲
学
や
思
潮
の
先
駆
と
い
う
位
置
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
図
に
発
し

て
い
た
。
和
辻
哲
郎
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
と
と
り
く
ん
だ
き
っ
か
け
と
し
て

は
、
最
初
期
の
「
霊
的
本
能
主
義
」
に
顕
著
な
精
神
性
の
改
革
、
す
な
わ
ち

「
個
性
の
完
成
」
の
た
め
に
突
進
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
や
、
そ
こ
か
ら

必
然
化
す
る
「
衆
愚
と
少
数
者
」
の
対
立
な
ど
、
自
身
が
抱
え
て
い
た
問
題
意

識
と
の
同
一
性
を
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
の
な
か
に
見
出
し
た
こ
と
も
無
視
で
き
な

い
。
し
か
し
、
最
も
大
き
く
働
い
た
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
こ
そ
が

路
傍

の
小
さ
い
草
花
を
見
て
、
瞬
間
的
に
宇
宙
生
命
と
の
合
一
を
感
ず
る
と
い
う
ご

と
き
境
地
や
、
一

の
戯
曲
に
接
し
て
前
後
不
覚
の
歓
喜
に
入
る
と
い
う
ご
と

き
経
験

を
最
も
根
本
的
に
説
き
あ
か
す
も
の
だ
と
い
う
考
え
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
境
地
や
経
験
を
、
象
徴
の
美
学
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
、
当
時
の
芸
術
家

た
ち
の
あ
い
だ
に
お
こ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
和
辻
哲
学
が
原
理
と
す
る
「
宇
宙
生
命
」
と
い
う
観
念
は
、
生
の

活
動
性
そ
の
も
の
を
原
理
と
し
、
実
体
観
念
を
拒
否
し
、
一
切
の
概
念
を
「
事

物
化
」
と
考
え
る
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
そ
れ
は
、
和
辻

哲
郎
の
著
作
の
う
ち
に
は
、
ま
ず
は
「
シ
ョ
ー
と
エ
デ
キ
ン
ト
と
の
比
較
」

（
一
九
一
二
）
の
う
ち
に
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
の
戯
曲
に
得
た
「
宇
宙
根

本
の
実
在
」
と
し
て
の“life fo

rce”

と
い
う
観
念
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
、
彼
が
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
と
と
り
く
む
う
ち
に
、
オ
イ
ケ
ン
や
ジ

ン
メ
ル
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
ら
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
二
十
世
紀
へ
の
転
換
期
の
「
生

の
哲
学
」
の
流
れ
か
ら
汲
み
あ
げ
ら
れ
、
確
立
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
意

識
の
流
れ
を
生
命
の
流
れ
と
説
く
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
心
理
学
原

理
』
も
、
そ
の
形
成
に
は
寄
与
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
、
ま
た
、
ネ

オ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
伝
統
観
念
で
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

た
大
正
生
命
主
義
の
流
れ
が
環
境
圧
の
よ
う
に
働
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
ふ
く
む
「
生
の
哲
学
」
の
流

れ
や
「
新
ロ
マ
ン
主
義
」、「
新
カ
ン
ト
派
」
の
受
容
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
の

日
本
の
哲
学
界
の
動
き
を
よ
く
映
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

和
辻
哲
郎
の
「
直
接
な
内
的
経
験
」
と
い
う
表
現
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ

ェ
イ
ム
ズ
の
「
純
粋
経
験
」
よ
り
も
、
は
る
か
に
「
人
格
」
と
結
び
つ
く
も
の

に
向
か
っ
て
い
た
の
は
、
阿
部
次
郎
の
い
う
「
内
生
活
直
写
」
の
直
接
性
の
重

視
が
響
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
和
辻
哲
郎
が
「
内
的
経
験
」
を
直
接
吐
露

す
る
哲
学
こ
そ
「
真
の
哲
学
」
で
あ
る
と
考
え
た
背
景
に
は
、
日
清
戦
争
を
前

後
す
る
時
期
か
ら
さ
か
ん
に
な
る
、
個
人
の
心
身
を
鍛
え
る
た
め
の
修
養
書
の

流
行
が
あ
り
、
そ
の
展
開
と
し
て
「
人
生
論
」
が
さ
か
ん
に
な
り
、
そ
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
著
者
自
身
の
内
面
の
動
き
を
「
直
写
」
す
る
阿
部
次
郎
『
三
太
郎

の
日
記
』
の
よ
う
な
随
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
働
い
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
人
格
の
向
上
を
う
た
い
文
句
に
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
和
辻
は
、
意
識
の
働
き
の
向
き
に
は
無
頓
着
と
な
り
、
ニ
ー
チ
ェ

343

和辻哲郎の哲学観、生命観、芸術観



哲
学
の
先
駆
性
を
説
き
た
い
と
い
う
動
機
も
働
き
、
有
用
性
に
傾
き
が
ち
な
意

識
の
働
き
に
着
目
し
、「
真
理
」
を
生
む
意
識
の
働
き
の
虚
偽
性
を
暴
く
ニ
ー

チ
ェ
と
、
直
接
経
験
の
把
握
の
困
難
性
を
説
く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
類
似
を
指
摘

し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
真
理
」
の
相
対
的
な
有
用
性
を
と
く
ジ
ェ
イ
ム

ズ
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
位
置
に
い
る
こ
と
を
度
外
視
す
る

結
果
に
な
っ
た
。

和
辻
哲
郎
は

現
前
の
瞬
間
に
お
い
て
永
久
の
生
と
個
人
の
生
と
を
合
一
せ

し
め
よ
う
と
す
る
所

に
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
神
髄
を
見
い
だ
し
、

各
瞬
間
の

絶
対
価
値

を
も
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
頂
点
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
ニ
ー
チ

ェ
の
「
永
遠
回
帰
」、
時
間
的
に
は
「
永
遠
の
今
」
の
誤
解
で
あ
り
、
こ
こ
に

は
、
刹
那
の
感
情
の
燃
焼
に
絶
対
価
値
を
置
く
岩
野
泡
鳴
『
神
秘
的
半
獣
主

義
』
の
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
和
辻
哲
郎
が
「
真
の
哲
学
」
の
原
基
に
す
え
る
「
宇
宙
生
命
」
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
普
遍
的
生
と
い
う
観
念
の
、
い
わ
ば
形
而
上
化
で
あ
る
。
そ
の
観

念
は
、
ド
イ
ツ
の
「
生
の
哲
学
」
の
流
れ
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保

存
則
を
宇
宙
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
と
転
換
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進

化
』
よ
り
得
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
「
宇
宙
生
命
」

と
の
「
合
一
」
と
い
う
命
題
は
な
く
、
そ
こ
に
は
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』

が
宗
教
の
本
質
と
し
て
説
く
「
永
久
の
真
生
命
と
の
合
一
」
の
影
を
見
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の
「
宇
宙
生
命
」
の
現
れ
で
あ
る
対
象
の
「
生
命
」
と
、
同
じ
く
鑑
賞
者

の
「
生
命
」
と
の
合
一
こ
そ
が
、
和
辻
哲
郎
の
考
え
る
美
の
本
質
、
芸
術
の
本

質
と
さ
れ
、
和
辻
哲
郎
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
体
系
の
理
解
は
円
環
を
閉
じ
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
和
辻
哲
郎
の
「
宇
宙
生
命
」
を
原
基
に
お
く
哲
学
体
系
志
向
は
、

生
命
の
普
遍
性
に
最
も
近
い
も
の
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
」

像
を
想
定
し
、
そ
れ
に
類
似
の
も
の
を
、
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
思
想
を
受
け

取
ら
な
い
以
前
の
「
真
正
の
日
本
人
」
像
を
探
ら
せ
た
り
、
ま
た
仏
教
彫
刻
の

底
に
、
類
似
の
観
念
を
探
る
方
向
に
和
辻
を
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前

者
に
は
、
や
は
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
・
イ
ザ
ナ
ギ
の
ミ
ト
ノ
マ
グ
ワ
イ
に
普
遍
原
理

と
し
て
の
生
々
欲
の
現
れ
を
見
る
岩
野
泡
鳴
の
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
の
影
が

は
た
ら
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
和
辻
が
早
く
か
ら
、
加
藤
弘
之

の
家
族
国
家
論
、
穂
積
八
束
の
血
統
国
家
論
、
筧
克
彦
の
神
道
国
家
論
に
対
し

て
反
発
を
見
せ
、
ま
た
中
国
思
想
の
影
響
を
説
く
津
田
左
右
吉
の
古
代
日
本
論

に
対
し
て
も
反
発
し
、
独
自
の
古
代
日
本
論
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
向
か
う
衝

動
と
、
そ
の
方
向
を
決
定
し
た
よ
う
に
想
わ
れ
る
。

和
辻
哲
郎
『
偶
像
再
興
』
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
に
お
い

て
、
国
家
が
作
り
出
す
「
新
し
き
偶
像
」
に
対
し
て
怒
り
を
こ
め
て
糾
弾
す
る

こ
と
を
ふ
ま
え
て
、「
新
し
き
偶
像
」
に
と
っ
て
か
わ
る
古
い
偶
像
を
復
興
す

る
企
て
だ
っ
た
。

ま
た
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
の
体
系
化
志
向
に
は
、
方
法
と
し
て
は
、

ア
ー
キ
タ
イ
プ
を
抽
出
し
た
り
、
一
種
の
構
造
主
義
的
方
法
を
見
せ
た
り
す
る

こ
と
の
芽
生
え
が
見
て
と
れ
る
。
ア
ー
キ
タ
イ
プ
の
抽
出
と
は
、『
原
始
キ
リ

ス
ト
教
の
文
化
史
的
意
義
』（
一
九
二
六
）、『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』（
一
九
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二
七
）、『
孔
子
』（
一
九
三
八
）
と
続
く
仕
事
、
一
種
の
構
造
主
義
的
方
法
と
は
、

『
続
日
本
精
神
研
究
』（
一
九
三
五
）
で
、
他
地
域
と
日
本
と
を
相
対
的
に
比
較

す
る
そ
れ
ま
で
の
方
向
か
ら
転
じ
て
、
い
わ
ば
日
本
精
神
を
垂
直
に
降
り
る
よ

う
な
態
度
を
見
せ
、
そ
の
「
日
本
文
化
の
重
層
性
」
の
章
で
は
、
祖
先
崇
拝
や

神
社
崇
拝
と
仏
教
と
が

重
層
的
に
統
一

さ
れ
た
し
く
み
を
論
じ
て
い
る
こ

と
を
い
う93

）
。

要
す
る
に
和
辻
哲
郎
『
ニ
ー
チ
ェ
研
究
』
は
、
同
時
代
の
哲
学
・
思
想
を
た

っ
ぷ
り
吸
い
こ
み
な
が
ら
、
以
前
か
ら
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
彼
自
身
の
志
向
を

鍛
え
、
ま
た
日
本
の
芸
術
家
た
ち
に
要
求
さ
れ
て
い
た
象
徴
美
学
の
新
理
論
と

し
て
、
か
つ
当
代
哲
学
の
先
駆
と
な
る
哲
学
の
か
た
ち
を
開
示
す
る
も
の
と
し

て
企
て
ら
れ
、
彼
の
哲
学
の
体
系
に
あ
わ
せ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
的
な
文
芸

作
品
の
背
後
に
ひ
そ
む
概
念
を
整
序
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、

そ
の
後
の
和
辻
哲
郎
の
文
化
哲
学
の
歩
み
の
志
向
と
方
法
の
原
基
が
胚
胎
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
イ
タ
リ
ス
ト
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
最
近
の
哲
学
の

動
き
に
照
ら
し
て
も
、
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
興
味
深
い
位
置
と
意

味
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

注１
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
、
四
一
頁
。
本
稿

に
は
、
全
集
版
所
収
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た
。
岩
波
版
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第

一
巻
の
金
子
武
蔵
「
解
説
」
に
は
、
改
訂
第
三
版
（
一
九
四
二
）
と
初
版
と
の

異
同
に
つ
い
て
、

誤
植
と
妥
当
で
な
い
措
辞
と
を
訂
正
す
る
こ
と
が
主
で
あ

っ
て
、
本
質
的
な
変
化
は
な
く
圏
点
に
い
た
る
ま
で
殆
ど
初
版
そ
の
ま
ま

（
六
八
三
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
全
集
版
『
ニ
ー
チ
ェ
研
究
』
は
第
三
版
を

底
本
と
し
、
新
字
新
仮
名
に
し
た
も
の
。

２
）

同
前
、
四
二
頁
。

３
）

同
前
、
四
三
頁
。

４
）

同
前
、
三
頁
。

５
）

な
お
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
改
訂
第
二
版
（
一
九
二
八
）
よ
り
、「
付
録

『
こ
の
人
を
見
よ
』
に
つ
い
て
」
が
付
さ
れ
た
。
こ
れ
は
『
我
等
』
一
九
二
八

年
二
月
号
に
「
ニ
ー
チ
ェ
の
自
己
観
察
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
。
改
訂
第

二
版
は
、
そ
の
ほ
か
に
は
誤
植
訂
正
を
行
っ
た
程
度
と
さ
れ
て
い
る
。

６
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
七
頁
。

７
）

同
前
、
三
七
頁
。

８
）

同
前
、
三
九
頁
。

９
）

同
前
、
三
五
九
頁
。

10
）

同
前
、
四
七
頁
。

11
）

同
前
、
九
頁
。

12
）

同
前
、
九
二
頁
。

13
）

同
前
、
三
二
頁
。

14
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
二
巻
、
理
想
社
、
一
九
六
二
、
二
七
頁
。

15
）

同
前
、
三
六
頁
。
原
佑
訳
。

16
）

同
前
、
一
四
八
頁
。

17
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究

重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』
作
品
社
、
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二
〇
〇
七
、
第
三
章
三
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

18
）

同
前
、
七
九
頁
。

19
）

同
前
、
八
九
頁
。

20
）

同
前
、
一
二
一
｜
一
二
二
頁
。

21
）

同
前
、
五
五
頁
。

22
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
二
巻
、
理
想
社
、
一
九
六
二
、
一
七
｜
一
八
頁
。

原
佑
訳
。

23
）

同
前
、
一
七
頁
。

24
）

同
前
、
七
二
頁
。

25
）

同
前
、
五
七
頁
。

26
）

同
前
、
三
六
頁
。

27
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』、
前
掲
書
、
第
三
章
五
節
３
を
参
照
さ
れ

た
い
。

28
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
二
巻
、
前
掲
書
、
一
七
頁
。

29
）
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
時
点
で
、
和
辻
哲
郎
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
書
簡
に
立

ち
入
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
和
辻
の
作
品
世
界
を
重
ん
じ
る
態
度
を
示
し
て

い
る
。
和
辻
の
場
合
、
ニ
ー
チ
ェ
の
人
格
研
究
の
「
行
き
過
ぎ
」
は
排
除
し
て

も
、
彼
の
人
格
が
現
れ
た
書
簡
の
研
究
ま
で
を
退
け
る
も
の
で
は
な
く
、
一
九

一
六
年
に
書
簡
の
翻
訳
に
着
手
し
、
順
次
、
雑
誌
に
発
表
、
翌
年
に
は
岩
波
書

店
よ
り
、『
ニ
イ
チ
ェ
書
簡
集
』
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。

30
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
二
巻
、
前
掲
書
、
三
三
八
頁
。

31
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
三
八
二
頁
。

32
）

同
前
、
九
二
、
九
六
頁
。

33
）

同
前
、
九
二
｜
九
三
頁
。

34
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
九
巻
、
理
想
社
、
一
九
六
九
、
四
七
六
頁
。

35
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
四
巻
、
理
想
社
、
一
九
六
七
、
一
二
九
頁
。

36
）

同
前
、
一
四
二
頁
。

37
）

同
前
、
一
五
一
頁
。

38
）

同
前
、
九
六
頁
。

39
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
二
章
九
節
２
を
参
照
さ
れ
た

い
。

40
）

同
前
、
四
二
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

41
）
『
田
辺
元
全
集
１
』

摩
書
房
、
一
九
六
四
、
四
二
七
｜
四
二
八
頁
。
鈴

木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
四
七
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

42
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
三
五
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

43
）

同
前
、
三
四
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

44
）

高
山
樗
牛
「
巣
林
子
の
人
生
観
」（「
近
松
巣
林
子
が
人
生
観
」）『
樗
牛
全

集
』
第
二
巻
、
博
文
館
、
一
九
〇
五
、
八
五
頁
。

45
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
増
補
改
訂
一
九
九
一
、
八

四
頁
。

46
）

シ
ョ
ー
は
『
バ
ー
バ
ラ
少
佐
』
序
で
、
自
分
は
ニ
ー
チ
ェ
の
キ
リ
ス
ト
教

批
判
の
文
章
を
読
ん
で
い
な
い
と
言
明
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
つ

い
て
「
金
髪
の
野
獣
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
ふ
く
む
文
章
ば
か
り
が
流
布
し
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
同
じ
よ
う
に
生
贄
に
さ
れ
て
い
る
と
い
い
、
ま
た
ニ

ー
チ
ェ
が
、
わ
が
ま
ま
な
ご
ろ
つ
き（

selfish
 
b
u
lly
in
g
）

を
人
生
の
原
理
と

し
て
無
意
味
に
称
賛
す
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
世
評
を
得
て
い
る
こ
と
と
、

「
超
人
」
と
い
う
一
語
の
も
つ
強
さ
と
の
平
仄
が
あ
っ
て
い
る
と
述
べ
、
自
分

が
「
超
人
」
の
語
を
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
借
り
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
よ
う
な
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「
超
人
」
的
な
独
裁
者
か
ら
社
会
を
救
済
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の

に
対
す
る
昔
ふ
う
の
熱
狂
の
馬
鹿
ら
し
さ
を
注
意
深
く
指
摘
し
た
は
ず
だ
、
と

弁
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
そ
の
隆

勢
を
一
時
期
の
も
の
と
す
る
バ
ッ
ク
ル（

H
en
ry T

h
o
m
a
s B

u
ck
le,

1821-

62）

の
進
歩
発
展
史
観
や
、
ニ
ー
チ
ェ
と
と
も
に
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
な
ど
の

名
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。M

ajor B
arbara

,
P
en
g
u
in B

o
o
k
s,
1960,

p
p
.

12-13.

47
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
三
八
〇
頁
。

48
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
増
補
改
訂
一
九
九
一
、
三

五
三
｜
三
五
四
頁
。

49
）

同
前
、
三
五
四
｜
三
五
五
頁
。

50
）
『
日
本
人
の
ニ
ー
チ
ェ
研
究
譜
』
ニ
ー
チ
ェ
全
集
別
巻
、
白
水
社
、
一
九

八
二
、
三
九
七
｜
四
〇
五
頁
に
抄
録
。

51
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
、
前
掲
書
、
三
五
五
頁
。

52
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
一
巻
、
岩
波
書
店
、
増
補
改
訂
一
九
九
一
、
九

頁
。な

お
、
シ
ョ
ー
の“life

 
fo
rce”

は
、『
人
と
超
人
』A

ct
 
T
h
ree

で
、D

o
n

 
Ju
a
n

がT
h
e D

ev
il

と
交
わ
す
や
り
と
り
の
な
か
で
、“L

ife F
o
rth
”

な
い
し

は“F
o
rth
 
o
f L

ife”

と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、“th

e
 
u
n
iv
er-

sa
l crea

tiv
e en

erg
y
”

と
言
い
か
え
ら
れ
て
も
い
る
。“In th

e sex rela
tio
n

 
th
e u
n
iv
ersa

l crea
tiv
e en

erg
y
,
…
…
o
v
errid

es a
n
d sw

eep
s a
w
a
y a

ll
 

p
erso

n
a
l co

n
sid
era

tio
n
”.

と
い
う
よ
う
に
。M

an
 
an
d
 
S
u
perm

an
;
A

 
C
om
ed
y an

d
 
a P

h
ilosoph

y
,
P
en
g
u
in B

o
o
k
s,
1946,

p
. 161.

53
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
、
前
掲
書
、
一
四
七
頁
。

54
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
一
巻
、
前
掲
書
、
一
八
｜
一
九
頁
。

55
）

同
前
、
二
三
頁
。

56
）

同
前
、
四
〇
七
頁
。

57
）

同
前
、
三
八
頁
。

58
）

同
前
、
四
八
｜
四
九
頁
。

59
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
、
前
掲
書
、
二
八
頁
。

60
）

同
前
、
二
八
七
｜
二
八
八
頁
。

61
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
一
巻
、
前
掲
書
、
四
七
頁
。

62
）

な
お
、
阿
部
次
郎
は
一
九
一
九
年
に
『
ニ
イ
チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ

解
釈
並
び
に
批
評
』
を
刊
行
、
一
九
三
〇
年
に
は
「『
悲
劇
の
誕
生
』
｜
そ
の

体
験
及
び
論
理
」
を
著
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
な
お
、
和
辻
の
著
作
の
な
か
に

阿
部
次
郎
の
名
が
現
れ
る
の
は
『
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
』（
一
九
一

五
）
自
序
な
ど
が
あ
る
。
和
辻
は
阿
部
次
郎
と
長
い
親
交
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る

が
、
安
倍
能
成
は
、
そ
の
は
じ
ま
り
を
和
辻
の
大
学
卒
業
後
の
こ
と
と
し
て
い

る
。
安
倍
能
成
「
解
説
」、『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九

六
三
、
四
六
三
頁
。

63
）
『
明
治
文
学
全
集
』
七
五
、

摩
書
房
、
一
九
六
八
、
八
九
頁
。

64
）

同
前
、
三
五
五
頁
。

65
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
、
前
掲
書
、
一
四
六
頁
。

66
）

岩
野
泡
鳴
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
一
九
〇
六
、『
岩
野
泡
鳴
全
集
９
』
臨

川
書
店
、
一
九
九
五
、
四
頁
。

67
）

岩
野
泡
鳴
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
前
掲
書
、
二
六
頁
。

68
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
七
章
一
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

69
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
〇
巻
、
前
掲
書
、
二
一
五
頁
。
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70
）

湯
浅
泰
雄
「
解
説
」、『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
一
巻
、
前
掲
書
、
四
〇
七

頁
を
参
照
。

71
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
一
四
八
頁
。

72
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
三
四
二
頁
。

73
）

同
前
、
三
四
九
頁
。

74
）

同
前
、
二
四
六
頁
。

75
）

同
前
、
二
五
一
頁
。

76
）

同
前
、
二
五
二
、
二
五
三
頁
。

77
）
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
一
二
巻
、
前
掲
書
、
四
六
一
頁
。

78
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
二
章
九
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

79
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
を
参
照
。

80
）

同
前
、
五
九
頁
。

81
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
四
一
六
｜
四
一
七
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
。

82
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
五
九
頁
。

83
）

同
前
、
二
五
五
頁
。

84
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
三
章
三
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

85
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
二
〇
六
頁
。

86
）
『
太
田
水
穂
全
集
』
第
三
巻
、
近
藤
書
店
、
一
九
五
七
、
本
の
友
社
復
刻

版
、
一
九
九
九
、
一
二
頁
。

87
）

同
前
、
二
八
頁
。

88
）
『
太
田
水
穂
全
集
』
第
五
巻
、
近
藤
書
店
、
一
九
五
九
、
本
の
友
社
復
刻

版
、
一
九
九
九
、
二
二
頁
。

89
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
八
章
五
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

90
）
『
斎
藤
茂
吉
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、
七
六
七
頁
。

91
）

同
前
、
八
〇
四
頁
。

92
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
八
章
四
節
６
を
参
照
さ
れ
た

い
。

93
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
六
一
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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