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小
林
秀
雄
「
様
々
な
る
意
匠
」
の
中
心
素
材

─
─
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
西
田
幾
多
郎
の
「
純
粋
経
験
」
と
生
命
哲
学
思
潮

　

ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識

論
要
綱
』
の
核
心
部
分
を
ほ
ぼ
祖
述
し
た
西
田
幾
多
郎
『
善

の
研
究
』、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
『
ニ
ー
チ
ェ
―
―
同
時
代
と
の
闘

争
者
』
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
思
想
解
釈
の
核
心
部
分
を
ほ
ぼ
祖

述
し
た
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』、
以
上
４
著
作
か
ら
の

決
定
的
な
影
響
の
も
と
に
、
小
林
秀
雄
の
批
評
思
想
の
核
心

部
分
が
形
成
さ
れ
た
事
実
を
例
証
し
た
。
と
り
わ
け
『
ゲ
ー

テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
か
ら
の
影
響
は
「
様
々
な
る

意
匠
」
の
中
核
を
な
す
「
宿
命
」
概
念
の
形
成
に
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
西
田
、
和
辻
の
著
作
に
も
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
思
想
を
応
用
発
展
さ
せ
た
独
創
的
部
分
が
あ
り
、
そ

の
部
分
か
ら
の
影
響
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
小

林
の
目
指
し
た
と
こ
ろ
が
、
近
代
的
客
観
主
義
に
立
つ
主
格

二
元
論
的
実
在
認
識
の
限
界
を
乗
り
超
え
、
主
客
一
体
の
統

一
性
を
持
つ
実
在
認
識
を
目
指
そ
う
と
し
た
、
西
欧
生
命
哲

学
思
潮
の
方
向
と
一
致
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

序　一　

�

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
純
粋
経
験
」
と
「
統
一
体
」
と
し
て
の

「
思
考
世
界
」

二　

西
田
幾
多
郎
の
「
純
粋
経
験
」
と
「
唯
一
な
る
義
務
の
世
界
」

三　

小
林
秀
雄
の
「
宿
命
」
と
「
生
命
」

結　注　
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序

　

前
稿（
１
）で

、
中
期
以
降
の
小
林
秀
雄
が
標
榜
し
続
け
た
「
無
私
」
の

姿
勢
と
そ
れ
に
付
随
す
る
「
肉
体
」
重
視
の
姿
勢
が
、
ル
ド
ル
フ
・

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
「
純
粋
経
験
」
の
概
念
に
由
来
す
る
で
あ
ろ

う
事
実
を
例
証
し
た
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
純
粋
経
験
概
念
は
、
そ
の

著
書
『
ニ
ー
チ
ェ
―
―
同
時
代
と
の
闘
争
者（
２
）』
を
通
じ
て
和
辻
哲
郎

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究（
３
）』
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
、『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観

の
認
識
論
要
綱（
４
）』

を
通
じ
て
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究（
５
）』

ほ
か
の

著
作
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
が
『
善
の

研
究
』
で
思
索
の
起
点
と
し
た
「
純
粋
経
験
」
に
は
、
従
来
は
西
田

自
身
が
言
及
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
純
粋
経
験
概

念
の
影
響
等
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
西
田
の
概
念
定
義
と

そ
れ
を
起
点
と
し
て
展
開
さ
れ
る
議
論
と
の
明
瞭
な
符
合
が
認
め
ら

れ
る
源
泉
と
し
て
は
、
河
西
義
治
『
京
都
学
派
の
誕
生
と
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
』（
二
〇
〇
四
年
刊（
６
））
が
初
め
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
を
お
い
て
ほ
か
に
は

な
い
だ
ろ
う
。

　

当
の
西
田
が
言
明
し
て
い
な
い
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
か
ら
の
影
響
が
甚

大
で
あ
る
事
実
に
は
疑
問
を
も
た
れ
て
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
（
現
状
で
、
上
記
事
実
を
認
め
る
動
き
は
、
管
見

で
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
）。
し
か
し
河
西
お
よ
び
論
者
前
稿
と

本
稿
の
あ
げ
る
数
多
く
の
事
例
は
そ
れ
を
明
確
に
証
拠
づ
け
う
る
も

の
な
の
で
、
そ
の
方
向
へ
の
理
解
が
進
む
こ
と
は
時
間
の
問
題
と
思

わ
れ
る
。
今
後
の
批
判
と
検
証
を
待
ち
た
い
。

　

本
稿
で
は
主
と
し
て
こ
の
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』

お
よ
び
西
田
『
善
の
研
究
』
が
、
小
林
秀
雄
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
と

な
っ
た
評
論
で
あ
る
「
様
々
な
る
意
匠
」
の
核
心
を
な
す
主
題
に
影

響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
痕
跡
を
追
い
、
例
証
す
る
。
そ
れ
が
、

い
ま
だ
に
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
混
迷
を
深
め
て
い
る
小
林
秀
雄
の

文
章
が
、
何
を
本
当
に
言
お
う
と
し
て
い
た
の
か
、
を
確
認
す
る
た

め
の
基
礎
作
業
の
ひ
と
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。

一　

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
純
粋
経
験
」
と
「
統
一
体
」
と

　
　

し
て
の
「
思
考
世
界
」

　

ま
ず
「
純
粋
経
験
」
と
は
何
か
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に

説
き
起
こ
す
。

　
　

�

現
実
は
、
い
わ
ば
未
知
の
世
界
か
ら
来
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の

物
質
的
、
精
神
的
な
知
覚
能
力
に
現
れ
て
く
る
。
さ
し
当
り
私

た
ち
は
、
目
の
前
に
現
れ
て
く
る
こ
の
多
様
性
を
眺
め
ま
わ
す

こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
私
た
ち
の
一
番

最
初
の
行
為
は
、
現
実
を
感
覚
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
と
き
現
れ
る
内
容
を
ま
ず
は
っ
き
り
と
と
ら
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
だ
け
が
純
粋
経
験
と
言
え
る
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か
ら
で
あ
る（
７
）。

　

存
在
認
識
の
起
点
と
し
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
「
感
覚
」
に
よ
る
現

実
把
握
を
示
す
。
さ
ら
に
「
姿
、
力
、
音
な
ど
の
無
限
の
多
様
性
が

私
た
ち
の
目
の
前
に
現
れ
る
と
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
悟
性
に
よ
っ
て
秩

序
付
け
よ
う
と
す
る
衝
動
が
私
た
ち
の
う
ち
に
生
じ
る
」
が
、「
し

か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
も
の
は
、
も
は
や
純
粋
経
験

0

0

0

0

で
は

な
い
」
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　
　00

�

00私
た
ち
が
自
己
を
全
く
放
棄
し
て
現
実
に
向
か
う
と
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
現
実

0

0

が
私
た
ち
に
現
れ
て
く
る
そ
の
あ
り
よ
う
が
純
粋
経
験
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0（
８
）。

　

右
の
よ
う
に
「
純
粋
経
験
」
は
悟
性
を
さ
し
は
さ
ま
ず
に
、
現
実

世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
容
し
た
像
を
さ
す
。
た
だ
し
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
単
な
る
原
初
的
な
経
験
を
標
榜
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人

間
に
と
っ
て
の
す
べ
て
の
実
在
が
、「
感
覚
」
上
に
現
れ
た
「
純
粋

経
験
」
を
起
点
と
し
て
存
立
す
る
と
い
う
一
元
論
的
な
存
在
論
を
展

開
す
る
た
め
の
基
礎
づ
け
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の

「
純
粋
経
験
」
概
念
は
、
一
元
論
的
な
認
識
論
と
し
て
の
独
特
の
特

質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
特
質
を
述
べ
る
た
め
に
、「
純
粋
経
験
」

に
次
い
で
説
か
れ
る
の
は
「
思
考
」
で
あ
る
。

　
　

�　

思
考
が
、
世
界
の
中
に
よ
り
深
く
入
り
こ
む
た
め
の
道
具
で

あ
る
べ
き
な
ら
、
思
考
自
身
が
ま
ず
経
験
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

私
た
ち
は
経
験
さ
れ
る
事
象
の
中
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
思
考
自
体
を
経
験
の
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

つ
と
し
て
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　
　

�　

そ
う
し
て
初
め
て
、
私
た
ち
の
世
界
観
に
内
的
な
統
一
性
が

与
え
ら
れ
る（
９
）。

　

「
思
考
自
身
が
ま
ず
経
験
に
な
る
」
と
は
、
感
覚
に
映
じ
た
現
実

（
純
粋
経
験
）
に
対
し
て
そ
れ
を
秩
序
だ
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
働
き
で
あ
る
「
思
考
」（「
概
念
」
を
形
成
す
る
働
き
で

あ
る
「
悟
性
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
）
自
体
を
、
意
図
的
な
操
作

（
悟
性
）
を
加
え
ず
「
純
粋
経
験
」
と
し
て
静
観
す
る
ふ
る
ま
い
を

い
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
経
験
さ
れ
た
事
象
」
は
「
統
一
性
」
が

与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
か
ら
だ
。

　
　

�

00感
覚
に
現
れ
る
現
象
と
思
考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
が
、
経
験
に
お
い
て
は
対
峙
し

て
い
る
。
前
者
は
自
身
の
本
質
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。

後
者
は
自
ら
の
本
質
だ
け
で
な
く
、
前
者
即
ち
感
覚
に
現
れ
る

0

0

0

0

0

0

現
象

0

0

の
本
質
も
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る）
（1
（

。

　

「
純
粋
経
験
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
単
な
る
経
験
で
あ
り
、
私
た
ち

に
何
の
秩
序
だ
っ
た
認
識
も
も
た
ら
さ
な
い
が
、「
純
粋
経
験
」
と

同
じ
く
「
感
覚
」
に
現
れ
る
働
き
で
あ
る
「
思
考
」
は
、「
純
粋
経

験
」
の
「
本
質
」
を
私
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
媒
介
的
な
働
き
を
も
つ

（
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
「
思
考
こ
そ
が
現
実
の
総
体

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
つ

も
り
で
探
求
を
始
め
た
い）
（（
（

」
と
宣
言
し
て
い
る
）。
と
い
っ
て
も
、

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
定
義
で
は
、「
思
考
」
は
「
悟
性
」
と
は
異
な
る

性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
意
図
的
な
操
作
を
一
切
せ
ず
に
そ
の
動

き
を
観
察
す
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
る
。
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�

こ
の
思
考
生
成
の
過
程
の
中
で
思
考
が
ど
の
よ
う
な
結
合
を
す

る
べ
き
か
決
定
す
る
の
は
私
た
ち
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
思

考
内
容
が
そ
の
本
性
に
従
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

展
開
で
き
る
よ
う
に
、
場
を
提

供
す
る
に
す
ぎ
な
い）
（1
（

。

　

「
思
考
」
は
、「
純
粋
経
験
」
と
し
て
「
感
覚
」
に
現
れ
た
現
象

相
互
を
結
合
し
、
秩
序
立
て
、
一
つ
の
体
系
と
し
て
私
た
ち
の
感
覚

に
認
識
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
働
く
「
私
た
ち
の
思
考
世
界
は
全
く

自
立
的
な
本
性
で
あ
り
、
自
ら
完
結
し
た
、
完
璧
で
完
成
さ
れ
た
統

一
体）
（1
（

」
と
し
て
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
「
感
覚
」
上
に
現
れ
た
諸
現
象
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
「
純

粋
経
験
」
と
、
同
じ
く
「
感
覚
」
上
に
働
き
、
知
覚
さ
れ
た
諸
現
象

を
秩
序
だ
っ
た
姿
と
し
て
私
た
ち
に
認
識
さ
せ
る
「
思
考
」
と
は
、

両
者
と
も
、
何
ら
の
意
識
的
意
図
的
操
作
を
加
え
な
い
状
態
に
置
か

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
、
独
自
の
自

律
的
な
生
成
作
用
に
よ
っ
て
「
思
考
内
容
が
そ
の
本
性
に
従
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

展

開
」
し
、「
純
粋
経
験
」
を
秩
序
だ
っ
た
体
系
に
組
み
上
げ
、
私
た

ち
に
認
識
さ
れ
る
現
実
の
現
象
の
像
を
生
成
す
る
。
そ
う
し
て
は
じ

め
て
「
内
的
な
統
一
性
」
を
も
っ
た
「
私
た
ち
の
世
界
観
」
が
得
ら

れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
の
「
内
的
な
統
一
性
」
を
も
つ
「
世
界
観
」
は
、

私
た
ち
の
意
識
・
意
図
か
ら
は
独
立
し
た
自
律
的
存
在
で
あ
る
。
も

し
も
「
こ
の
世
界
観
の
中
に
、
経
験
以
外
の
あ
る
別
種
の
要
素
を
取

り
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
世
界
観
は
統
一
性
の
な
い
も
の
に
な

る）
（1
（

」
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、「
あ
る
観
察
の
内
で
見
い
だ
し
た
も
の
」

を
注
意
深
く
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

手
順
に
よ
る
。

　
　

�

思
考
自
体
の
固
有
の
本
性
の
内
に
入
り
こ
み
、
そ
し
て
そ
の
本

0

0

0

質
に
従
っ
て

0

0

0

0

0

認
識
さ
れ
た
思
考
と
経
験
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
た

と
き
、
そ
こ
に
ど
ん
な
関
係
が
生
じ
る
か
を
観
察
す
る
こ
と
、

こ
れ
の
み
が
ゲ
ー
テ
の
意
味
に
お
い
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る）
（1
（

。

　

つ
ま
り
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
定
義
す
る
「
純
粋
経
験
」
と
「
思
考
」

の
働
き
と
が
そ
の
自
律
的
な
働
き
に
よ
っ
て
融
合
す
る
さ
ま
を
、
意

図
的
な
ど
の
よ
う
な
操
作
も
せ
ず
「
観
察
」
す
る
こ
と
が
、
認
識
に

お
い
て
な
す
べ
き
「
行
為
」
な
の
だ
。
こ
の
行
為
者
は
経
験
と
思
考

と
の
自
律
的
な
相
互
の
働
き
を
さ
ま
た
げ
な
い
よ
う
最
大
限
の
注
意

を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
の
ご
と
く
。

　
　

�

ゲ
ー
テ
は
常
に
経
験
の
道
を
厳
格
に
守
っ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず

対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
と
ら
え
、
主
観
的
な
意
見
を
全
く
遠
ざ

け
て
対
象
の
本
質
に
徹
底
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
諸
対
象
が

相
互
に
作
用
し
得
る
よ
う
な
条
件
を
つ
く
り
上
げ
、
そ
こ
で
何

が
起
こ
る
か
を
待
つ
。
ゲ
ー
テ
は
、
自
然
が
そ
の
法
則
性
を
開

示
で
き
る
よ
う
な
特
徴
的
な
状
況
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
に
努

め
、
い
わ
ば
自
然
が
そ
の
法
則
を
自
ら
打
ち
明
け
る
よ
う
に
し

向
け
る）
（1
（

。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
感
覚
に
映
っ
た
諸
現
象
（
経
験
）
相
互
の
融

合
反
応
の
完
遂
を
い
わ
ば
禁
欲
的
に
待
ち
、
つ
い
に
「
自
然
が
そ
の

法
則
を
自
ら
打
ち
明
け
」
て
く
れ
た
と
き
、「
統
一
性
」
の
あ
る
認

識
が
開
示
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
し
て
得
ら
れ
た
認
識
・
世
界
観
こ
そ
が
、

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
う
意
味
で
の
「
客
観
」
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間

に
と
っ
て
意
味
あ
る
世
界
観
で
あ
り
、
主
客
融
合
し
た
一
元
論
的
全

体
性
を
も
つ
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
の
生
に
と
っ
て
本
来
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
も
つ
「
真
実
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
真
実
」
は
、『
ニ
ー

チ
ェ
―
―
同
時
代
と
の
闘
争
者
』
の
言
い
方
で
は
「
生
を
高
揚
せ
し

め
る
力）
（1
（

」
を
も
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
人
間
の
生
命
力
を

高
め
る
認
識
こ
そ
が
本
来
的
な
「
真
実
」
だ
と
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
思
考
と
経
験
の
作
用
は
、
ど
の
よ
う
に
「
内
的

な
統
一
性
」
あ
る
「
世
界
観
」
を
生
成
し
て
い
く
の
か
。
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
そ
の
過
程
を
、
言
葉
を
変
え
な
が
ら
何
度
も
入
念
に
説
明
し

て
い
る
。
代
表
的
な
箇
所
を
次
に
示
す
。

　
　

�

私
た
ち
の
思
考
は
、
そ
れ
だ
け
を

0

0

0

0

0

〔
そ
の
思
考
自
体
だ
け
を
〕

観
察
す
る
と
き
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
全

く
の
多
様
な
仕
方
で
つ
な
が
り
合
い
、
有
機
的
に
結
び
つ
い
て

い
る
思
考
内
容
の
多
種
多
様
性

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
多
種
多

様
性
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
充
分
に
調
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
や
は

り
一
つ
の
統
一
体
、
調
和
と
し
て
現
わ
れ
る
。
個
々
の
部
分
は

お
互
い
に
関
連
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
の
た
め
に
存
在
し

て
い
る
。
一
個
は
他
の
部
分
を
変
容
し
、
ま
た
限
定
し
て
い
る）
（1
（

。

　

は
じ
め
、「
全
く
の
多
様
な
仕
方
で
つ
な
が
り
合
」
っ
て
い
た

「
思
考
内
容
の
多
種
多
様
性

0

0

0

0

0

」
が
、
し
だ
い
に
「
一
つ
の
統
一
体
、

調
和
と
し
て
現
わ
れ
」
は
じ
め
る
。
こ
れ
が
、
思
考
の
統
一
作
用
で

あ
る
。「
こ
の

0

0

概
念
が
あ
の

0

0

概
念
と
つ
な
が
り
合
う
、
三
つ
め
の
概

念
が
四
つ
め
を
解
説
し
、
ま
た
補
足
す
る
、
と
い
う
具
合
」
に
、
多

種
多
様
で
あ
っ
た
諸
概
念
の
無
秩
序
状
態
が
、
お
の
ず
か
ら
秩
序
を

な
し
て
い
く
。

　

し
か
し
い
っ
た
ん
秩
序
を
持
ち
始
め
た
思
考
内
容
に
、
ま
た
別
の

思
考
内
容
が
投
げ
込
ま
れ
る
と
、
今
度
は
そ
れ
を
全
体
の
秩
序
の
中

に
位
置
づ
け
る
た
め
、
新
た
な
統
一
化
の
た
め
の
自
律
的
な
作
用
が

再
び
開
始
さ
れ
る
。

　
　

�

何
ら
か
の
あ
る
個
別
の

0

0

0

思
考
内
容
が
意
識
に
現
わ
れ
る
と
、
こ

の
思
考
内
容
を
私
の
他
の
思
考
に
調
和
さ
せ
る
ま
で
私
は
休
ま

な
い
。
そ
の
よ
う
な
隔
離
さ
れ
た
特
殊
概
念
と
い
う
も
の
が

あ
っ
て
、
私
の
持
っ
て
い
る
精
神
界
の
他
の
部
分
か
ら
閉
ざ
さ

れ
て
在
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
全
く
耐
え
難
い
も

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
全
て
の
思
考
の
内
的
に

確
立
さ
れ
た
調
和
が
存
在
し
、
思
考
世
界
が
統
一
的
で
あ
る
こ

と
を
私
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
に
隔

絶
さ
れ
た
も
の
は
私
た
ち
に
と
っ
て
不
自
然
で
あ
り
、
真
理
に
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反
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
働
き
を
繰
り
返
し
、「
私
た
ち
は
、
思
考
世
界
全
体

が
内
的
で
完
璧
な
調
和
体
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
た
ど
り
着）
（1
（

」
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
私
た
ち
の
精
神
が
希
求
す

る
あ
の
充
足
が
与
え
ら
れ
」、「
そ
う
し
て
今
私
た
ち
は
真
理
を
手
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る
と
感
じ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
こ
の
結
果
と
し
て
「
全
て
の
概
念
が
お
互

い
に
浸
透
し
合
い
調
和
し
合
っ
て
い
る
状
態
を
私
た
ち
が
所
有
し
、

そ
こ
に
真
理
を
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
「
真
理
」
が
、
い
わ
ゆ
る
「
厳
密
に
客
観

的
な
学
問
」
が
目
指
す
も
の
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
う
し
た
立
場
は
「
思
考
」
や
「
概
念
」
を
、
人
間
の
外

界
に
客
観
的
に
存
在
す
る
現
象
世
界
の
代
替
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
す

（
つ
ま
り
、
思
考
や
概
念
が
な
く
と
も
そ
れ
と
無
関
係
に
現
象
世
界

は
完
璧
に
存
在
す
る
と
み
な
す
）
が
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
思
考
や
概

念
と
い
っ
た
意
識
現
象
こ
そ
が
む
し
ろ
存
在
の
本
体
だ
と
考
え
て
い

る
。
人
間
が
思
考
す
る
か
ら
存
在
物
は
存
在
し
は
じ
め
る
の
だ
。

　

だ
か
ら
「
真
理
」
は
「
思
考
」
が
生
み
出
す
も
の
と
言
っ
て
も
よ

い
。
こ
う
し
た
「
認
識
論
と
い
う
道
を
通
じ
て
の
み
、
人
は
思
考
が

世
界
の
核
心
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る）
11
（

」
と

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
述
べ
て
い
る
。「
感
覚
」
に
知
覚
さ
れ
た
「
純
粋

経
験
」
と
「
思
考
」
が
自
律
的
な
秩
序
を
築
き
結
ば
れ
あ
っ
て
い
く

さ
ま
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

　
　

�

知
覚
は
私
た
ち
に
と
っ
て
先
ず
謎
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
。
私
た

ち
の
内
に
は
こ
の
知
覚
が
何0

で
あ
る
か
、
知
覚
が
自
ら
は
語
ろ

う
と
し
な
い
そ
の
本
質

0

0

が
何
で
あ
る
か
を
探
求
し
よ
う
と
い
う

衝
動
が
生
じ
る
。
こ
の
衝
動
と
は
、
あ
る
概
念
が
意
識
の
暗
闇

か
ら
立
ち
昇
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
そ
の
働
き
か
け
に
他
な
ら
な

い
。
感
覚
的
な
知
覚
と
思
考
過
程
が
同
時
に
進
行
し
て
い
る
う

ち
に
、
私
た
ち
は
こ
の
概
念
を
は
っ
き
り
つ
か
ま
え
る
。
無
言

の
知
覚
は
突
然
私
た
ち
に
理
解
で
き
る
言
葉
を
語
り
出
す
。
私

た
ち
が
把
え
た
概
念
こ
そ
が
、
求
め
て
い
た
知
覚
の
本
質
で
あ

る
こ
と
を
私
た
ち
は
認
識
す
る）
1（
（

。

　

「
謎
の
よ
う
に
現
わ
れ
」
た
知
覚
は
こ
う
し
て
、
ま
っ
た
く
の

「
多
種
多
様
性
」
か
ら
秩
序
だ
っ
た
「
概
念
」
へ
と
、
私
た
ち
の
意

図
的
操
作
を
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
自
律
的
に
再
構
成
さ
れ
て
い
き
、

あ
る
と
き
「
突
然
」
に
、「
私
た
ち
に
理
解
で
き
る
言
葉
を
語
り
出

す
」。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
「
知
覚
の
本
質
」
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
ま
た
、
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
手
順
で
把
握

さ
れ
た
世
界
観
を
「
理
性
的
な
世
界
観
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て

「
理
性
的
な
世
界
観
に
お
い
て
は
、
人
間
と
世
界
は
不
可
分
の
統
一

体
と
し
て
現
れ
る）
11
（

」
と
主
張
す
る
。「
概
念
は
悟
性
に
よ
っ
て
把
え

ら
れ
る
個
々
の
思
考
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
こ
の
「
悟
性

の
創
造
物
〔
概
念
〕」
が
「
個
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
今

や
一
つ
の
全
体
性
の
部
分
と
し
て
の
み
生
き
て
い
る
」
の
が
、
私
た
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ち
が
「
真
理
」
に
行
き
着
い
た
状
態
で
あ
り
、「
理
性
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
た
〔
知
覚
さ
れ
た
〕
こ
の
よ
う
な
形
成
物
を
理
念
（
イ
デ
ー
）

と
名
づ
け
よ
う
」
と
記
述
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
理
性
と
は
理イ
デ
ー念
を

知
覚
す
る
能
力
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。

　

も
う
一
度
用
語
と
定
義
を
整
理
す
れ
ば
、「
悟
性
〔
対
象
を
識
別

し
て
把
え
る
働
き
〕
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
概
念
世
界
は
…
…
多
様

性
で
あ
」
り
、「
純
粋
経
験
」
と
「
思
考
」
と
を
意
識
す
る
働
き
で

あ
る
「
理
性
に
お
い
て
諸
概
念
自
体
が
自
ら
結
合
し
理
念
と
な
る）
11
（

」

の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
思
考
」
が
組
み
上
げ
た
統
一
あ
る

世
界
観
を
知
覚
す
る
働
き
が
「
理
性
」
で
あ
り
、
そ
う
し
て
最
終
的

に
知
覚
さ
れ
た
、
統
一
体
と
し
て
の
世
界
像
が
「
理イ
デ
ー念
」
で
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
用
語
が
煩
雑
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
が
、
論
点
は
、

人
間
の
内
面
の
意
識
現
象
こ
そ
が
、
人
間
が
認
識
し
う
る
「
存
在
」

の
本
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
す
る
と
人
間
の
意
識
の
働
き
の
内
で

の
み
人
間
の
本
性
に
即
し
た
「
真
理
」
を
と
ら
え
う
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
客
観
」
を
重
ん
ず
る
近
代
的
な
知
の
あ
り

か
た
に
対
す
る
反
措
定
と
な
っ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
立
場
は

主
客
一
体
、
す
べ
て
を
有
機
的
な
統
一
体
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す

る
有
機
的
な
（
い
わ
ゆ
る
「
客
観
主
義
」
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
主

観
的
な
、
と
も
見
え
る
）
世
界
観
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
次
の
よ
う
に
、
同
じ
多
様
体
で
も
「
人
工
的
な
分
析
か
ら
発

生
し
た
多
様
体
」
が
、
存
在
認
識
の
本
質
か
ら
そ
れ
た
も
の
と
し
て

否
定
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

�

現
実
を
た
だ
単
に
悟
性
的
に
と
ら
え
る
者
は
、
か
え
っ
て
現
実

か
ら
離
れ
て
い
く
。
現
実
は
本
当
は
統
一
体
で
あ
る
の
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
彼

は
こ
の
現
実
の
代
わ
り
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
工
的
な
分
析
か
ら
発
生
し
た
多

様
体
を
据
え
る
が
、
そ
れ
は
現
実
の
本
質

0

0

と
は
全
く
無
関
係
の

も
の
で
あ
る）
11
（

。

　

右
に
言
う
「
人
工
的
な
分
析
か
ら
発
生
し
た
多
様
体
」、
た
と
え

ば
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
尺
度
で
あ
る
と
こ
ろ
の
因
果
関
係
を
求
め
る

よ
う
な
理
論
的
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
か
え
っ
て
虚
構
的
で
あ
り
、「
真
理
」
か
ら

遠
ざ
か
っ
た
妄
想
な
の
だ
。

　

付
言
す
れ
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
こ
の
著
書
の
末
尾
を
次
の
よ
う

に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
　

�

芸
術
作
品
の
浮
沈
は
、
芸
術
家
が
ど
の
程
度
ま
で
理
念
を
素
材

に
植
え
込
む
こ
と
が
で
き
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
…
…
芸
術

美
に
お
い
て
は
、
芸
術
家
が
自
ら
の

0

0

0

精
神
を
刻
印
し
な
い
部
分

が
残
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
芸
術
と
は
、
行
為
に
応
用

さ
れ
た
学
問
で
あ
ろ
う
。
学
問
が
理
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
芸
術

は
そ
の
機
構
（
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
れ
は
実
践

的
学
問
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
結
局
学
問
は
命
題
で

あ
り
、
芸
術
は
課
題
で
あ
ろ
う）
11
（

。
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「
芸
術
」
活
動
は
「
学
問
」（
い
わ
ゆ
る
厳
密
な
客
観
を
求
め
る

学
問
の
こ
と
で
は
な
い
）
で
得
ら
れ
る
よ
う
な
知
見
を
「
実
践
」
す

る
行
為
だ
と
さ
れ
る
。
芸
術
と
学
問
を
対
象
と
す
る
こ
の
よ
う
な
関

心
の
あ
り
方
は
、
西
田
幾
多
郎
に
も
和
辻
哲
郎
に
も
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
も
、
両
者
へ
の
影
響
関
係
の
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。二　

西
田
幾
多
郎
の
「
純
粋
経
験
」
と
「
唯
一
な
る
義
務

　
　

の
世
界
」

　

一
方
の
西
田
幾
多
郎
は
「
純
粋
経
験
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
た
か
。
西
田
は
人
間
に
と
っ
て
の
実
在
は
す
べ
て
、「
意
識
現
象
」

か
ら
発
生
す
る
も
の
だ
と
い
う
一
元
論
的
な
立
場
を
と
る
。
そ
し
て

精
神
と
物
質
（
身
体
）
の
二
元
論
に
よ
っ
て
実
在
を
と
ら
え
る
よ
う

な
、
い
わ
ゆ
る
客
観
主
義
的
な
近
代
の
学
問
姿
勢
に
異
を
唱
え
る
。

西
田
は
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明）
11
（

」
す
る

意
図
で
『
善
の
研
究
』
を
書
い
た
と
、
そ
の
「
序
」
に
述
べ
て
お
り
、

「
第
一
編　

純
粋
経
験
、
第
一
章　

純
粋
経
験
」
で
次
の
よ
う
に

「
純
粋
経
験
」
を
定
義
し
て
い
る
。

　
　

�

全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
ゝ
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。

純
粋
と
い
ふ
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
つ
て
居
る
者
も
其
実
は

何
等
か
の
思
想
を
交
へ
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ

な
い
、
真
に
経
験
其
儘
の
状
態
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
…
…
自
己

の
意
識
で
あ
つ
て
も
、
過
去
に
就
い
て
の
想
起
で
あ
つ
て
も
、

之
を
判
断
し
た
時
は
已
に
純
粋
の
経
験
で
は
な
い
。
真
の
純
粋

経
験
は
何
等
の
意
味
も
な
い
、
事
実
其
儘
の
現
在
意
識
あ
る
の

み
で
あ
る）
11
（

。

　

右
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
定
義
と
の
齟
齬
は
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

の
場
合
は
さ
ら
に
「
純
粋
経
験
」
と
「
思
考
」
の
相
互
作
用
に
よ
っ

て
、
自
律
的
に
統
一
的
な
世
界
像
が
生
成
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
は
「
第
一
編　

純
粋
経
験
、
第
二
章　

思
惟
」
で
言
う
。

　
　

�

思
惟
と
い
ふ
の
は
心
理
学
か
ら
見
れ
ば
、
表
象
間
の
関
係
を
定

め
之
を
統
一
す
る
作
用
で
あ
る）
11
（

。

　
　

�

思
惟
を
進
行
せ
し
む
る
者
は
我
々
の
随
意
作
用
で
は
な
い
、
思

惟
は
己
自
身
に
て
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
全
く
自
己
を

棄
て
ゝ
思
惟
の
対
象
即
ち
問
題
に
純
一
と
な
つ
た
と
き
、
更
に

適
当
に
い
へ
ば
自
己
を
そ
の
中
に
没
し
た
時
、
始
め
て
思
惟
の

活
動
を
見
る
の
で
あ
る
。
思
惟
に
は
自
ら
思
惟
の
法
則
が
あ
つ

て
自
ら
活
動
す
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　

こ
れ
も
先
に
見
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
思
考
」
と
定
義
に
お
い
て

齟
齬
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
西
田
の
「
思
惟
」
も
ま
た
、
知
覚
さ

れ
た
諸
表
象
を
自
律
的
に
「
統
一
す
る
作
用
」
を
も
つ
。
そ
し
て

「
思
惟
」
の
「
統
一
作
用
が
現
実
に
働
き
つ
ゝ
あ
る
間
は
無
意
識
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
点
、
し
た
が
っ
て
「
思
惟
の
統
一
作
用
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は
全
然
意
志
の
外
に
あ
る
」
と
す
る
点
も
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
思

考
」
に
瓜
二
つ
で
あ
る
。

　

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
綱
要
』
で
「
経

験
」
の
章
（「
純
粋
経
験
」
を
説
明
す
る
内
容
）
の
次
に
「
思
考
」

の
章
を
お
い
て
お
り
、
西
田
は
『
善
の
研
究
』
で
「
第
一
章　

純
粋

経
験
」
の
つ
ぎ
に
「
第
二
章　

思
惟
」
を
お
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

章
構
成
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
両
者
の
連
動
が
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
西
田
は
「
第
三
章　

意
志
」
を
お
き
、「
或
事
を
意
志
す

る
と
い
ふ
の
は
即
ち
之
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る）
11
（

」
と
し
つ
つ

言
う
。

　
　

�

純
粋
経
験
の
立
脚
地
よ
り
見
れ
ば
、
主
観
を
離
れ
た
客
観
と
い

ふ
者
は
な
い
。
真
理
と
は
我
々
の
経
験
的
事
実
を
統
一
し
た
者

で
あ
る
、
最
も
有
力
に
し
て
統
括
的
な
る
表
象
の
体
系
が
客
観

的
真
理
で
あ
る
。
真
理
を
知
る
と
か
之
に
従
ふ
と
か
い
ふ
の
は
、

自
己
の
経
験
を
統
一
す
る
の
謂
で
あ
る
、
…
…
我
々
の
真
正
な

る
自
己
は
此
統
一
作
用
其
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
理
を
知
る

と
い
ふ
の
は
大
な
る
自
己
に
従
ふ
の
で
あ
る
、
大
な
る
自
己
の

実
現
で
あ
る）
1（
（

　

「
自
己
の
経
験
を
統
一
す
る
」
の
が
「
真
理
を
知
る
」
こ
と
で
あ

り
、「
真
理
と
は
我
々
の
経
験
的
事
実
を
統
一
し
た
」
も
の
で
あ
る

と
す
る
主
張
は
、
真
理
と
は
「
統
一
さ
れ
」
た
「
思
考
世
界
」
で
あ

る
と
し
て
い
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
、
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
同
調
し
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
は
、
西
田
の
よ
う
な
「
真
理
を
知
る
」
こ
と
が

「
大
な
る
自
己
の
実
現
」
で
あ
る
と
い
っ
た
言
い
方
は
見
ら
れ
な
い
。

す
べ
て
の
現
象
は
自
己
の
経
験
と
思
考
の
う
ち
に
生
起
す
る
も
の
だ

と
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
主
張
を
敷
衍
す
れ
ば
西
田
の
よ
う
な
主
張

に
な
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
、「
自
己
」（
人

格
）
の
存
在
感
に
重
心
を
お
く
実
在
認
識
の
様
態
に
は
、
西
田
独
自

の
思
想
展
開
の
跡
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　

た
だ
西
田
が
、「
思
惟
」
は
「
単
に
主
観
的
」
だ
が
「
意
志
は
主

客
の
統
一
で
あ
る
」、「
統
一
作
用
の
頂
点
が
意
志
で
あ
る）
11
（

」
な
ど
と

し
て
重
き
を
お
い
て
い
る
「
意
志
」
の
定
義
は
、
い
ま
ひ
と
つ
明
瞭

に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
用
法
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
お
そ

ら
く
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
言
う
「
理
性
」（「
不
可
分
の
統
一
体
」
で
あ

る
よ
う
な
「
世
界
観
」、
す
な
わ
ち
「
理イ
デ
ー念
」
を
「
知
覚
す
る
能
力
」）

に
、
な
ぞ
ら
え
た
用
語
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
お
い
て
も
「
理
性
」
は
、
彼
の
思
想
を
説
明
す

る
た
め
に
重
き
を
置
か
れ
て
い
る
用
語
で
あ
り
な
が
ら
、「
純
粋
経

験
（
ま
た
は
単
に
「
経
験
」）」
や
「
思
考
」
ほ
ど
に
は
詳
し
い
用
語

説
明
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
に
そ
っ
け
な
い
簡
単
な
定
義
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　

以
上
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
純
粋
経
験
」
と
そ
れ
に
伴
う
「
統

一
作
用
」
が
、
ほ
ぼ
西
田
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
様
態
を
確
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認
し
た
。
次
に
は
、
こ
の
「
統
一
作
用
」
が
働
く
過
程
を
西
田
が
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
を
見
る
。
そ
の
説
明
は
、『
善
の
研
究
』

の
十
二
年
後
に
発
刊
さ
れ
た
『
芸
術
と
道
徳
』（
大
正
十
二
年
）
に

く
わ
し
い
。

　
　

�

芸
術
家
の
見
る
形
は
単
な
る
形
で
は
な
く
、
生
命
の
表
現
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
生
命
が
生
命
自
身
を
目
的
と
し
て
形
成

し
行
く
の
が
、
道
徳
的
行
為
で
あ
る
。
す
べ
て
の
作
用
の
統
一

た
る
作
用
の
作
用
が
内
に
省
み
る
と
い
ふ
こ
と
、
即
ち
自
己
自

身
の
世
界
を
構
成
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
す
べ
て
の
作
用
の
内

容
を
統
一
し
、
唯
一
の
対
象
界
を
構
成
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
此
に
は
恰
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
可
能
の
世
界
か
ら
現

実
の
世
界
へ
の
如
き
推
移
が
あ
る
と
思
ふ）
11
（

。

　

芸
術
は
人
間
の
生
命
力
を
表
現
し
形
象
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
（
生
命
力
の
発
現
）
が
ま
た
「
道
徳
的
行
為
」
で
あ
り
「
善
」
で

あ
る
と
西
田
は
言
う
。
そ
し
て
生
命
力
の
発
現
と
は
、
そ
の
人
の
内

面
に
自
律
的
に
働
く
「
統
一
」
の
作
用
、
す
な
わ
ち
「
作
用
の
作

用
」（『
善
の
研
究
』
で
は
「
人
格
」
の
作
用
と
さ
れ
て
い
た
）
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
そ
の
人
独
自
の
世
界
観
の
表
現
、
形
象
化
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　

右
に
言
う
「
可
能
の
世
界
」
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一
六
四
九
‒

一
七
一
六
）
に
よ
る
「
神
は
無
数
の
世
界
（
可
能
な
事
物
の
組
み
合

わ
せ
）
を
創
造
し
え
た
の
で
あ
り
、
現
実
世
界
は
そ
の
一
つ
で
あ
る

と
す
る
思
想）
11
（

」
を
さ
す
。
西
田
自
身
が
言
う
よ
う
に
、「
自
己
の
経

験
を
統
一
」
し
、「
純
粋
経
験
」
と
し
て
自
己
の
内
に
知
覚
さ
れ
た

様
々
な
「
表
象
間
の
関
係
」
を
「
思
惟
」
に
よ
っ
て
「
定
め
之
を
統

一
す
る
」
過
程
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
「
可
能
世
界
」
に
類
似

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
神
が
多
様
な
可
能
性
の
中
か
ら
「
一

つ
の
世
界
」
を
選
ん
だ
、「
そ
の
世
界
こ
そ
が
、
こ
の
現
実
世
界
で

あ
」
り
、「
神
が
選
ん
だ
の
だ
か
ら
、
こ
の
世
界
こ
そ
が
最
善
で
あ

る）
11
（

」
と
考
え
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
方
向
性
と
、
西
田
の
目
指
す
と
こ

ろ
に
は
か
な
り
違
い
が
あ
る
。

　

西
田
の
重
点
は
神
に
よ
る
選
択
に
は
な
く
、
人
間
一
人
一
人
の
内

に
あ
る
自
立
し
た
統
一
作
用
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
人
格
」
に
よ
る
作

用
（「
作
用
の
作
用
」）
に
あ
る
。
そ
こ
に
働
く
「
思
惟
」
や
「
意

志
」
は
、
そ
の
主
で
あ
る
人
間
の
意
図
や
意
識
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ

と
こ
ろ
で
独
自
の
体
系
を
構
築
し
て
い
く
働
き
な
の
だ
。
そ
の
持
ち

主
で
あ
る
人
間
の
意
図
を
超
え
て
そ
の
世
界
観
を
編
み
上
げ
て
い
く

自
動
装
置
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
統
一

作
用
に
恣
意
的
な
意
図
や
意
識
を
差
し
挟
む
こ
と
は
、
一
切
許
さ
れ

な
い
（
も
し
も
差
し
挟
め
ば
真
の
統
一
、
す
な
わ
ち
「
真
理
」
へ
の

到
達
は
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）。

　

西
田
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
倣
い
「
永
久
真
理
の
結
合
し
て
、
無
限

な
る
可
能
的
世
界
が
神
の
知
に
於
て
考
へ
ら
れ
、
神
の
意
に
よ
つ
て

そ
の
一
が
択
ば
れ
て
、
唯
一
な
る
現
実
の
世
界
が
創
造
せ
ら
れ
る
の
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で
あ
る
」
と
続
け
る
。
た
し
か
に
個
人
の
内
の
統
一
作
用
に
そ
の
人

自
身
が
介
入
で
き
な
い
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
を
神
の
選
択

だ
と
す
る
言
い
方
も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
西
田
の
「
作
用
の

作
用
」
の
趣
旨
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と

は
異
な
っ
た
論
点
に
重
心
を
持
っ
て
い
る
。

　
　

�

芸
術
的
直
観
に
於
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
か
ら
映
さ
れ
た
可
能

的
な
人
生
が
、
人
生
全
体
の
統
一
的
立
場
か
ら
決
定
せ
ら
れ
、

唯
一
な
る
現
実
的
人
生
が
成
立
す
る
時
、
そ
こ
に
汝
は
「
斯
く

為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
ふ
唯
一
な
る
義
務
の
世
界
が
現
は

れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
的
真
理
は
唯
一
に
し
て
動
か
す
べ
か
ら

ざ
る
如
く
、
道
徳
的
義
務
は
絶
対
的
命
令
と
し
て
遊
戯
的
気
分

を
許
さ
な
い
。
創
造
作
用
が
自
己
自
身
に
還
り
、
自
己
自
身
に

十
全
な
る
対
象
界
を
求
め
る
時
、
そ
こ
に
無
限
に
し
て
達
す
べ

か
ら
ざ
る
唯
一
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　

最
終
的
に
西
田
が
言
う
の
は
、
内
面
の
統
一
作
用
た
る
「
作
用
の

作
用
」
の
不
可
侵
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
間
は
恣
意
的
意
図
的
に
か

か
わ
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
し
、
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
の
作
用
に
よ
っ
て
、「
無
限
」
と
も
言
え
る
多
様
な
可

能
性
の
中
か
ら
「
人
生
全
体
の
統
一
的
立
場
」
に
も
と
づ
い
て
選
び

取
ら
れ
「
決
定
せ
ら
れ
」
た
「
唯
一
な
る
現
実
的
人
生
」
は
、「
唯

一
に
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
如
く
、
道
徳
的
義
務
は
絶
対
的
命
令

と
し
て
遊
戯
的
気
分
を
許
さ
な
い
」
と
強
い
口
調
で
断
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
、
最
終
的
に
選
び
取
ら
れ
た
「
現
実
的
人
生
」
の
「
唯
一
に

し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
」
絶
対
性
に
焦
点
を
お
く
観
点
に
は
西
田

独
自
の
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
論
理
に
は
や
は
り
、
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
思
想
に
同
調
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
の
人
間

の
中
で
「
経
験
」
と
「
思
惟
」
が
自
律
的
に
、
そ
の
人
間
特
有
の
と

い
う
意
味
で
の
、
独
自
の
世
界
観
を
編
み
上
げ
、
ひ
と
つ
の
可
能
な

「
現
実
的
人
生
」
が
選
び
取
ら
れ
る
過
程
に
、
そ
の
人
自
身
は
決
し

て
意
図
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
人
に
で
き
る
こ
と

は
、
そ
の
編
み
上
げ
の
過
程
を
阻
害
し
な
い
よ
う
、
自
我
を
抑
え
、

意
図
を
働
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、「
無
私
」
に
徹
す
る
こ
と

だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
、
特
異
と
も
い
う
べ
き
大
変
特
色
あ
る
認
識
論
に
お
い
て
、

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
と
西
田
の
思
想
が
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
影
響
関
係
を
見
な
い
ほ
う
が
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
人
（
芸
術
家
）
の
「
創
造
作
用
が
自
己
自
身
に
還
り
、
自
己

自
身
に
十
全
な
る
対
象
界
を
求
め
る
」
と
き
、
す
な
わ
ち
自
己
の
外

か
ら
理
論
や
尺
度
等
持
ち
込
む
こ
と
な
く
、
自
己
自
身
の
意
識
の
内

に
あ
る
「
対
象
界
」
を
十
分
に
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
そ

の
芸
術
家
に
と
っ
て
の
「
無
限
に
し
て
達
す
べ
か
ら
ざ
る
唯
一
の
世

界
が
成
立
す
る
」。
こ
れ
を
存
在
論
的
な
言
い
方
に
改
め
れ
ば
、「
意

識
現
象
」
こ
そ
が
「
唯
一
の
実
在
で
あ
る）
11
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
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「
存
在
の
世
界
と
い
ふ
の
は
意
識
一
般
の
立
場
に
於
て
、
関
係
の
統

一
に
よ
つ
て
与
へ
ら
れ
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
存
在
」

や
「
実
在
」
と
い
う
現
象
自
体
が
、
こ
の
個
人
の
内
面
に
お
け
る
統

一
作
用
に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
人
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

だ
と
明
言
さ
れ
て
い
る
（
だ
か
ら
実
在
は
「
人
格
」
的
な
も
の
、
と

い
う
言
い
方
に
な
る
）。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
「
存
在
」
は
思
考
か

ら
始
ま
る
、
と
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
立
場
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

　

西
田
は
、「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
く
我
々
は
実
在
界
に
衝
突
し
て
生

来
の
豊
富
な
る
人
格
を
棄
て
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ひ
得
る
。
併

し
我
々
は
之
に
よ
つ
て
実
在
其
者
を
人
格
化
す
る
神
の
人
格
を
構
成

す
る
の
で
あ
る）
11
（

」
と
続
け
、
あ
た
か
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
影
響
を
受
け
た
か
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
著
書
の
該
当
箇
所
（『
創
造
的
進
化）
11
（

』）
に
は
、
自
律
的
な
統

一
作
用
に
類
す
る
記
述
は
な
く
、
人
が
意
識
的
に
多
様
な
可
能
性
の

中
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
趣
旨
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。
や
は
り
、
唯
一
絶
対
の
、
し
か
も
自
律
的
な
選
択
を
原

理
と
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
お
よ
び
西
田
の
認
識
論
は
、
非
常
に
特
徴

的
な
も
の
と
と
ら
え
う
る
。

三　

小
林
秀
雄
の
「
宿
命
」
と
「
生
命
」

　

前
稿
で
小
林
秀
雄
が
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
お
よ
び
暗
に
そ

の
影
響
下
に
あ
っ
た
西
田
幾
多
郎
、
和
辻
哲
郎
に
つ
ら
な
る
、
い
わ

ゆ
る
「
生
の
哲
学
」（
ま
た
は
「
生
命
哲
学
」、
日
本
に
お
い
て
は
い

わ
ゆ
る
「
生
命
主
義
」）
系
の
哲
学
思
潮
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け

て
い
た
事
実
を
例
証
し
た
。
そ
の
影
響
の
程
度
を
言
う
な
ら
ば
、
小

林
の
批
評
思
想
の
中
核
を
な
す
理
論
形
成
に
か
か
わ
る
決
定
的
な
も

の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
林
は
そ
の
出
発
点
か
ら
、
す
で
に
そ

う
し
た
痕
跡
を
随
所
に
見
せ
て
い
る
。

　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
以
前
に
書
か
れ
た
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
風
の
批
評
作
品
「
性
格
の
奇
蹟
」（
一
九
二
六
年
）
か

ら
引
用
す
る
。「
芸
術
家
に
と
っ
て
、
人
間
の
性
格
と
は
、
そ
の
行

動
で
あ
っ
て
断
じ
て
心
理
で
は
な
い）
11
（

」
と
宣
言
し
た
う
え
で
小
林
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�　

人
間
の
性
格
が
行
動
で
あ
つ
て
心
理
で
は
な
い
と
観
ず
る

事
は
、
い
は
ゆ
る
概
念
が
飛
散
し
た
最
後
に
残
る
芸
術
家
の

純
精
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
を
掴
ん
だ
時
、
彼
は
芸
術
家
の
性
格
と
い
ふ
も
の
を
発
見

す
る
の
だ
。
そ
し
て
又
こ
の
時
、
彼
の
周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
性

格
が
消
滅
す
る
の
だ
。
見
渡
す
も
の
は
幻
怪
な
行
動
の
神
秘

な
の
だ
。
…
…

　
　

�　

真
の
芸
術
家
に
と
つ
て
、
美
と
は
彼
の
性
格
の
発
見
と
い
ふ

事
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
発
見
し
た
性
格
の
命
令
は
唯
一
つ
で

あ
る
。
独
創
性
に
違
反
す
る
事
は
い
か
な
る
天
才
に
も
許
さ
れ
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1（
（

。

　

た
と
え
ば
右
を
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
お
よ
び
西
田
の
文
脈
を
確
認
し
た
今
、
ひ
と
つ
の
思
想
的
文
脈

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
ご
と
く
。

　

芸
術
家
に
と
っ
て
、
人
間
の
（
そ
の
芸
術
家
み
ず
か
ら
の
）「
真

実
」
の
性
格
は
、
心
理
分
析
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
人

間
の
本
性
は
、
そ
う
し
た
悟
性
的
・
概
念
的
・
分
析
的
な
操
作
で
取

り
出
そ
う
と
し
て
取
り
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
図
的

な
操
作
を
す
べ
て
停
止
し
た
と
き
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
人
の
思
考
の

内
側
に
あ
る
統
一
の
作
用
が
は
た
ら
き
、
い
か
よ
う
に
も
あ
り
う
る

多
様
性
で
あ
っ
た
も
の
が
唯
一
つ
の
可
能
性
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
き
、

ほ
か
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
ど
う
し
て
も
そ
う
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
、「
唯
一
な
る
義
務
の
世
界
」
と
し
て
の
そ
の
人
の
性
格
・

本
性
が
現
れ
て
く
る
。
人
間
に
と
っ
て
の
真
実
と
は
、
そ
の
よ
う
に

獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
う
や
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
こ

そ
が
、
有
機
的
な
統
一
を
も
つ
真
の
「
実
在
」
の
「
理イ
デ
ー念

」
な
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
読
め
ば
、
小
林
の
言
う
「
性
格
」
や
「
芸
術
家
の
純

精
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
は
、
西
田
の
言
う
「
自
己
自
身
」、「
唯
一

の
世
界
」、「
人
格
」
に
等
し
い
意
味
内
容
を
備
え
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
に
読
む
「
べ
き
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
小
林
の
文
章
に
そ
れ
と
な
く
「
引
用
」
さ
れ
た
痕
跡
が
多

数
見
つ
か
る）
11
（

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
一
部
を
参
照
す
る
。

　
　

�

ニ
イ
チ
ェ
の
い
ふ
本
能
は
、
感
覚
や
恣
意
の
内
に
動
力
と
し
評

価
者
と
し
て
ひ
そ
み
、
全
然
原
子
的
に
相
互
の
連
絡
を
欠
い
て

ゐ
る
所
の
意
識
に
対
し
て
、
方
向
と
活
力
と
を
与
へ
る
も
の
で

あ
る
。
権
力
意
志
で
あ
る
。
神
秘
な
直
接
な
内
的
事
実
で
あ
る
。

純
粋
な
る
心
的
活
動

0

0

0

0

0

0

0

0

は
ニ
イ
チ
ェ
に
あ
つ
て
は
人
間
の
全
的
活

0

0

0

0

0

0

動
に
外
な
ら

0

0

0

0

0

ぬ0

）
11
（

。

　

右
の
「
本
能
」
は
「
全
然
原
子
的
に
相
互
の
連
絡
を
欠
い
て
ゐ
る

所
の
意
識
に
対
し
て
、
方
向
と
活
力
と
を
与
へ
る
も
の
」
で
あ
る
点

で
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
う
、
知
覚
さ
れ
た
多
様
な
概
念
が
「
自
ら

結
合
し
て
い
く
」
統
一
作
用
に
ほ
ぼ
等
し
い
語
義
を
も
っ
て
い
る
。

す
る
と
ま
た
西
田
の
言
う
「
作
用
の
作
用
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
和
辻

は
「
芸
術
は
如
何
な
る
場
合
に
も
…
…
統
一
の
力
た
る
権
力
意
志
の

表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る）
11
（

」
と
も
述
べ
て
お
り
、
そ
の

「
権
力
意
志
」
は
、
現
在
で
は
「
力
へ
の
意
志
」
と
訳
さ
れ
る
、
人

間
の
意
識
の
奥
底
に
潜
む
生
命
力
に
し
て
、
人
間
の
行
為
を
、
そ
の

生
命
の
力
を
高
め
る
よ
う
方
向
づ
け
る
「
神
秘
な
直
接
な
内
的
事

実
」
だ
っ
た
。
そ
れ
は
「
純
粋
な
る
心
的
活
動

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
言
い
換
え
ら
れ

て
お
り
、
小
林
が
言
う
芸
術
家
の
「
性
格
」
や
「
芸
術
家
の
純
精
な

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
置
き
換
え
て
も
齟
齬
は
な
い
。

　

和
辻
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

　
　

�

芸
術
創
作
を
外
面
よ
り
見
れ
ば
種
々
不
純
な
も
の
を
含
ん
で
ゐ

る
様
で
あ
る
が
、
芸
術
家
の
内
生
活
よ
り
見
れ
ば
最
も
純
粋
な
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美
的
活
動
で
あ
る
。
自
己
目
的
な
る
生
命
の
高
潮
と
そ
の
必
然

性
の
表
現
と
で
あ
る
。
も
し
さ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

真
の
芸
術
創
作
で
は
な
い）
11
（

。

　

先
の
「
純
粋
な
る
心
的
活
動

0

0

0

0

0

0

0

0

」
は
ま
た
、「
純
粋
な
美
的
活
動
」

で
あ
り
、「
自
己
目
的
な
る
生
命
の
高
潮
と
そ
の
必
然
性
の
表
現
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
西
田
幾
多
郎
に
よ
る
「
芸
術
家
の
見
る
形
は
単

な
る
形
で
は
な
く
、
生
命
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
言

葉
を
も
彷
彿
さ
せ
る
言
明
で
あ
る
。
こ
れ
を
小
林
の
次
の
よ
う
な
言

葉
と
読
み
合
せ
て
み
れ
ば
、
小
林
の
文
言
が
和
辻
の
そ
れ
の
敷
衍
と

見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
　

�

芸
術
家
は
生
命
を
発
見
し
た
だ
け
で
は
駄
目
で
あ
る
。
発
見
し

た
生
命
が
自
身
の
血
と
変
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
芸
術
家
の
真

の
苦
悩
と
は
、
こ
の
葉
緑
素
的
機
能
の
苦
悩
で
あ
る
。
批
評
論

と
は
生
命
の
発
見
を
定
著
し
た
も
の
だ
。
作
品
と
は
生
命
の
獲

得
を
定
著
し
た
も
の
だ
。

　
　

�

批
評
と
は
生
命
の
獲
得
で
は
な
い
が
発
見
で
あ
る
。
こ
れ
以
外

に
批
評
の
真
義
は
断
じ
て
存
せ
ぬ）
11
（

。

　

小
林
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
別
の
文
章
で
も
「
芸
術
家
の
脳

中
に
、
宿
命
が
侵
入
す
る
の
は
、
必
ず
頭
蓋
骨
の
背
後
よ
り
だ
。
宿

命
の
尖
端
が
生
命
の
理
論
と
交
錯
す
る
の
は
、
必
ず
無
意
識
に
於
い

て
だ）
11
（

。」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
右
に
言
う
芸
術
家
の
「
生
命
」
が
、

無
意
識
の
う
ち
に
そ
の
芸
術
家
を
あ
る
方
向
に
（
生
命
力
を
高
揚
さ

せ
る
方
向
に
）
動
機
づ
け
る
意
味
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
。

　

こ
れ
ら
は
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
西
田
、
和
辻
、
小
林
が
、
表
現
方
法

の
違
い
は
あ
っ
て
も
同
じ
文
脈
、
同
じ
発
想
で
芸
術
や
認
識
を
語
っ

て
い
る
こ
と
の
例
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
西
田
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
人
格
の
統
一
作
用
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
が
主
客
融
合
調
和
一
体

化
し
た
、「
統
一
体
」
と
し
て
の
世
界
観
を
求
め
る
存
在
認
識
を

語
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

右
引
用
文
に
は
、「
生
命
の
理
論
」
と
密
接
に
か
か
わ
る
語
と
し

て
「
宿
命
」
が
見
ら
れ
る
。
小
林
秀
雄
の
存
在
を
世
に
知
ら
し
め
た

「
様
々
な
る
意
匠
」（
一
九
二
九
年
）
で
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
た
か
。
さ
ら
に
確
認
す
る
。

　

以
下
に
見
る
の
は
、
批
評
家
が
ど
の
よ
う
に
芸
術
家
や
そ
の
作
品

の
核
心
を
と
ら
え
て
い
く
か
を
描
写
し
た
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、
小

林
が
み
ず
か
ら
の
批
評
原
理
を
開
陳
し
た
、「
様
々
な
る
意
匠
」
自

体
の
核
心
を
な
す
箇
所
で
も
あ
る
。

　
　

�

人
は
様
々
な
可
能
性
を
抱
い
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
来
る
。
彼

は
科
学
者
に
も
な
れ
た
ら
う
、
小
説
家
に
も
な
れ
た
ら
う
、
然

し
彼
は
彼
以
外
の
も
の
に
は
な
れ
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
驚
く
可

き
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
換
言
す
れ
ば
、
人
は
種
々
な
真

実
を
発
見
す
る
事
は
出
来
る
が
、
発
見
し
た
真
実
を
す
べ
て
所

有
す
る
事
は
出
来
な
い
、
或
る
人
の
大
脳
皮
質
に
は
種
々
の
真
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実
が
観
念
と
し
て
棲
息
す
る
で
あ
ら
う
が
、
彼
の
全
身
を
血
球

と
共
に
循
る
真
実
は
唯
一
つ
あ
る
の
み
だ
と
い
ふ
事
で
あ
る）
11
（

。

　

人
間
（
芸
術
家
）
の
も
つ
多
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
一
つ
の
現
実

的
選
択
に
絞
ら
れ
て
い
く
さ
ま
は
、
先
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
可
能
世

界
、
お
よ
び
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
人
生
選
択
（
そ
れ
ぞ
れ
、
注
に
示
し
た

該
当
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
）
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に

発
見
さ
れ
る
「
真
実
は
唯
一
つ
あ
る
の
み
」
だ
と
い
う
言
表
は
、
そ

れ
が
「
観
念
と
し
て
」
の
「
種
々
の
真
実
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
点

か
ら
考
え
て
も
、
西
田
の
「
唯
一
な
る
現
実
的
人
生
」
と
同
じ
範
疇

に
分
類
さ
れ
る
べ
き
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、「
思

考
内
容
」
や
「
概
念
」
の
「
多
種
多
様
性
」
が
「
一
つ
の
統
一
体
」

に
収
斂
し
て
い
く
と
い
う
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
う
「
思
考
」
の
統

一
化
作
用
と
同
じ
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
右
に
続
く
記
述
に
現
れ
る
「
宿
命
」
も
、
そ
の
同
意
語

で
あ
る
「
血
球
と
共
に
循
る
一
真
実
」、「
或
る
人
の
真
の
性
格
」、

「
芸
術
家
の
独
創
性
」
等
も
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
定
義
す
る
「
一
つ

の
統
一
体
、
調
和
」
お
よ
び
「
真
理
」
と
同
じ
語
義
範
囲
を
持
っ
て

い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
頭
蓋
骨
の
背
後
」
よ
り
「
侵

入
」
し
、「
無
意
識
に
於
い
て
」
そ
の
主
体
を
動
機
づ
け
る
よ
う
な

作
用
で
あ
り
、
つ
ま
り
芸
術
家
を
そ
の
内
奥
か
ら
支
配
す
る
行
動
原

理
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
を
次
に
示
す
。

　
　

�

雲
が
雨
を
作
り
雨
が
雲
を
作
る
様
に
、
環
境
は
人
を
作
り
人
は

環
境
を
作
る
、
斯
く
言
は
ば
弁
証
法
的
に
統
一
さ
れ
た
事
実
に
、

世
の
所
謂
宿
命
の
真
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
血
球
と
共
に

循
る
一
真
実
と
は
そ
の
人
の
宿
命
の
異
名
で
あ
る
。
或
る
人
の

真
の
性
格
と
い
ひ
、
芸
術
家
の
独
創
性
と
い
ひ
又
異
な
つ
た
も

の
を
指
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
存
在
の
厳
然
た

る
真
実
は
、
あ
ら
ゆ
る
最
上
芸
術
家
は
身
を
以
つ
て
制
作
す
る

と
い
ふ
強
力
な
一
理
由
に
よ
つ
て
、
彼
の
作
品
に
移
入
さ
れ
、

彼
の
作
品
の
性
格
を
拵
へ
て
ゐ
る
。

　

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
「
芸
術
作
品
の
浮
沈
は
、
芸
術
家
が
ど
の
程
度

ま
で
理
念
〔
無
意
識
下
に
形
成
さ
れ
た
統
一
体
と
し
て
の
世
界
観
〕

を
素
材
に
植
え
込
む
こ
と
が
で
き
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
述
べ

て
い
た
し
、
西
田
は
「
芸
術
家
の
見
る
形
は
単
な
る
形
で
は
な
く
、

生
命
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
言
う
。
和
辻
の
、「
芸
術
創

作
」
は
「
自
己
目
的
な
る
生
命
の
高
潮
と
そ
の
必
然
性
の
表
現
と
で

あ
る
」
と
い
う
言
葉
も
同
様
の
文
脈
の
も
と
に
発
さ
れ
て
い
る
と
理

解
で
き
る
。

　

ま
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
み
ず
か
ら
の
内
面
に
「
真
実
」
の
世
界

観
を
得
て
い
く
過
程
で
、
た
と
え
ば
「
何
ら
か
の
あ
る
個
別
の

0

0

0

思
考

内
容
が
意
識
に
現
わ
れ
る
と
、
こ
の
思
考
内
容
を
私
の
他
の
思
考
に

調
和
さ
せ
る
ま
で
私
は
休
ま
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
す
べ
て
を

含
み
な
が
ら
全
体
が
調
和
す
る
姿
を
求
め
続
け
る
そ
の
過
程
を
敷
衍

す
れ
ば
、
小
林
が
以
下
に
言
う
よ
う
な
過
程
に
言
い
換
え
る
こ
と
は
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十
分
に
可
能
で
あ
る
。

　
　

�
彼
等
〔
芸
術
家
達
〕
の
仕
事
は
常
に
、
種
々
の
色
彩
、
種
々
の

陰
翳
を
擁
し
て
豊
富
で
あ
る
。
こ
の
豊
富
性
の
為
に
、
私
は
、

彼
等
の
作
品
か
ら
思
ふ
処
を
抽
象
す
る
事
が
出
来
る
、
と
言
ふ

事
は
又
何
物
を
抽
象
し
て
も
何
物
か
が
残
る
と
い
ふ
事
だ
。
こ

の
豊
富
性
の
裡
を
彷
徨
し
て
、
私
は
、
そ
の
作
家
の
思
想
を
完

全
に
了
解
し
た
と
信
ず
る
、
そ
の
途
端
、
不
思
議
な
角
度
か
ら
、

新
し
い
思
想
の
断
片
が
私
を
見
る
。
見
ら
れ
た
が
最
後
、
断
片

は
も
は
や
断
片
で
は
な
い
、
忽
ち
擴
大
し
て
、
今
了
解
し
た
私

の
思
想
を
呑
ん
で
了
ふ
と
い
ふ
事
が
起
る
。
こ
の
彷
徨
は
恰
も

解
析
に
よ
つ
て
己
れ
の
姿
を
捕
へ
よ
う
と
す
る
彷
徨
に
等
し
い
。

　

「
芸
術
家
た
ち
の
仕
事
」
か
ら
「
思
ふ
処
を
抽
象
す
る
」
行
為
を

重
ね
て
も
（
解
析
を
く
り
返
し
て
も
）、
常
に
「
何
物
か
が
残
る
」

ば
か
り
で
核
心
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
豊
富
性
、
多
様

性
の
う
ち
に
「
私
」
は
さ
ま
よ
い
迷
う
。
こ
の
過
程
が
「
解
析
に
よ

つ
て
〔
批
評
対
象
で
は
な
く
〕
己
れ
の
姿
を
捕
へ
よ
う
と
す
る
彷

徨
」（〔　

〕
内
の
補
足
お
よ
び
傍
線
は
論
者
に
よ
る
）
に
等
し
い
の

は
な
ぜ
か
。

　

み
ず
か
ら
が
直
接
知
覚
し
て
い
る
「
己
れ
の
姿
」
を
「
解
析
に
よ

つ
て
」「
捕
ら
へ
よ
う
と
す
る
」
の
は
、
滑
稽
な
こ
と
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
対
象
が
他
者
で
あ
っ
て
も
実
は
同
じ
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
に
よ
れ
ば
、「
真
実
」
は
み
ず
か
ら
の
「
思
考
」
の
内
に
こ
そ
、

そ
し
て
そ
こ
に
し
か
な
い
か
ら
だ
。
対
象
が
他
者
で
あ
ろ
う
と
自
己

で
あ
ろ
う
と
、
自
己
の
内
面
を
観
照
す
る
よ
り
ほ
か
、「
真
実
」
に

到
達
す
る
す
べ
は
な
い
。
小
林
に
よ
る
「
批
評
の
対
象
が
己
れ
で
あ

る
と
他
人
で
あ
る
と
は
一
つ
の
事
で
あ
つ
て
、
二
つ
の
事
で
は
な

い）
11
（

」
と
い
う
言
明
も
同
じ
文
脈
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
過
程
は
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
な
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
。

　
　

�

か
う
し
て
私
は
、
私
の
解
析
の
眩
暈
の
末
、
傑
作
の
豊
富
性
の

底
を
流
れ
る
、
作
者
の
宿
命
の
主
調
低
音
を
き
く
の
で
あ
る
。

こ
の
時
私
の
騒
然
た
る
夢
は
や
み
、
私
の
心
が
私
の
言
葉
を
語

り
始
め
る
、
こ
の
時
私
は
私
の
批
評
の
可
能
を
悟
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　

こ
こ
で
も
再
び
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
葉
が
同
型
の
も
の
と
し
て

思
い
出
さ
れ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
意
識
の

内
に
「
知
覚
」
が
「
先
ず
謎
の
よ
う
に
現
わ
」
れ
、
こ
の
「
感
覚
的

な
知
覚
と
思
考
過
程
が
同
時
に
進
行
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
た
ち
は

こ
の
概
念
を
は
っ
き
り
つ
か
ま
え
る
」
に
至
る
。
そ
し
て
「
無
言
の

知
覚
は
突
然
私
た
ち
に
理
解
で
き
る
言
葉
を
語
り
出
す
」。
こ
う
し

て
「
把
え
た
概
念
こ
そ
が
、
求
め
て
い
た
知
覚
の
本
質
で
あ
る
こ
と

を
私
た
ち
は
認
識
す
る
」
こ
と
に
な
る
。

　

小
林
の
場
合
、「
解
析
の
眩
暈
」
か
ら
覚
め
、「
作
者
の
宿
命
の
主

調
低
音
を
き
く
」
と
き
、
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
心
の
う
ち
を
探
索
す

る
と
き
、「
私
の
心
が
私
の
言
葉
を
語
り
始
め
る
」
こ
と
に
な
る
。

偶
然
の
一
致
以
上
の
同
型
性
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
続
け
て
、「
人
工
的
な
分
析
か
ら
発
生

し
た
多
様
体
」
は
逆
に
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
現
実

の
本
質

0

0

と
は
全
く
無
関
係
の
も
の
」
だ
と
し
て
否
定
的
に
論
じ
て
い

た
。
小
林
も
右
に
続
け
て
言
う
。

　
　

�

私
に
は
文
芸
批
評
家
た
ち
が
様
々
な
思
想
の
制
度
を
も
つ
て
武

装
し
て
ゐ
る
こ
と
を
兎
や
角
い
ふ
権
利
は
な
い
。
た
ゞ
鎧
と
い

ふ
も
の
は
安
全
で
は
あ
ら
う
が
、
随
分
重
た
い
も
の
だ
ら
う
と

思
ふ
許
り
だ
。
然
し
、
彼
等
が
ど
ん
な
性
格
を
持
つ
て
ゐ
よ
う

と
も
、
批
評
の
対
象
が
そ
の
宿
命
を
明
か
す
時
ま
で
待
つ
て
ゐ

ら
れ
な
い
と
い
ふ
短
気
は
、
私
に
は
常
に
不
審
な
事
で
あ
る
。

　

「
批
評
の
対
象
が
そ
の
宿
命
を
明
か
す
時
ま
で
待
つ
」
べ
き
な
の

は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
言
い
方
で
は
、
た
と
え
ば
、

「
自
然
が
そ
の
法
則
性
を
開
示
で
き
る
よ
う
な
特
徴
的
な
状
況
を
つ

く
り
上
げ
る
こ
と
に
努
め
、
い
わ
ば
自
然
が
そ
の
法
則
を
自
ら
打
ち

明
け
る
よ
う
に
し
向
け
る
」
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
意
図
的
な

操
作
に
よ
っ
て
は
、
人
間
の
「
本
性
」
と
し
て
の
「
真
実
」
が
得
ら

れ
な
い
た
め
、
自
己
の
思
考
の
統
一
作
用
が
進
行
す
る
の
を
「
無

私
」（
西
田
）
な
態
度
で
静
観
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
、
そ
う
だ
と
言
い
得
る
だ
け
の
整
合
性
が
、
こ

こ
ま
で
の
確
認
作
業
に
よ
っ
て
、
小
林
の
文
言
と
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、

西
田
、
和
辻
の
文
言
と
の
間
に
見
出
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
す

る
と
小
林
は
批
評
家
と
し
て
そ
の
出
発
点
か
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の

言
う
、
人
間
の
本
性
に
と
っ
て
の
、
真
の
実
在
認
識
を
め
ざ
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
を
精
神
と
身
体
に
分
断
し
た
西
欧
思
想

史
上
の
近
代
主
義
を
乗
り
超
え
、
人
間
存
在
を
総
体
と
し
て
把
握
す

る
た
め
の
必
然
で
あ
っ
た
の
だ
。

結

　

人
間
に
と
っ
て
の
「
真
の
実
在
」
を
と
ら
え
得
る
認
識
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
、
と
問
う
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
対
し
て
、
西
田
は
ど
の

よ
う
な
認
識
姿
勢
が
人
間
の
主
客
両
面
の
統
合
さ
れ
た
全
的
な
生
き

方
に
と
っ
て
「
善
」
で
あ
る
か
、
と
問
う
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
濃
厚

な
影
響
下
に
、「
人
格
」
の
（
知
覚
に
対
す
る
）
統
一
作
用
を
詳
述

し
た
『
善
の
研
究
』
の
独
自
性
は
、
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う）
1（
（

。
ま
た
、

ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
核
心
を
「
力
へ
の
意
志
」（
権
力
意
志
）
と
と
ら

え
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
を
祖
述
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
そ
れ
を
芸
術
創

作
お
よ
び
芸
術
批
評
の
理
論
と
し
て
演
繹
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
和

辻
の
独
自
性
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

小
林
は
こ
れ
ら
三
者
の
成
果
を
受
容
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
芸

術
批
評
・
文
芸
批
評
の
理
論
を
形
成
し
、
実
践
的
な
批
評
活
動
に
お

い
て
そ
れ
を
具
象
化
し
た
、
と
評
価
し
う
る
。
た
だ
し
小
林
が
ど
の

よ
う
な
経
路
で
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
を
受
容
し
え
た
か
は
、
現
時
点
で
は
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い
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

　

前
稿
で
引
用
し
た
小
林
の
文
章
を
次
に
再
掲
す
る
。

　
　

�
彼
等
〔
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
徂
徠
〕
が
、
古
典
を
自
力
で
読
ま
う

と
し
た
の
は
、
個
性
的
に
読
ま
う
と
し
た
事
で
は
な
い
。
彼
等

は
、
ひ
た
す
ら
、
私
心
を
脱
し
、
邪
念
を
離
れ
て
、
古
典
に
推

参
し
た
い
と
希
つ
た
の
で
あ
り
、
も
し
学
者
が
、
本
来
の
自
己

を
取
戻
せ
ば
、
古
典
は
、
そ
の
真
の
自
己
を
現
す
筈
だ
と
信
じ

た
の
で
あ
る
。
彼
等
に
問
題
だ
つ
た
の
は
、
古
典
に
接
す
る
場

合
の
、
人
間
と
し
て
の
学
者
の
全
的
な
態
度
な
の
で
あ
り
、
如

何
に
し
て
無
私
を
得
よ
う
か
と
案
ず
る
倫
理
的
態
度
だ
つ
た
の

で
あ
つ
て
、
彼
等
が
身
に
つ
け
た
こ
の
無
私
な
態
度
は
、
今
日

言
ふ
学
者
の
人
格
と
は
関
係
の
な
い
研
究
の
客
観
的
な
方
法
と

は
、
全
く
意
味
合
ひ
が
違
ふ
の
で
あ
る）
11
（

　

あ
ら
た
め
て
右
を
読
め
ば
、
小
林
が
「
ひ
た
す
ら
、
私
心
を
脱
し
、

邪
念
を
離
」
そ
う
と
し
た
理
由
が
わ
か
る
。「
思
考
」
の
「
統
一
化
」

作
用
を
妨
げ
な
い
た
め
で
あ
る
。「
学
者
が
、
本
来
の
自
己
を
取
戻
」

す
と
は
何
か
。
自
己
の
外
部
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
学
問
的
客
観
的
尺
度

に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、
自
己
の
内
の
「
純
粋
経
験
」
と
「
思
考
」
を
尊

重
し
静
観
す
る
姿
勢
を
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
古
典
は
、
そ
の

真
の
自
己
を
現
す
」
と
は
何
か
。
学
者
が
古
典
作
品
か
ら
、
そ
の
人

格
に
と
っ
て
真
に
意
味
あ
る
よ
う
な
、
体
系
化
さ
れ
た
実
在
の
本
性

を
得
る
こ
と
で
あ
る
。「
人
間
と
し
て
の
学
者
の
全
的
な
態
度
」
と

は
何
か
。
近
代
的
な
「
客
観
主
義
」
に
偏
し
な
い
、
主
客
融
合
し
た

世
界
観
や
実
在
の
探
求
を
め
ざ
す
学
問
姿
勢
を
さ
す）
11
（

。

　

西
田
に
よ
る
「
真
の
善
と
は
唯
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
、
即
ち
真

の
自
己
を
知
る
と
い
ふ
に
尽
き
て
居
る）
11
（

」
と
い
う
文
言
も
同
じ
文
脈

に
あ
る
。
対
象
を
知
る
こ
と
と
自
己
を
知
る
こ
と
は
表
裏
一
体
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
己
の
主
観
に
た
よ
り
客
観
を
棄
て
る
こ
と
で

は
な
い
。
自
己
の
内
に
こ
そ
、
唯
一
の
真
実
在
を
見
出
し
う
る
か
ら

で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
真
の
意
味
で
の
「
客
観
」
が
あ
る
と
考
え
う

る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

小
林
は
ま
た
言
う
。

　
　

�

人
間
的
事
物
と
い
ふ
非
合
理
的
な
実
体
は
、
私
達
に
、
そ
の
中

で
生
き
て
考
へ
て
欲
し
い
、
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
感
じ
て
欲
し

い
、
と
い
つ
も
要
求
し
て
ゐ
る
。
こ
の
要
求
は
、
こ
ち
ら
側
の

見
方
や
考
へ
方
の
ご
都
合
な
整
備
な
ど
に
は
一
顧
も
与
へ
は
し

な
い）
11
（

。

　

な
ぜ
「
こ
の
要
求
は
、
こ
ち
ら
側
の
見
方
や
考
へ
方
の
ご
都
合
な

整
備
な
ど
に
は
一
顧
も
与
へ
は
し
な
い
」
の
か
。「
思
考
」
や
「
思

惟
」、「
人
格
」
は
自
律
的
に
体
系
的
世
界
観
を
生
成
す
る
。
そ
の
過

程
に
恣
意
を
差
し
挟
む
こ
と
は
で
き
ず
、
し
か
も
生
成
さ
れ
た
結
果

の
世
界
観
は
「
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
」、「
絶
対
的
命
令
」
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
「
唯
一
」
そ
う
で
し
か
あ
り
得
な
い
姿
だ
か
ら
だ
。

　

右
引
用
と
同
時
期
の
小
林
が
「
歴
史
と
い
ふ
も
の
は
、
見
れ
ば
見
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る
ほ
ど
動
か
し
難
い
形
と
映
つ
て
来
る
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
新
し
い

解
釈
な
ぞ
で
び
く
と
も
す
る
も
の
で
は
な
い）
11
（

」、「
解
釈
を
拒
絶
し
て

動
じ
な
い
も
の
だ
け
が
美
し
い）
11
（

」
と
言
う
の
も
、
そ
れ
が
恣
意
的
操

作
を
受
け
付
け
な
い
、
唯
一
絶
対
の
実
在
の
姿
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

注
　

�　

引
用
文
に
お
い
て
適
宜
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
引
用
文
中
の
〔　

〕
内

は
論
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
引
用
文
中
の
中
略
・
省
略
は
「
…
…
」
で
示

し
た
。

（
１
）　

拙
稿
「
小
林
秀
雄
の
「
無
私
」
と
西
田
幾
多
郎
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の

認
識
論
：
正
当
な
解
釈
と
評
価
の
た
め
に
」（『
京
都
語
文
』
佛
教
大
学

国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
）

（
２
）　

ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
樋
口
純
明
訳
『
ニ
ー
チ
ェ
―
―
同

時
代
と
の
闘
争
者
』
人
智
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
七
月
（
原
著
一
八

九
五
年
）、�Rudolf�Steiner,� Friedrich N

ietzsche: Ein K
äm

pfer 
G

egen Seine Zeit,�W
eim
ar,�V

erlag�von�Em
il�Felber,�1895

（
３
）　

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
東
京
内
田
老
鶴
圃
、
大
正
二
（
一
九

一
三
）
年
十
月

（
４
）　

ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
著
・
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の

認
識
論
要
綱
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
六
月
（
原
著
一
八
八
六
年
）、

Rudolf�Steiner,� G
rundlinien einer E

rkenntnistheorie der 
G

oetheschen W
eltanschauung,�1886

（
５
）　

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
弘
道
館
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年

一
月

（
６
）　

河
西
義
治
『
京
都
学
派
の
誕
生
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー　

「
純
粋
経
験
」

か
ら
大
東
亜
戦
争
へ
』
論
創
社
、
二
〇
〇
四
年
八
月

（
７
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
三
一
頁

（
８
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
三
一
頁
～
三
二
頁

（
９
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
三
三
頁

（
10
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
一
頁

（
11
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
七
頁

（
12
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
二
頁

（
13
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
三
頁

（
14
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
三
三
頁

（
15
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
七
頁

（
16
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
七
～
五
八
頁

（
17
）　

『
ニ
ー
チ
ェ
―
―
同
時
代
と
の
闘
争
者
』
一
〇
〇
頁

（
18
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
八
頁
、
以
下
同
じ

（
19
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
五
九
頁

（
20
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
七
九
頁

（
21
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
六
七
頁

（
22
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
七
二
頁

（
23
）　

同
、
七
三
頁
。
な
お
、「
理
性
」「
悟
性
」「
理
念
」
等
の
用
語
の
訳

語
は
、
森
章
吾
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』（
イ
ザ
ラ
書

房
、
二
〇
一
六
年
八
月
）
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

（
24
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
七
一
頁

（
25
）　

『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
一
三
〇
頁
～
一
三
一
頁

（
26
）　

『
善
の
研
究
』、『
西
田
幾
多
郎
全
集　

第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
三
年
三
月
、
六
頁
、
以
下
で
同
巻
は
全
集
と
の
み
記
す
。

（
27
）　

『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
九
頁

（
28
）　

『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
一
六
頁
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（
29
）　

『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
一
八
頁

（
30
）　

『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
二
四
頁

（
31
）　

『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
二
七
頁

（
32
）　

『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
頁

（
33
）　

西
田
幾
多
郎
「
美
と
善
」（『
哲
学
研
究
』
第
七
八
号
、
大
正
十
一

（
一
九
二
二
）
年
九
月
一
日
）、『
芸
術
と
道
徳
』
岩
波
書
店
、
大
正
十

二
（
一
九
二
三
）
年
七
月
、『
西
田
幾
多
郎
全
集　

第
三
巻
』
二
〇
〇

三
年
一
一
月
、
一
九
九
頁

（
34
）　

「
可
能
世
界
」（『
大
辞
林　

第
三
版
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
六
年
十

月
）

　
　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
（
単
子
論
）』
の
該
当
箇
所
を
次
に

示
す
。

　
　

五
三　

と
こ
ろ
で
、
神
の
持
つ
て
ゐ
る
観
念
の
中
に
は
無
限
に
多

く
の
可
能
的
宇
宙
が
あ
る
の
に
、
宇
宙
は
唯
一
つ
し
か
存
在
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
を
し
て
他
の
宇
宙
を
差
し

措
い
て
此
の
宇
宙
を
選
ぶ
や
う
に
決
定
さ
せ
て
ゐ
る
、
神
の
選
択

の
十
分
な
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

五
四　

そ
し
て
、
こ
の
理
由
は
適
合
0

0�convenance�
と
い
ふ
こ
と

の
中
に
、
若
く
は
こ
れ
ら
の
世
界
が
含
ん
で
ゐ
る
完
全
性
の
度
の

中
に
し
か
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
可
能
的
な
も
の
は
各
内
に

包
ん
で
ゐ
る
完
全
性
に
応
じ
て
存
在
を
要
求
す
る
権
利
を
持
つ
て

い
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

五
五　

こ
れ
が
、
最
善
な
る
も
の
の
現
実
存
在
す
る
原
因
で
あ
つ

て
、
神
は
知
慧�la�sagesse�

に
よ
つ
て
最
善
な
る
も
の
を
知
り
、

善
意�la�bonte�

に
よ
つ
て
之
を
選
び
、
勢
力�la�puissance�

に

よ
つ
て
こ
れ
を
生
ず
る
。（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
・
河
野
与
一
訳

『
単
子
論
』〈
哲
学
古
典
叢
書
第
五
篇
〉
岩
波
書
店
、
昭
和
三

（
一
九
二
八
）
年
五
月
、
二
八
三
頁
、G

ottfried�W
ilhelm

�
Leibniz,� M

onadology,�1714

）

（
35
）　

「
可
能
世
界
」（『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』
小
学
館
、

一
九
九
三
年
四
月
）

（
36
）　

「
美
と
善
」、『
全
集
第
三
巻
』
一
九
九
頁

（
37
）　

『
善
の
研
究
』（「
第
二
編　

実
在　

第
二
章　

意
識
現
象
が
唯
一
の

実
在
で
あ
る
」）、『
全
集
第
一
巻
』
四
三
頁

（
38
）　

「
美
と
善
」、『
全
集
第
三
巻
』
二
〇
一
頁

（
39
）　

該
当
箇
所
を
次
に
示
す
。

　
　

静
か
に
自
己
の
歴
史
を
振
返
つ
て
み
れ
ば
、
自
己
の
幼
年
時
代
の
性
格

の
う
ち
に
は
、
さ
ま
〴
〵
な
人
の
性
格
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、

其
等
さ
ま
〴
〵
の
性
格
は
、
未
だ
発
展
せ
ざ
る
状
態
に
あ
る
為
め
、
雑

然
と
し
て
共
存
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
少
年
の
愛
す
べ
き
所
以
は
、
一

は
そ
の
性
格
の
う
ち
に
斯
く
さ
ま
〴
〵
の
性
格
が
含
ま
れ
て
ゐ
な
が
ら
、

而
も
そ
れ
等
が
未
だ
何
れ
と
も
決
定
せ
ず
し
て
、
前
途
に
さ
ま
〴
〵
な

期
待
を
起
さ
せ
る
点
に
あ
る
。
し
か
る
に
斯
か
る
雑
然
た
る
性
格
も
、

次
第
に
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
両
立
し
が
た
く
成
つ
て
く
る
。

人
間
は
、
同
一
生
活
を
た
ヾ
一
度
し
か
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
た

め
、
勢
ひ
其
所
に
選
択
が
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
事
実
に
於

て
、
吾
人
は
絶
え
ず
選
択
し
て
ゐ
る
。
吾
人
は
絶
え
ず
或
る
性
格
を
取

つ
て
、
其
他
の
性
格
を
棄
て
ゝ
ゐ
る
。
さ
れ
ば
吾
人
は
、
…
…
実
に
幾

多
の
性
格
を
犠
牲
に
し
て
、
現
に
今
所
有
す
る
が
如
き
性
格
を
実
現
し

た
の
で
あ
る
。（
ア
ン
リ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
原
著　

金
子
馬
治
・
桂
井
當

之
助
共
訳
『
創
造
的
進
化
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
大
正
二
（
一
九
一

三
）
年
十
月
、
一
九
四
頁
、H

enri�Bergson,� L’ Évolution créatrice,�
1907

）

（
40
）　

小
林
秀
雄
「
性
格
の
奇
蹟
」（『
文
藝
春
秋
』
大
正
十
五
年
三
月
号
、
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『
小
林
秀
雄
全
集　

第
一
巻
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
年
四
月
、
八
一

頁
）、
以
下
で
同
巻
は
全
集
と
の
み
記
す
。

（
41
）　

「
性
格
の
奇
蹟
」（『
全
集
第
一
巻
』
八
二
頁
）

（
42
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
初
期
小
林
秀
雄
の
思
想
形
成
：
ニ
ー
チ
ェ

『
力
へ
の
意
志
』
と
『
宿
命
』」（『
稿
本
近
代
文
学
』
一
九
九
四
年
十

一
月
）
ほ
か
の
拙
稿
で
述
べ
て
き
た
。『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
特
質
に

つ
い
て
は
そ
れ
ら
を
参
照
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

（
43
）　

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
東
京
内
田
老
鶴
圃
、
大
正
二
（
一
九

一
三
）
年　

六
六
～
六
七
頁

（
44
）　

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
三
一
七
頁

（
45
）　

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
三
二
九
頁

（
46
）　

小
林
秀
雄
「
測
鉛
Ⅱ
」（『
大
調
和
』
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
九

月
）、『
全
集
第
一
巻
』
一
〇
八
頁

（
47
）　

小
林
秀
雄
「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅰ
」（『
仏
蘭
西
文
学
研
究
』
大
正
十
五
（
一

九
二
六
）
年
十
月
）、『
全
集
第
一
巻
』
八
六
頁

（
48
）　

小
林
秀
雄
「
様
々
な
る
意
匠
」（『
改
造
』
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年

九
月
）、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
六
頁

（
49
）　

「
様
々
な
る
意
匠
」、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
五
頁

（
50
）　

「
様
々
な
る
意
匠
」、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
七
頁

（
51
）　

た
と
え
ば
『
善
の
研
究
』
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

善
と
は
自
己
の
内
面
的
要
求
を
満
足
す
る
者
を
い
ふ
の
で
、
自
己
の
最

大
な
る
要
求
と
は
意
識
の
根
本
的
統
一
力
即
ち
人
格
の
要
求
で
あ
る
か

ら
、
之
を
満
足
す
る
事
即
ち
人
格
の
実
現
と
い
ふ
の
が
我
々
に
取
り
て

絶
対
的
善
で
あ
る
。
…
…

　
　

人
格
は
凡
て
の
価
値
の
根
本
で
あ
つ
て
、
宇
宙
間
に
於
て
唯
人
格
の
み

絶
対
的
価
値
を
も
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
…
…
い
か
に
強
大
な
る
要
求

で
も
高
尚
な
る
要
求
で
も
、
人
格
の
要
求
を
離
れ
て
は
何
等
の
価
値
を

有
し
な
い
、
唯
人
格
的
要
求
の
一
部
又
は
手
段
と
し
て
の
み
価
値
を
有

す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

�

（
第
三
編　

善
、
第
十
一
章　

善
行
為
の
動
機
（
善
の
形
式
）、

『
全
集
第
一
巻
』
一
二
二
頁
）

（
52
）　

小
林
秀
雄
「
弁
名
」（『
文
芸
春
秋
』
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
十

一
月
）、『
小
林
秀
雄
全
集　

第
十
二
巻
』
新
潮
社
、
平
成
十
三
（
二
〇

〇
一
）
年
四
月
、
二
六
七
頁�

（
53
）　

西
田
幾
多
郎
は
『
善
の
研
究
』
の
「
第
二
編　

実
在
」
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
　

我
々
は
主
観
客
観
の
区
別
を
根
本
的
で
あ
る
と
考
へ
る
処
か
ら
、
知
識

の
中
に
の
み
客
観
的
要
素
を
含
み
、
情
意
は
全
く
我
々
の
個
人
的
主
観

的
出
来
事
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
。
此
考
は
已
に
根
本
的
の
仮
定
に
於

て
誤
つ
て
居
る
。（『
全
集
第
一
巻
』
五
一
頁
）

（
54
）　

『
善
の
研
究
』、『
全
集
第
一
巻
』
一
三
四
頁
。

（
55
）　

小
林
秀
雄
「
弁
名
」、『
全
集
第
十
二
巻
』
二
七
七
頁

（
56
）　

小
林
秀
雄
「
無
常
と
い
ふ
事
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
七
（
一
九
四

二
）
年
）、『
小
林
秀
雄
全
集　

第
七
巻
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
十
月
、

三
五
八
頁

（
57
）　

「
無
常
と
い
ふ
事
」、『
全
集
第
七
巻
』
三
五
九
頁




