
97　　小林秀雄「無常といふ事」の現象学的認識論

有　

田　

和　

臣

小
林
秀
雄
「
無
常
と
い
ふ
事
」
の
現
象
学
的
認
識
論

│
│
「
思
ひ
出
」
さ
れ
る
歴
史
と
「
純
粋
自
我
」

　

小
林
秀
雄
の
文
章
が
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作

か
ら
受
け
た
影
響
の
痕
跡
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
昭

和
十
年
代
後
半
以
降
の
小
林
の
批
評
傾
向
を
代
表
す
る
作
品

の
一
つ
で
あ
る
「
無
常
と
い
ふ
事
」（
一
九
四
二
年
）
中
の
、

「
人
間
に
な
り
つ
ゝ
あ
る
一
種
の
動
物
」、「
思
ひ
出
」
さ
れ

る
歴
史
、「
生
き
て
ゐ
る
證
據
だ
け
が
充
満
」
す
る
時
間
、
と

い
っ
た
文
言
と
、
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
『
デ

カ
ル
ト
的
省
察
』（
一
九
三
一
年
）、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危

機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
一
九
三
六
年
）
等
の
記
述
と
を
照

合
し
、
前
者
が
後
者
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
事
実

を
例
証
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て

の
小
林
が
見
せ
た
、
日
本
の
古
典
や
古
典
的
思
想
家
へ
の
傾

倒
の
背
後
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
歴
史
に
対
し
て
も
っ
た
現
象

学
的
視
線
の
受
容
が
あ
っ
た
事
実
を
裏
づ
け
た
い
。
さ
ら
に

そ
れ
を
、
一
見
、
独
断
的
あ
る
い
は
主
観
主
義
的
な
立
場
を

と
っ
た
か
に
も
見
え
る
小
林
の
批
評
文
の
背
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
発
祥
の
近
代
知
に
対
置
さ
れ
る
〝
新
た
な
客
観
主
義
〟
と

も
い
う
べ
き
認
識
論
へ
の
追
究
姿
勢
が
あ
っ
た
事
実
を
裏
づ

け
る
事
例
の
一
端
と
し
た
い
。

序一　

判
断
停
止
（
エ
ポ
ケ
ー
）
と
純
粋
自
我

二　

人
間
に
な
り
つ
ゝ
あ
る
動
物

三　

「
思
ひ
出
」
さ
れ
る
歴
史

結



98

序

　

小
林
秀
雄
の
批
評
作
品
と
西
欧
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
早
く

か
ら
指
摘
が
あ
る１

が
、
多
く
の
場
合
、
検
討
さ
れ
て
き
た
の
は
ヴ
ァ

レ
リ
ー
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
ら
フ
ラ
ン
ス
系
思
想
家
た
ち
と
の
呼
応
関
係

だ
っ
た
。
確
か
に
そ
れ
ら
と
の
呼
応
関
係
は
多
分
に
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
小
林
の
批
評
姿
勢
を
決
定
づ
け
た
要
素
群
を
、
整
合
的
に
統

合
し
て
説
明
づ
け
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

こ
れ
ま
で
論
者
は
、
小
林
が
そ
の
批
評
思
想
の
核
心
部
分
を
形
成

し
た
際
の
源
泉
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
系
よ
り
も
ド
イ
ツ
系
の
哲
学
思

想
が
あ
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
ま
ず
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

の
哲
学
者
と
し
て
の
初
期
著
作
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
と
考

え
ら
れ
る
西
田
幾
多
郎
の
認
識
論２

、
和
辻
哲
郎
の
生
命
主
義
的
な

ニ
ー
チ
ェ
論
、
さ
ら
に
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
観

点
か
ら
の
著
作
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
思
想
家

た
ち
は
同
質
の
立
脚
点
を
共
有
す
る
思
想
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
そ

こ
に
見
ら
れ
る
概
念
、
用
語
、
表
現
は
、
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま

で
の
小
林
の
著
作
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
、
使
用
さ

れ
た
文
脈
・
用
法
に
お
い
て
も
同
じ
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
系
哲
学
思
想
（
お
よ
び
そ
れ
と
親
近
性
の
高
い
京
都
学
派

周
辺
）
と
小
林
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
先
行
す
る
指
摘
は
散
見
さ
れ

る
も
の
の３

、
具
体
的
な
影
響
関
係
の
論
証
は
、
ほ
ぼ
さ
れ
て
い
な
い

状
況
が
続
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究４

』
の

文
言
の
多
く
を
小
林
秀
雄
の
と
り
わ
け
初
期
批
評
に
見
ら
れ
る
文
言

が
踏
襲
し
て
い
る
事
実
の
指
摘
を
始
め
と
し
て
、
和
辻
の
こ
の
著
作

が
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
大
正
生
命
主
義
思
潮
、
お
よ
び
や
は
り

そ
こ
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
思
想
、
両
者
の

源
流
と
し
て
の
初
期
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
認
識
論
、
さ
ら

に
そ
の
思
想
圏
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
現
象
学
者
フ
ッ
サ
ー
ル
と

の
影
響
関
係
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
、
自
然
科
学
的
発
想
を
核
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近

代
知
の
行
き
詰
ま
り
（
認
識
が
い
か
に
客
観
世
界
の
真
実
在
を
と
ら

え
得
る
か
と
い
う
問
題
の
解
明
に
つ
い
て
の
混
迷
）
を
指
摘
す
る
と

と
も
に
そ
の
打
開
を
図
っ
て
き
た
、〝
新
た
な
客
観
主
義
〟（
す
べ
て

の
認
識
の
起
点
を
「
我
」
の
主
観
的
知
覚
に
置
き
な
が
ら
、
そ
れ
が

「
客
観
」
的
な
世
界
像
を
構
成
し
得
る
理
由
と
様
態
の
解
明
を
め
ざ

す
も
の
）
と
も
言
う
べ
き
思
想
潮
流
と
の
影
響
関
係
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
小
林
秀
雄
は
そ
の
よ
う
な
思
想
潮
流
を

源
流
と
し
な
が
ら
、
批
評
家
の
立
場
か
ら
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の

打
開
を
図
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
小
林
に
、
一
見
主
観
偏
重
と

も
見
え
る
批
評
ス
タ
イ
ル
を
と
ら
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
事
実
を
、
今
後
と
も
資
料
実
証
的
な
手
順
に
よ
り
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
と

の
影
響
関
係
を
検
討
す
る
。



99　　小林秀雄「無常といふ事」の現象学的認識論

　

昭
和
十
年
代
後
半
以
降
の
小
林
の
批
評
作
品
群
に
は
、
近
代
的
学

問
の
客
観
主
義
を
批
判
し
つ
つ
、
日
本
の
古
典
や
古
典
的
思
想
家
の

学
究
姿
勢
を
理
想
視
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
と
く

に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
現
象
学
的
発
想
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

時
と
し
て
謎
め
い
た
表
現
と
な
る
文
言
の
背
後
に
、
整
合
的
な
認
識

論
の
姿
勢
が
一
貫
し
て
い
る
事
実
を
理
解
し
や
す
く
な
る
。
そ
の
姿

勢
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
い
方
に
な
ら
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
一
言
で
い

え
ば
、「
通
俗
」
的
な
（
い
わ
ゆ
る
「
学
問
」
的
な
、
ま
た
は
「
自

然
科
学
的
」
な
）
客
観
主
義
で
は
な
い
、「
徹
底
」
し
た
客
観
主
義

を
根
底
に
持
つ
認
識
論
の
追
究
だ
っ
た
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
認
識
の
客
観
性
と
い
う
問
題
を
突
き
詰
め
て
考

え
た
場
合
、
い
わ
ば
何
が
究
極
の
「
客
観
」
な
の
か
、
と
い
う
問
題

の
立
て
方
を
し
た
。
そ
の
思
考
経
路
は
、『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認

識
論
要
綱
』（
一
八
八
六
年５

）
に
代
表
さ
れ
る
初
期
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

が
、
ゲ
ー
テ
の
思
想
を
評
し
な
が
ら
、
通
俗
的
客
観
主
義
を
論
難
し

つ
つ
真
の
客
観
主
義
（
今
日
の
い
わ
ゆ
る
「
客
観
主
義
」
と
は
か
な

り
様
相
を
異
に
す
る
）
を
見
出
し
た
発
想
と
、
ほ
ぼ
同
じ
ア
ウ
ト
ラ

イ
ン
を
示
し
て
い
る
。
論
者
前
稿６

で
は
そ
の
一
端
を
例
示
し
、
影
響

関
係
を
検
討
し
た
が
、
詳
細
な
言
及
は
ま
た
別
稿
に
譲
り
た
い
。

　

同
じ
く
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ

る
西
田
幾
多
郎
と
も
交
流
の
あ
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
従
来
考
え
ら

れ
て
き
た
以
上
に
、
そ
の
西
田
と
認
識
論
的
姿
勢
や
そ
れ
を
説
明
す

る
際
の
用
語
の
選
択
や
そ
の
用
法
に
お
い
て
、
類
同
性
・
相
同
性
を

も
っ
て
い
る７

。
両
者
に
共
通
す
る
源
泉
と
し
て
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
と
い
う
（
後
年
の
神
秘
思
想
家
と
し
て
で
は
な
く
初
期
の
哲

学
思
想
家
と
し
て
の
）
存
在
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら

の
類
同
性
・
相
同
性
は
整
合
的
に
説
明
し
得
る
し
、
難
解
で
知
ら
れ

る
両
者
の
思
想
の
骨
子
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し

て
小
林
秀
雄
の
文
章
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
直
接
の
影
響
の
跡
が

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
論
者
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

　

こ
れ
ら
は
、
単
な
る
同
時
代
性
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
。

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
西
田
、
フ
ッ
サ
ー
ル
ら
が
核
と
す
る
認
識
論
モ
デ

ル
は
思
想
史
上
で
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
（
ニ
ー
チ
ェ
や
和
辻

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
も
そ
の
圏
内
に
含
め
得
る
）、
同
時
代
で
あ
っ

て
も
、
同
質
の
も
の
は
こ
の
圏
外
に
い
る
他
の
思
想
家
に
は
見
ら
れ

な
い
。

　

こ
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
思
想
圏
の
核
心
を
な
す
認
識
論
モ
デ
ル
も
、

も
ち
ろ
ん
あ
る
時
代
性
に
対
す
る
姿
勢
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
た
だ
同
時
代
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
相
互
に
類
同
性
を

も
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
他
か
ら
際
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

こ
の
圏
内
の
思
想
家
ど
う
し
の
影
響
関
係
の
探
索
が
（
そ
れ
は
ま
だ

広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
解
明
の
ま
っ
た
く
の
途
上
に

あ
る
）、
特
質
あ
る
思
想
の
正
当
な
評
価
批
判
の
た
め
に
重
要
な
意

味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
こ
で
は
小
林
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
検
討

を
進
め
る
。一　

判
断
停
止
（
エ
ポ
ケ
ー
）
と
純
粋
自
我

　

昭
和
十
年
代
後
半
以
降
に
、
小
林
秀
雄
が
現
象
学
者
エ
ト
ム
ン

ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
影
響
を
鮮
明
に
し
始
め
た
事
実
は
、

い
く
つ
か
の
事
例
と
と
も
に
前
稿
で
検
討
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言

い
回
し
は
難
解
で
知
ら
れ
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
諸
説
紛
糾
す
る
よ

う
な
局
面
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
西
欧
を
起
源
と
す
る
近
代
知
の
陥

穽
、
と
り
わ
け
そ
の
自
然
科
学
的
客
観
主
義
に
偏
し
た
あ
り
方
に
警

鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、「
我
」
の
主
観
的
意
識
体
験
を
す
べ
て
の
認

識
の
起
点
と
す
る
い
わ
ば
〝
新
た
な
客
観
主
義
〟
を
標
榜
す
る
姿
勢

は
、「
現
象
学
的
還
元
」
の
立
場
を
鮮
明
に
し
た
著
作
『
イ
デ
ー
ン
』

（
一
九
一
三
年
）
以
降
、
一
貫
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
最
後
の
大
著
で
あ

り
、
晩
年
の
代
表
作
と
も
さ
れ
て
い
る
の
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の

危
機
と
超
越
論
的
現
象
学８

』（
一
九
三
六
年
、
以
下『
危
機
』と
略
記
す

る
）
で
あ
り
、
原
書
タ
イ
ト
ル「D

ie K
risis D

er europäischen 
W

issenschaften und die transzendentale Phänom
enologie: 

Eine Einleitung in die phänom
enologische Philosophie

」
を

直
訳
す
れ
ば
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
（
科
学
）
の
危
機
と
超
越
論
的

現
象
学
│
│
現
象
学
的
哲
学
へ
の
一
つ
の
み
ち
び
き９

」
と
な
る
。

「W
issenschaften

」（
な
い
し
「W

issenschaft

」）
は
、「
学
問
」

ま
た
は
「
科
学
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
（
訳
書
中
で
は
、
文
脈
に

応
じ
て
「
学
」「
学
問
」「
科
学
」
と
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
）。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
三
部
構
成
を
と
る
『
危
機
』
の
第
一
部
で

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
い
わ
ゆ
る
客
観
主
義
的
「
学
問
の
危
機
」
を
指

摘
し
、
第
二
部
で
「
近
代
に
お
け
る
物
理
学
的
客
観
主
義
と
超
越
論

的
主
観
主
義
と
の
対
立
」
の
様
相
を
解
明
し
つ
つ
後
者
に
依
拠
す
る

立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
部
で
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
科

学
の
一
分
野
で
あ
る
「
心
理
学
」
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
現
象
学

的
超
越
論
的
哲
学
へ
い
た
る
道
」
を
と
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
付

言
す
れ
ば
、
訳
者
木
田
元
に
よ
る
解
説
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
れ
以

前
の
著
作
と
の
主
な
違
い
は
、
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
学
問
の
「
歴

史
考
察
の
方
法
」
に
つ
い
て
積
極
的
な
記
述
が
あ
る
点
だ
と
指
摘
し

て
い
る10

。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
ま
で
の
思
索
過
程
の
集
大
成
と
言
っ

て
よ
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
全
体
構
成
か
ら
も
見
て
取
れ

る
。

　

こ
れ
ま
で
に
繰
り
返
し
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
批
評
家
と
し
て
の

出
発
期
の
小
林
が
す
で
に
、
多
く
の
発
想
や
、
用
語
、
表
現
に
お
い

て
影
響
を
受
け
て
い
た
の
が
、
初
期
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
反
自
然

科
学
的
認
識
論
、
お
よ
び
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
論
を
踏

ま
え
た
と
見
ら
れ
る
（
少
な
く
と
も
内
容
は
酷
似
し
て
い
る
）
和
辻

哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』（
一
九
一
三
年
）、
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
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ナ
ー
・
モ
デ
ル
の
認
識
論
を
説
い
た
と
見
ら
れ
る
（
少
な
く
と
も
内

容
は
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
と
酷
似
し
て
い
る
）
西

田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
年
）
と
そ
れ
以
降
の
著
作
で

あ
る
。
そ
し
て
昭
和
十
年
代
後
半
頃
に
は
、
新
た
に
フ
ッ
サ
ー
ル
か

ら
の
強
い
影
響
を
見
せ
始
め
る
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
客
観
主
義
的

な
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
や
心
理
学
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢
と
し
て

表
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
と
く
に
『
危

機
』
に
お
い
て
心
理
学
批
判
を
行
い
、
ま
た
歴
史
学
へ
の
批
判
的
言

及
を
行
っ
て
い
る11

）。
そ
う
し
た
傾
向
の
典
型
が
、
戦
後
の
『
本
居

宣
長
』（
一
九
七
七
年
）
執
筆
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
、

日
本
の
古
典
作
品
や
古
典
的
思
想
家
た
ち
を
題
材
と
す
る
エ
ッ
セ
イ

群
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
（
お
よ
そ
昭
和
十
年
代
後
半
）
よ
り
、
小
林
秀
雄
は
日

本
の
古
典
芸
能
、
古
典
文
学
等
へ
の
傾
倒
を
見
せ
始
め
る
。
口
火
を

切
っ
た
の
が
、「
當
麻12

」、「
無
常
と
い
ふ
事13

」
と
い
っ
た
、
戦
後
の

発
刊
と
な
る
単
行
本
『
無
常
と
い
ふ
事14

』
に
お
さ
め
ら
れ
た
エ
ッ
セ

イ
群
だ
っ
た
。
収
録
さ
れ
た
長
短
六
篇
の
古
典
論
の
う
ち
、
単
行
本

の
書
名
に
選
ば
れ
た
の
が
「
無
常
と
い
ふ
事
」
と
題
さ
れ
る
作
品
で

あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
題
材
と
さ
れ
て
い
る
「
一
言
芳
談
抄
」
は
鎌
倉
後
期

の
作
と
い
わ
れ
る
編
者
不
明
の
書
で
、
浄
土
各
流
の
法
語
を
集
め
た

も
の
で
あ
る
。
小
林
は
比
叡
山
を
訪
れ
た
際
、
こ
の
法
語
の
一
節
を

極
め
て
鮮
明
に
「
思
い
出
」
し
、
そ
れ
が
「
心
に
滲
み
わ
た
つ
た
」

体
験
を
語
る
。
さ
ら
に
そ
の
際
「
自
分
を
動
か
し
た
美
し
さ
」
に
思

い
を
は
せ
な
が
ら
、「
歴
史
の
新
し
い
見
方
と
か
新
し
い
解
釋
と
か

い
ふ
思
想
」
に
惑
わ
さ
れ
ず
、「
上
手
に
思
ひ
出
す
事
」
こ
そ
が
肝

要
だ
と
い
う
、
自
己
の
歴
史
観
を
開
陳
す
る
に
至
る
。

　

こ
う
し
た
、
一
見
学
問
的
と
は
言
い
難
い
言
述
が
様
々
に
議
論
を

生
み
な
が
ら
も
、
小
林
作
品
は
影
響
力
を
も
ち
、
読
み
継
が
れ
て
き

た
。
し
か
し
単
な
る
従
来
の
学
問
的
姿
勢
に
対
す
る
逆
説
的
な
姿
勢

（
そ
う
し
た
も
の
な
ら
ば
同
時
代
に
も
あ
ふ
れ
て
い
た
）
が
、
継
続

的
な
影
響
力
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
難
く
、
そ
れ
ら
の
文

言
が
何
ら
か
の
具
体
的
な
〝
出
典
〟
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
を
想

定
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
、
作
品

に
い
わ
ば
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
思
想
文
脈
の
探
索
の
試
み
と
し
て
、

こ
こ
で
は
と
く
に
「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
言

明
を
俎
上
に
載
せ
て
、
検
討
を
試
み
る
。

　

作
品
中
に
、
小
林
が
川
端
康
成
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、
次
よ
う

な
文
言
が
あ
る
。

｢

生
き
て
ゐ
る
人
間
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
も
仕
方
の
な

い
代
物
だ
な
。
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
や
ら
、
何
を
言
ひ
出
す
の

や
ら
、
仕し

で

か
出
来
す
の
や
ら
、
自
分
の
事
に
せ
よ
他
人
事
に
せ
よ
、

解
つ
た
例
し
が
あ
つ
た
の
か
。
鑑
賞
に
も
観
察
に
も
堪
へ
な
い
。

其
處
に
行
く
と
死
ん
で
し
ま
つ
た
人
間
と
い
ふ
も
の
は
大
し
た
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も
の
だ
。
何
故
、
あ
ゝ
は
つ
き
り
と
し
つ
か
り
と
し
て
来
る
ん

だ
ら
う
。
ま
さ
に
人
間
の
形
を
し
て
ゐ
る
よ
。
し
て
み
る
と
、

生
き
て
ゐ
る
人
間
と
は
、
人
間
に
な
り
つ
ゝ
あ
る
一
種
の
動
物

か
な15

」

　

一
見
や
や
奇
異
な
右
の
言
明
に
は
、
小
林
の
主
観
的
ま
た
は
一
種

独
断
的
な
態
度
を
読
み
取
ら
れ
る
場
合
も
あ
り16

、
論
議
の
的
と
な
っ

て
き
た
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
人
間
に
な
り
つ
ゝ
あ
る

一
種
の
動
物
」
と
い
う
文
言
は
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
小

林
は
こ
の
風
変
わ
り
な
概
念
を
、
ど
の
よ
う
に
形
成
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
何
ら
か
の
、
先
行
す
る
文
言
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
説
明
づ
け
得
る
文
言
を
、
た
と
え
ば

『
危
機
』
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、

小
林
が
言
お
う
と
し
て
い
る
趣
旨
と
、
同
じ
文
脈
を
共
有
し
て
い
る

と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
次
節
に
事
例
を
示
す
）。

　

『
危
機
』
の
一
部
を
見
る
前
に
、
前
提
と
な
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思

考
手
順
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
ず
、
あ
ら
か
じ

め
普
遍
的
客
観
世
界
が
独
自
に
存
在
し
そ
れ
を
人
間
の
認
識
が
探
り

当
て
て
い
く
と
い
う
、
従
来
の
発
想
を
保
留
す
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
う
し
た
無
反
省
な
自
然
的
態
度
を
と
り
つ

づ
け
る
こ
と
を
や
め
、
お
の
れ
の
意
識
体
験
を
単
な
る
世
界
内

部
の
一
事
実
と
見
る
見
方
を
停
止
し
た
。
そ
し
て
む
し
ろ
逆
に

意
識
を
、
そ
う
し
た
客
観
的
世
界
の
想
定
や
、
そ
れ
と
と
も
に

世
界
内
部
的
存
在
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
意
味
が
形
成
さ
れ
る

絶
対
的
な
場
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
純
粋
意
識
〉
と
し
て
見
る
よ

う
に
見
方
を
転
換
し
│
│
こ
の
転
換
の
操
作
が
〈
現
象
学
的
還

元
〉
と
呼
ば
れ
る
│
│
そ
こ
に
多
様
な
意
味
形
成
体
が
成
立
す

る
次
第
を
分
析
的
に
記
述
し
よ
う
と
す
る17

。

　

つ
ま
り
「
意
識
体
験
」
が
、
実
は
す
べ
て
の
認
識
や
体
験
の
起
点

で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
「
我
」（
自
我
）
が
現
実
世
界
を
知
覚
す
る

経
路
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
「
意
識
体
験
」
の
働
き
の
う
ち
で

「
我
」
に
と
っ
て
の
現
実
世
界
の
像
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、

「
認
識
」
の
シ
ス
テ
ム
の
解
明
を
目
指
す
な
ら
ば
、「
意
識
体
験
」

に
照
準
を
当
て
て
、
そ
う
し
た
「
意
味
形
成
」
の
働
き
を
検
討
す
る

と
こ
ろ
か
ら
開
始
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
客
観
的
世
界
」
は
こ
の
働

き
の
結
果
と
し
て
「
想
定
」
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
こ
に
基
準
を
置
く
の
は
本
末
転
倒
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
独

立
し
た
客
観
世
界
の
存
在
を
前
提
と
す
る
考
え
方
を
停
止
す
る
意
識

操
作
を
指
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
エ
ポ
ケ
ー
（
判
断
停
止
）」
と

呼
び
、
す
べ
て
の
事
象
の
生
起
の
根
源
を
「
意
識
体
験
」
の
う
ち
に

求
め
探
る
姿
勢
を
「
現
象
学
的
還
元
」
と
呼
ん
だ
。

　

こ
う
し
た
姿
勢
で
観
察
さ
れ
る
「
我
」
の
「
意
識
体
験
」
の
様
態

が
、「
純
粋
意
識
」、「
純
粋
自
我
」
等
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
が
す
べ

て
の
認
識
や
経
験
の
起
点
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

お
よ
び
西
田
幾
多
郎
の
言
う
「
純
粋
経
験
」（
何
の
先
入
観
も
意
図
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的
操
作
も
な
く
、
た
だ
意
識
に
体
験
さ
れ
る
知
覚
の
あ
り
さ
ま
そ
の

も
の
）
の
概
念
と
ほ
ぼ
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
を
遂
行
し
て
み
る
と
し
よ
う
。
つ
ま
り
、

自
然
的
定
立
の
全
世
界
と
同
じ
く
「
自
我
、
す
な
わ
ち
人
間
」

も
、
遮
断
さ
れ
た
と
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
と
に
残

る
も
の
は
、
そ
の
固
有
な
本
質
を
具
え
た
、
純
粋
な
作
用
体
験

で
あ
ろ
う
。

　

「
エ
ポ
ケ
ー
」（
判
断
停
止
）
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
の
真
実
性
・

客
観
性
を
い
っ
た
ん
保
留
し
、「
人
間
」
や
「
自
我
」
と
い
っ
た
概

念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
存
在
ま
で
も
疑
っ
て
み
る
こ
と
に

よ
り
、
何
が
確
実
な
も
の
と
し
て
残
さ
れ
る
か
を
観
察
す
る
態
度
で

あ
る
。
す
る
と
、
自
分
が
知
覚
し
て
い
る
意
識
体
験
の
あ
り
さ
ま
そ

の
も
の
の
み
が
、
自
分
が
確
実
に
確
か
め
ら
れ
る
純
粋
な
対
象
だ
と

判
明
す
る
は
ず
だ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
言
う
。

そ
の
際
し
か
し
私
は
ま
た
、
次
の
点
を
も
理
解
す
る
。
す
な
わ

ち
、
一
方
で
は
た
し
か
に
、
作
用
体
験
を
純
粋
に
捉
え
ず
人
間

的
体
験
と
捉
え
て
か
か
る
と
、
現
存
在
定
立
の
こ
と
は
暫
く
度

外
視
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
際
必
ず
し
も
共
に
関
与
し
て
い
る

は
ず
で
は
な
い
よ
う
な
種
々
雑
多
の
も
の
が
入
り
込
ん
で
き
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
他
方
で
は
、
い
か
な
る
遮
断
に

よ
っ
て
も
、
コ
ギ
ト
と
い
う
形
式
は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
し
た
が
っ
て
作
用
の
「
純
粋
」
主
体
は
抹
殺
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
で
あ
る18

。

　

わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
自
然
的
態
度
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
人

間
」
的
な
、
す
な
わ
ち
通
常
の
人
間
が
そ
の
存
在
を
素
朴
に
信
じ
て

い
る
普
遍
的
客
観
的
な
世
界
を
前
提
と
し
、
そ
こ
を
基
準
に
意
識
体

験
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、
純
粋
な
知
覚
体
験
以
外
の
様
々
雑
多

な
要
素
（
先
入
観
）
が
、
意
識
に
混
入
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

「
我
」
が
何
か
を
知
覚
し
て
い
る
そ
の
「
作
用
体
験
」
自
体
は
、
ど

の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
し
よ
う
と
、
無
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
つ
ま
り
「
何
か
を
経
験
す
る
、
何
か
の
働
き
を
受
け
る
」

よ
う
な
場
合
に
知
覚
さ
れ
る
意
識
体
験
は
、「
自
我
」
と
い
う
「
場
」

で
生
起
し
て
い
る
作
用
で
あ
り
、
し
か
も
「
こ
の
自
我
は
、
純
粋
な

自
我
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
我
に
は
、
い
か
な
る
還
元
〔
判
断
中
止
〕

も
何
か
手
出
し
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る19

」
と
言

え
る
。

　

す
べ
て
の
存
在
の
真
実
性
を
保
留
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
自
我
の

う
ち
の
意
識
体
験
の
作
用
、「
我
」
が
そ
の
よ
う
な
知
覚
体
験
を
し

て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、

こ
こ
が
認
識
論
の
起
点
と
な
る
べ
き
地
点
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
検

討
を
経
て
捉
え
ら
れ
た
「
我
」
が
「
純
粋
自
我
」
で
あ
る
、
と
続
け

ら
れ
る
。
こ
う
し
て
「
純
粋
自
我
」
は
、
何
か
を
知
覚
す
る
際
の

「
極
」、
す
な
わ
ち
観
測
地
点
と
な
る
よ
う
な
場
所
で
あ
り
作
用
で
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あ
る
と
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

二　

人
間
に
な
り
つ
ゝ
あ
る
動
物

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、『
危
機
』
の
次
の
記
述
を
見
て
み
た
い
。
こ

の
部
分
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「『
わ
れ
わ
れ
れ
す
べ
て
』
と
し
て
の
相

互
主
観
性
が
わ
た
し
か
ら
出
発
し
て
構
成
さ
れ
る
、
い
な
、
わ
た
し

の
『
う
ち
』
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
問
題20

」
を
検
討
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
我
を
も
っ
て
い
る
中
で
、

ど
う
や
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
現
実
世
界
、
世
界
像
が
相
互
に

一
致
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
（
結
局

の
と
こ
ろ
「
他
者
」
像
に
つ
い
て
も
、
客
観
的
な
様
態
が
あ
ら
か
じ

め
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
互
一
致
を
目
指
し
つ
つ
も
基
本
的
に
は

み
ず
か
ら
の
自
我
主
観
を
基
盤
と
し
て
構
成
す
る
ほ
か
な
い
）。

〔
自
我
と
い
う
〕
極
を
も
っ
た
体
系
と
し
て
の
世
界
を
、
し
た

が
っ
て
ま
た
共
同
生
活
の
志
向
的
形
成
体
と
し
て
の
世
界
を
、

共
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
し
つ
つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
と
は

い
っ
た
い
な
に
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
わ

れ
わ
れ
を
「
わ
れ
わ
れ
人
間
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
。
自
然
的
・
客
観
的
意
味
で
の
人
間
、
す
な
わ
ち
世
界
に

属
す
る
実
在
と
し
て
の
人
間
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
実
在
は
、
そ
れ
自
身
「
現
象
」
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か21

。

　

他
者
の
自
我
と
、
同
じ
現
実
世
界
を
共
有
し
、
一
つ
の
共
通
す
る

世
界
像
を
「
構
成
」
し
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

「
わ
れ
わ

れ
」
を
、「
わ
れ
わ
れ
人
間
」
と
い
う
と
ら
え
方
を
す
る
こ
と
、
つ

ま
り
「
自
然
的
・
客
観
的
」
に
存
在
し
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
が
通
常

と
ら
え
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
人
間
、
す
な
わ
ち
世
界
に
属
す

る
実
在
」
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
言
う
。「
判
断

中
止
」
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
現
象
学
的
還
元
」
を
経
て
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ
」、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
自
我
は
、
素

朴
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
実
在
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
ら
は
、
一
つ
の
「
現
象
」
と
し
て
観
察
さ
れ
る
対
象
に

な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
言
葉
を
替
え
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と

で
あ
る
。

超
越
論
的
主
観
、
す
な
わ
ち
世
界
構
成
の
た
め
に
作
動
し
つ
つ

0

0

0

あ
る

0

0

主
観
は
、
人
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
断
中
止
は
、
人
間

を
も
や
は
り
「
現
象
」
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
判
断
中

止
を
お
こ
な
っ
て
い
る
哲
学
者
は
自
分
を
も
、
ま
た
他
人
を
も
、

素
朴
に
そ
の
ま
ま
人
間
と
し
て
妥
当
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま

さ
し
く
「
現
象
」
と
し
て
、
つ
ま
り
超
越
論
的
な
遡
行
的
問
い

の
極
と
し
て
し
か
妥
当
さ
せ
な
い22

。

　

「
超
越
」
と
は
、
意
識
体
験
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
も
の
、
つ
ま
り
直
接
「
我
」
が
知
覚
し
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う

な
も
の
一
般
を
さ
す
用
語
で
あ
る
。「
超
越
論
的
主
観
」
は
、
意
識
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に
直
接
与
え
ら
れ
た
体
験
の
み
を
中
立
的
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
よ

う
な
視
線
で
と
ら
え
な
お
さ
れ
た
主
観
の
働
き
を
指
す
。
す
る
と

「
純
粋
意
識
」
ま
た
は
「
純
粋
自
我
」
と
ほ
ぼ
重
な
る
意
味
を
も
つ
。

こ
の
「
超
越
論
的
主
観
」
は
、
意
識
の
或
る
動
き
を
い
ま
だ
意
味
あ

る
何
か
の
形
を
と
り
得
て
い
な
い
「
現
象
」
と
し
て
と
ら
え
た
様
相

で
あ
る
べ
き
も
の
な
の
で
、
通
常
の
日
常
自
然
的
な
意
味
で
の
「
人

間
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
範
疇
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
実
世
界
の
世
界
像
を
得
て
い
く
の
か
、

あ
る
い
は
創
り
上
げ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
「
超
越
論
的
な
遡
行
的

問
い
」
の
「
極
」
つ
ま
り
一
つ
の
観
測
点
と
し
て
の
み
機
能
さ
せ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
と
酷
似
し
た
発
想
を
も
つ
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
、
す
べ
て
の
認
識
の
起
点
を
、
何
も
意
識
的
・
意
図
的
操
作

を
加
え
な
い
、
純
粋
な
意
識
の
知
覚
作
用
の
み
で
あ
る
よ
う
な
「
純

粋
経
験
」
に
置
い
た
。「
純
粋
経
験
」
自
体
は
、
無
秩
序
雑
多
な
知

覚
印
象
群
で
し
か
な
い
。
そ
れ
が
意
識
の
自
律
的
な
働
き
で
あ
る

「
思
考
」
に
よ
っ
て
（
主
体
の
「
悟
性
」
に
よ
る
介
入
を
注
意
深
く

排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）、
一
つ
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
持
っ

た
姿
に
お
の
ず
か
ら
「
統
一
」
さ
れ
「
構
成
」
さ
れ
て
い
き
（
こ
の

統
一
の
働
き
は
西
田
に
あ
っ
て
は
「
人
格
」
の
働
き
と
呼
ば
れ
て
い

た
）、
認
識
対
象
と
な
り
得
る
よ
う
な
現
実
像
、
世
界
像
が
形
成
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
と
く
に
意
識
体
験
の
中
で
あ
り
あ

り
と
リ
ア
ル
に
〝
体
感
〟
で
き
る
に
至
っ
た
世
界
像
イ
メ
ー
ジ
が
、

「
客
観
」
と
呼
ば
れ
る
。
数
量
的
計
量
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
所
謂

「
客
観
」
像
は
、
こ
の
意
識
体
験
の
活
動
の
結
果
、
実
は
あ
と
か
ら

創
造
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
立
場
か
ら

は
疑
似
的
な
客
観
で
し
か
な
い23

。

　

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
右
を
、
ゲ
ー
テ
の
認
識
論
の
特
質
と
し
て
論
じ

説
明
し
て
お
り
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
小
林
秀
雄

も
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
次
の
ご
と
く
。

彼
〔
ゲ
ー
テ
〕
は
、
か
う
言
つ
て
ゐ
ま
す
。
健
全
な
時
代
は
客

観
的
で
あ
り
、
頽
廢
し
た
時
代
は
主
観
的
な
も
の
だ
、
と
。
こ

れ
も
實
に
當
然
な
事
の
様
に
僕
に
は
思
は
れ
ま
す
が
、
彼
の
言

ふ
客
観
的
と
い
ふ
意
味
が
近
代
科
學
が
齎
し
た
客
観
主
義
と
は

似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
、
彼
の
言
ふ
と
こ

ろ
を
難
解
な
も
の
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
に
、
過

去
の
英
雄
が
立
派
な
人
間
だ
と
信
じ
ら
れ
る
以
上
、
彼
に
關
す

る
歴
史
が
傳
説
に
過
ぎ
ず
、
作
り
話
に
過
ぎ
な
く
て
も
、
一
向

差
支
へ
な
い
で
は
な
い
か
、
さ
う
い
ふ
態
度
を
、
ゲ
エ
テ
は
客

観
的
と
呼
ん
だ
の
で
あ
り
ま
し
て
、
一
と
口
に
言
ふ
な
ら
、
彼

の
客
観
的
と
い
ふ
言
葉
は
、
科
學
の
、
少
く
と
も
近
代
の
科
學

の
世
界
に
属
し
た
言
葉
で
は
な
い
。
其
處
に
、
現
代
人
は
つ
ま

づ
く
の
だ24

。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
、
ゲ
ー
テ
の
言
う
「
客
観
」
と
い
う
語
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の
特
殊
な
意
味
合
い
、
近
代
科
学
の
標
榜
す
る
「
客
観
主
義
」
へ
の

批
判
的
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
お
よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
の

も
つ
姿
勢
と
重
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
こ
の
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
自
己

の
主
張
に
援
用
し
て
い
る
小
林
自
身
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ

う
。
小
林
の
言
葉
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
く
。

人
間
性
を
覆
つ
て
ゐ
る
傳
説
の
衣
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
言

ふ
。
英
雄
は
着
物
を
脱
い
で
裸
の
凡
人
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は

よ
い
。
だ
が
、
凡
人
と
い
ふ
傳
説
は
ど
う
す
る
つ
も
り
か
。
ま

る
で
、
お
伽
噺
に
出
て
く
る
裸
の
王
様
の
さ
か
さ
ま
の
様
な
話

で
あ
り
ま
す
が
、
現
代
が
、
客
観
主
義
の
美
名
の
下
に
行
っ
て

ゐ
る
事
は
、
先
づ
こ
れ
を
出
な
い
の
で
あ
る
。
心
を
開
い
て
歴

史
に
接
す
る
な
ら
ば
、
尊
敬
す
る
よ
り
他
に
、
僕
等
に
は
大
し

た
事
は
出
来
ぬ25

。

　

右
に
も
や
は
り
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
歴
史
解
釈
に
対
す
る
批
判

姿
勢
が
見
ら
れ
、「
心
を
開
い
て
歴
史
に
接
す
る
」「
尊
敬
す
る
」
と

い
っ
た
主
観
的
な
色
調
を
帯
び
た
言
葉
が
そ
れ
に
対
置
さ
れ
て
い
る

た
め
、
小
林
が
単
に
主
観
重
視
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
、
哲
学
的
思
想
潮

流
と
の
様
々
な
符
合
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
く
、
右
も

ま
た
認
識
論
に
か
か
わ
る
主
張
な
の
で
あ
り
、
従
来
の
客
観
主
義
に

か
わ
る
〝
新
た
な
客
観
主
義
〟
を
標
榜
す
る
姿
勢
の
表
出
だ
と
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
英
雄
」
か
ら
「
人
間
性
を
覆
つ
て
ゐ

る
傳
説
の
衣
を
取
」
り
、「
凡
人
」
と
い
う
実
相
を
明
ら
か
に
し
た

つ
も
り
で
も
、
そ
の
実
相
が
、
意
識
の
中
で
直
接
感
覚
で
き
る
よ
う

な
対
象
で
な
い
な
ら
ば
、
現
象
学
的
な
立
場
か
ら
見
れ
ば
「
超
越
」

に
す
ぎ
ず
、
一
向
に
不
確
か
な
情
報
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
も

ま
た
伝
説
の
一
種
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る

こ
と
は
、
ま
ず
み
ず
か
ら
の
意
識
体
験
を
尊
重
し
、
そ
こ
か
ら
思
索

を
開
始
す
る
こ
と
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
言
に
戻
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
続
け

る
。

判
断
中
止
に
お
い
て
、
作
動
し
つ
つ
あ
る
自
我
極
へ
純
粋
な
眼

を
向
け
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
生
と
そ
の
志
向
的
中
間
形
成
体
や

究
極
形
成
体
の
全
体
へ
向
か
っ
て
純
粋
に
眼
を
向
け
る
さ
い
に

は
、
当
然
人
間
的
な
も
の
は
な
に
一
つ
現
わ
れ
て
は
こ
な
い
し
、

心
も
心
的
生
活
も
、
ま
た
実
在
的
な
精
神
物
理
的
人
間
も
現
わ

れ
て
は
こ
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、「
現
象
」
に
属
し
、
構

成
さ
れ
た
極
と
し
て
の
世
界
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る26

。

　

「
現
象
学
的
還
元
」
を
ほ
ど
こ
し
つ
つ
、
無
秩
序
な
知
覚
印
象
を

認
識
対
象
と
な
る
よ
う
な
世
界
像
に
今
ま
さ
に
構
成
し
よ
う
と
し
て

0

0

0

0

0

0

い
る

0

0

自
我
の
働
き
を
、
先
入
観
な
し
に
観
測
し
た
際
、
こ
の
働
き
は

日
常
的
な
意
味
や
概
念
の
形
は
ま
だ
と
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
様
々
に

意
識
体
験
の
あ
ら
わ
れ
る
一
つ
の
現
象
と
し
て
の
有
様
を
示
す
の
み

で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
悟
性
に
さ
ら
さ
れ
な
い
意
識
の
自
律
的
活
動



107　　小林秀雄「無常といふ事」の現象学的認識論

（
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
用
語
で
は
「
思
考
」
作
用
）
に
よ
っ
て
認
識
可

能
な
像
に
「
構
成
」
さ
れ
て
初
め
て
、「
人
間
」
の
姿
も
、
世
界
の

姿
も
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
人
間
」
で
も
な
く
世
界
で
も
な

く
、
た
だ
「
現
象
」
が
あ
る
だ
け
と
な
る
。
あ
ら
か
じ
め
「
世
界
」

と
い
う
事
実
や
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
界
像
は
こ
う
し
た
意

識
作
用
の
中
で
そ
の
結
果
と
し
て
「
創
ら
れ
た
」
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
た
、『
危
機
』（
一
九
三
六
年
）
に
先
立
っ
て
一

九
三
一
年
に
発
刊
し
た
著
書
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

超
越
論
的
な
我エ

ゴ

そ
の
も
の
に
属
す
る
普
遍
的
ア
プ
リ
オ
リ
は
、

無
限
の
形
式
を
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
だ
本
質
的
形
式
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
自
ら
の
う
ち
に
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
構
成

さ
れ
る
べ
き
対
象
を
も
っ
た
生
の
可
能
な
顕
在
性
と
潜
在
性
に

つ
い
て
の
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
類
型
を
無
限
に
含
ん
で
い
る27

　

「
現
象
」
と
し
て
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
「
我エ

ゴ

」
は
、
素
材
と
な

る
知
覚
要
素
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
無
限
の
可
能
性
の
う
ち
か
ら
お

の
ず
か
ら
選
択
さ
れ
た
も
の
が
一
つ
の
秩
序
形
式
に
構
成
さ
れ
た
結

果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
り
得
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の
中
の
一
つ
の

組
み
合
わ
せ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、
今
認
識
さ
れ
て
い
る

「
我
」
で
あ
る
。

一
つ
の
統
一
的
に
可
能
な
我エ

ゴ

に
と
っ
て
、
個
々
そ
れ
ぞ
れ
に
は

可
能
な
類
型
の
す
べ
て
が
共
存
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
し
、
任

意
の
順
序
や
固
有
な
時
間
の
任
意
の
時
点
で
共
存
可
能
な
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
私
が
何
ら
か
の
学
問
的
理
論
を
作
り
出

す
と
き
、
こ
の
複
雑
な
理
性
活
動
と
そ
の
理
性
的
な
対
象
は
或

る
本
質
的
類
型
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
我エ

ゴ

に
お
い

て
も
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
特
有
な
意
味
で
「
理
性

的
」
な
我エ

ゴ

に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

（「　
ア
ニ
マ
ル
・
ラ
チ
オ
ナ
ー
レ
　

理
性
的
」
動
物
と
し
て
の
）
人
間
と
い
う
本
質
的
形
式
に

お
い
て
、
我エ

ゴ

が
世
界
内
に
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
れ
て
く
る
よ
う
な
意
味
で
の
我エ

ゴ

で
あ
る28

。

　

一
つ
の
統
一
さ
れ
た
姿
に
構
成
さ
れ
た「
我エ

ゴ

」に
は
、
そ
の
素
材
と

な
り
得
る（
知
覚
体
験
の
）要
素
や
あ
り
得
る
統
合
形
式
の
す
べ
て
を

同
時
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
「
我エ

ゴ

」（
私
）
と
い
う

「『
理ア

ニ
マ
ル
・
ラ
チ
オ
ナ
ー
レ

性
的
』
動
物
」
が
も
つ
、
或
る
指
向
性
や
個
性
に
即
し
た
素

材
の
み
が
お
の
ず
か
ら
選
択
さ
れ
、
そ
れ
に
適
し
た
、
た
だ
一
つ
の

形
式
に
よ
り
結
合
さ
れ
体
系
化
さ
れ
、
全
体
と
し
て
統
一
し
た
姿
、

つ
ま
り
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
裏
返

せ
ば
、
そ
う
し
た
統
一
体
と
し
て
の
形
式
を
認
識
さ
れ
得
る
以
前
の

状
態
は
、
い
ま
だ
統
合
さ
れ
た
方
向
性
を
持
た
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
可

能
性
を
持
つ
混
沌
状
態
の
「
現
象
」
の
ま
ま
だ
と
言
え
る
。
だ
か
ら

現
象
学
的
に
見
れ
ば
、
今
、
刻
々
と
生
き
て
「
我
」
を
構
成
し
つ
つ

あ
る
「
人
間
」（
す
な
わ
ち
「
現
象
」
と
し
て
の
「
純
粋
自
我
」
で
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あ
る
状
態
）
に
は
、
む
し
ろ
ま
だ
人
間
に
な
っ
て
い
な
い
「
動
物
」、

と
い
う
言
い
方
が
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
林

の
文
言
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
を
踏
ま
え
て
と
ら
え
れ
ば
、
そ
の
謎

め
い
た
色
合
い
は
払
拭
さ
れ
、
整
合
的
な
説
明
が
可
能
に
な
る
。

　

右
の
「
動
物
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
引
用
文
訳
者
の
浜
渦
辰
二

は
、「
も
と
も
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
を
『
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
た

動
物
』
と
し
た
の
に
由
来
す
る
」
が
、「『
理
法
、
論
理
、
言
葉
、
理

性
、
等
』
と
広
い
意
味
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
『
ロ
ゴ
ス
』
と
い

う
ギ
リ
シ
ア
語
が
、『
ラ
チ
オ
』
と
い
う
ラ
テ
ン
語
で
訳
さ
れ
た
時

か
ら
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
『
理
性
』
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
よ

う
な
『
理
性
的
動
物
』
と
い
う
意
味
に
狭
め
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
て
き

た29

」
と
注
を
付
け
て
い
る
。

　

哲
学
史
を
踏
ま
え
れ
ば
人
間
を
「
理
性
的
動
物
」
と
呼
ぶ
こ
と
自

体
は
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
言
え
る
が
、「
人
間
に
な
り
つ
ゝ

あ
る
」
動
物
と
い
う
表
現
は
決
し
て
一
般
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、

現
象
学
的
な
判
断
中
止
（
エ
ポ
ケ
ー
）
の
観
点
か
ら
、
人
間
（
理
性

的
動
物
）
が
、「
人
間
」
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
以
前
の
「
現
象
」

と
し
て
あ
る
状
態
を
と
ら
え
た
表
現
と
考
え
る
な
ら
ば
、
整
合
性
を

も
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
』
中

で
も
、
人
間
を
「
動
物
」
の
一
種
と
と
ら
え
る
言
い
方
を
何
度
も
し

て
い
る
）。
そ
し
て
そ
の
理
解
は
、
た
と
え
ば
歴
史
論
に
お
い
て

「
現
実
に
背
を
向
け
た30

」
姿
勢
と
は
異
な
る
様
相
を
、
小
林
の
文
章

か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

三　

「
思
ひ
出
」
さ
れ
る
歴
史

　

引
き
続
き
「
無
常
と
い
ふ
事
」
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
章
と
の
呼
応

を
検
討
す
る
。
次
の
部
分
も
、
や
や
謎
め
い
た
表
現
を
含
ん
で
い
る
。

僕
は
、
た
ゞ
あ
る
充
ち
足
り
た
時
間
が
あ
つ
た
事
を
思
ひ
出
し

て
ゐ
る
だ
け
だ
。
自
分
が
生
き
て
ゐ
る
證
據
だ
け
が
充
満
し
、

そ
の
一
つ
一
つ
が
は
つ
き
り
と
わ
か
つ
て
ゐ
る
様
な
時
間
が
。

無
論
、
今
は
う
ま
く
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、

あ
の
時
は
、
實
に
巧
み
に
思
ひ
出
し
て
み
た
の
で
は
な
か
つ
た

か
。
何
を
。
鎌
倉
時
代
を
か
。
さ
う
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
ん
な
氣

も
す
る31

。

　

小
林
は
、「
う
ま
く
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
」
状
態
に
と
も
な
う
「
充

ち
足
り
た
時
間
」
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
、「
自
分
が
生
き
て
ゐ
る

證
據
だ
け
が
充
満
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
は
つ
き
り
と
わ
か
つ
て
ゐ

る
様
な
時
間
」
だ
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
一
見
こ
れ
も
、
主
情
的
な
感

覚
の
叙
述
に
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
‐
Ⅱ
』・「
第
二
章 

理
性
の
現
象
学
」
で
「
理
性

0

0

意
識

0

0

」（
現
象
学
的
な
立
場
か
ら
認
識
対
象
を
と
ら
え
る
際
の
、
意

識
の
様
態
を
と
ら
え
た
も
の
）
の
あ
り
よ
う
を
説
明
し
た
文
言
に
は
、

偶
然
の
一
致
と
は
言
い
難
い
類
同
性
を
見
出
せ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

ま
ず
、
現
象
学
的
な
立
場
か
ら
妥
当
な
認
識
の
様
態
と
そ
う
で
な
い
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様
態
の
差
異
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に

0

0

0

0

0

提
示
さ
れ
て
く
る
区
別
は
、
次
の
区
別
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
定
立
さ
れ
た
も
の
が
原
的
な
所
与
性

0

0

0

0

0

0

へ
と
い
た
る

よ
う
な
ゆ
え
ん
を
な
す
設
定
立
的
な
体
験
と
、
定
立
さ
れ
た
も

の
が
そ
の
よ
う
な
原
的
所
与
性
へ
と
は
い
た
ら
な
い
よ
う
な
ゆ

え
ん
を
な
す
設
定
的
な
体
験
と
の
区
別
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ま
た
、「
知
覚
し

0

0

0

」「
見
る

0

0

」
よ
う
な
作
用

0

0

0

0

0

│
│
最
広
義
に
解
し

0

0

0

0

0

0

た0

そ
う
し
た
作
用
│
│
と
、「
知
覚
し

0

0

0

」
な
い
よ
う
な

0

0

0

0

0

作
用
と

の
区
別
で
あ
る32

。

　

こ
こ
で
は
、
定
立
（
認
識
対
象
化
）
さ
れ
た
も
の
が
「
原
的
な
所

0

0

0

0

与
性

0

0

」
つ
ま
り
意
識
に
直
接
的
に
与
え
ら
れ
た
性
質
を
も
ち
、
そ
の

も
の
を
「
生
身
の
あ
り
あ
り
と
し
た
あ
り
さ
ま
」
と
し
て
「
見
る
」

よ
う
な
感
覚
を
伴
う
様
態
が
、
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
右
で
設
定
さ
れ

て
い
る
の
は
、
対
象
を
理
想
的
に
「
知
覚
し

0

0

0

」「
見
る

0

0

」
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
作
用
は
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
何
が
異
な
る
か
、
と
い

う
問
い
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
が
、「
充
実
さ
れ
た
意
味
な

0

0

0

0

0

0

0

0

い
し
命
題

0

0

0

0

」
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
と
言
う
。
し
か

も
、「
意
味
な
い
し
命
題
が
、
い
か
に
し
て

0

0

0

0

0

、
充
実
さ
れ
た
意
味
な

0

0

0

0

0

0

0

0

い
し
命
題
で
あ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
「
そ
の
仕
方

0

0

0

0

」
を
と
く
に
重
視
し

て
い
る
。
さ
ら
に
「
意
味
の
充
実
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
こ
の
場

合
問
題
は
片
付
か
な
い
の
で
」
あ
り
、「
そ
の
ほ
か
に
さ
ら
に
、
充0

実
化
が
い
か
に
行
な
わ
れ
る
か
と
い
う
そ
の
仕
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
肝
心
要
の
問

題
な
の
で
あ
る
」
と
た
た
み
か
け
る
。

　

さ
ら
に
続
け
て
、
そ
の
よ
う
な
充
実
し
た
「
意
味
が
体
験
さ
れ

る
」
た
め
の
認
識
の
「
仕
方
は
、『
直
観
的
な

0

0

0

0

』
仕
方33

」
な
の
だ
と

し
つ
つ
言
う
。

こ
の
仕
方
の
場
合
に
は
、「
思
向
さ
れ
て
い
る
対
象
そ
の
も
の
」

が
、
直
観
的
に
意
識
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

の
際
、
特
に
際
立
っ
た
場
合
の
一
つ
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
、

す
な
わ
ち
、
直
観
の
仕
方
が
ま
さ
し
く
原
的
に
与
え
る
働
き
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る

0

0

仕
方
で
あ
る
場
合
、
で
あ
る
。
風
景
を
知
覚
し
て
い
る
と

き
に
は
、
そ
の
意
味
は
、
知
覚
的
に
充
実
さ
れ
て
お
り
、
知
覚

さ
れ
た
対
象
は
、
そ
の
色
彩
、
形
態
等
々
を
具
え
つ
つ
（
そ
れ

ら
が
「
知
覚
の
中
へ
入
っ
て
く
る
」
か
ぎ
り
の
こ
と
だ
が
）、

「
生
身
の
あ
り
あ
り
と
し
た
あ
り
さ
ま
」
と
い
う
仕
方
に
お
い

て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
類
似
の
際
立
っ
た
卓
越
し
た
特

性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
作
用
領
圏
に
お
い
て
、
見
出

す
で
あ
ろ
う34

。

　

認
識
が
き
わ
め
て
理
想
的
に
行
わ
れ
、「
際
立
っ
た
卓
越
し
た
特

性
」
が
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、「
原
的
に
与
え
る
働
き
を
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

仕
方
」

す
な
わ
ち
意
識
に
直
接
知
覚
さ
れ
る
よ
う
な
対
象
の
あ
ら
わ
れ
方
と

な
る
。
そ
れ
は
概
念
的
な
映
像
で
あ
っ
て
も
、「
生
身
の
あ
り
あ
り

と
し
た
あ
り
さ
ま
」
が
「
色
彩
、
形
態
等
々
を
具
え
」
て
い
る
か
の

よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
生
身
の
あ
り
あ
り
と
し
た
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あ
り
さ
ま
と
い
う
性
格
（
原
的
充
実
性
と
し
て
の
そ
れ
）
が
、
純
然

た
る
意
味
と
融
合
し
て
い
る
」
よ
う
な
知
覚
の
さ
れ
か
た
が
、「
存

在
性
格
の
基
礎
と
し
て
機
能
し
て
い
る
」
よ
う
な
状
態
が
、
い
わ
ゆ

る
自
然
科
学
的
客
観
（「
充
実
さ
れ
て
い
な
い
意
味
な
い
し
命
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）

の
対
極
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
あ
る
べ
き
理
想
的
な
「
理
性
意
識
」

と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

或
る
特
有
の
理
性
性
格
と
い
う
も
の
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
定
立
性
格
と
い
う
も

0

0

0

0

0

0

0

0

の
に

0

0

、
そ
れ
を
際
立
た
せ
る
卓
越
し
た
一
つ
の
特
性
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

帰
属
す
る
こ
と
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
す
な
わ
ち
、
そ
の
定
立
性
格
が
、
た

だ
単
に
一
般
的
に
何
ら
か
の
意
味
に
基
礎
を
お
い
た
定
立
で
は

な
く
て
、
或
る
充
実
さ
れ
た
、
つ
ま
り
原
的
に
与
え
る
働
き
を

し
て
い
る
意
味
に
基
礎
を
お
い
た
定
立
で
あ
る
場
合
、
ま
さ
に

本
質
的
に
そ
の
場
合
に
か
つ
ま
た
そ
の
場
合
に
の
み
、
そ
の
際

立
っ
た
卓
越
し
た
特
性
が
そ
の
存
在
性
格
に
所
属
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る35

。

　

認
識
対
象
が
、
意
識
体
験
の
外
に
あ
る
「
一
般
的
に
何
ら
か
の
意

味
」、
言
い
換
え
れ
ば
い
わ
ゆ
る
客
観
情
報
に
「
基
礎
を
お
い
た
」

も
の
で
は
な
く
、
自
我
の
意
識
体
験
や
知
覚
体
験
に
「
原
的
に
与
え

る
働
き
」
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
つ
ま
り
直
接
的
な
知
覚
を

意
識
体
験
に
与
え
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の
意
識
映
像
に
定
立
さ

れ
た
知
覚
映
像
（
定
立
性
格
）
は
、「
充
実
さ
れ
た
」
リ
ア
ル
感
を

と
も
な
う
「
際
立
っ
た
卓
越
し
た
特
性
」
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　

小
林
が
「
實
に
巧
み
に
思
ひ
出
し
」
た
結
果
と
し
て
得
た
「
充
ち

足
り
た
時
間
」
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
こ
の
「
原
的
充
実
性
」

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
れ
が
単
に
心
情
的

な
印
象
を
指
す
文
言
な
ら
ば
、
そ
の
直
後
で
歴
史
論
に
発
展
し
て
い

く
よ
う
な
文
脈
を
も
つ
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
さ
ら
に
、「
巧
み
に
思
ひ
出
」
す
と
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
。
こ
こ
で
も
、
小
林
の
文
言
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
言
が
発
見
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
危
機
』
に

お
い
て
、
歴
史
に
対
す
る
姿
勢
を
説
く
節
（「
第
十
五
節　

わ
れ
わ

れ
の
歴
史
考
察
の
方
法
に
つ
い
て
の
反
省
」）
を
立
て
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
遂
行
す
べ
き
考
察
の
仕
方
」
と
し
て
、「
通

常
の
意
味
で
の
歴
史
考
察
の
仕
方
で
は
な
」
く
、「
す
べ
て
の
歴
史

的
な
目
標
設
定
を
支
配
し
て
い
る
統
一
性

0

0

0

」
を
「
取
り
出
し
て
理
解

し
よ
う
と
試
み
る
」
よ
う
な
考
察
の
仕
方
が
標
榜
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
「
歴
史
的
連
関
の
全
体
を
、
つ
ね
に
た
だ
一
個
の
人
格

的
連
関
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
し
」、「
究
極
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ

自
身
そ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
に
固
有
な
唯
一
の
課
題
だ

と
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
歴
史
的
課
題
」、
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
も
つ
わ
れ
わ
れ
の
自
我
に
と
っ
て
の
そ
の
歴
史
事

実
の
意
味
を
、
ひ
と
り
の
人
間
の
人
格
か
ら
読
み
取
る
よ
う
に
「
看

て
取
ろ
う
と
試
み
る36

」
の
が
、
意
味
あ
る
歴
史
像
を
得
る
た
め
の
方
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法
だ
と
主
張
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

こ
の
ば
あ
い
の
看
取
と
は
、
外
か
ら
の
、
事
実
の
看
取
で
も
な

け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
な
か
で
生
成
し
て
き
た
時
間

的
生
成
を
、
単
な
る
外
面
的
な
因
果
的
継
起
で
で
も
あ
る
か
の

よ
う
に
見
る
こ
と
で
も
な
く
、
内
か
ら

0

0

0

の
看
取
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
単
に
精
神
的
遺
産
を
有
し
て
い
る
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
徹
頭
徹
尾
歴
史
的
、
精
神
的
に
生
成
し

て
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
真
に
わ
れ
わ
れ
に
固
有

な
課
題
を
も
つ
こ
と
に
な
る37

。

　

つ
ま
り
、
単
に
外
面
的
な
因
果
関
係
を
読
み
取
る
の
で
は
な
く
、

我
々
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
歴
史
を
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
よ

う
に
「
内
か
ら

0

0

0

の
看
取
」
で
、
す
な
わ
ち
追
体
験
す
る
よ
う
に
読
み

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
個
々
の
自
我
そ

れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
「
真
」
の
歴
史
の
意
味
が
課
題
と
し
て
認
識
さ

れ
得
る
。
そ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
標
榜
す
る
「
直
観
の
仕
方
」
で
あ

る
。

　

一
方
、
小
林
秀
雄
は
戦
後
、
日
本
の
伝
統
古
典
や
古
典
的
思
想
家

へ
の
傾
倒
を
保
持
し
な
が
ら
、
本
居
宣
長
を
題
材
と
す
る
文
章
で
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

宣
長
の
「
あ
は
れ
」
論
が
、
感
情
論
で
あ
る
よ
り
も
一
種
の
認

識
論
で
あ
る
事
が
、
も
つ
と
は
つ
き
り
す
る
で
あ
ら
う
。
…
…

単
に
、
あ
は
れ
と
見
、
聞
き
、
思
ふ
事
で
も
な
け
れ
ば
、
普
通

の
意
味
で
事
や
物
を
見
、
聞
き
、
思
ふ
事
で
も
な
い
。
さ
う
い

ふ
心
の
働
き
の
他
に
、
事
や
物
と
共
感
す
る
と
い
ふ
働
き
、
事

に
あ
た
り
、
物
に
ふ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
あ
る
が
ま
の
姿
を
、
言

は
ば
内
部
か
ら
直
観
す
る
と
い
ふ
働
き
が
あ
る
と
し
て
ゐ
る
の

だ
。
事
物
の
直
観
的
な
理
解
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
こ

れ
に
は
、
時
に
ふ
れ
、
所
に
從
ひ
、
そ
の
道
々
に
よ
つ
て
變
る

事
物
の
味
を
、
そ
の
ま
ゝ
共
感
に
よ
っ
て
肯
定
す
る
全
的
な
態

度
を
要
す
る38

。

　

宣
長
が
と
な
え
た
「『
あ
は
れ
』
論
」
が
「
感
情
論
で
あ
る
よ
り

も
一
種
の
認
識
論
で
あ
る
」
と
す
る
主
張
は
、
あ
た
か
も
小
林
自
身

の
批
評
作
品
の
特
質
を
言
い
当
て
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
近
代

的
な
学
問
が
依
拠
し
て
来
た
客
観
主
義
の
陥
穽
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ

う
で
は
な
い
学
問
姿
勢
を
、
す
な
わ
ち
生
き
て
存
在
し
て
い
る
自
我

の
「
精
神
」
活
動
に
と
っ
て
真
に
意
味
の
あ
る
「
認
識
論
」
を
核
と

す
る
学
問
姿
勢
を
訴
え
よ
う
と
す
る
小
林
の
立
場
が
、
二
重
写
し
に

さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
右
の
、
対
象
の
「
あ
る
が

ま
の
姿
」
を
「
内
部
か
ら
直
観
す
る
と
い
ふ
働
き
」
は
、
ド
イ
ツ
語

と
日
本
語
と
い
う
母
語
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
用
語
に
お
い
て

も
文
脈
に
お
い
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
言
と
極
め
て
近
し
い
立
脚

点
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
観
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、「
巧
み
に
思
ひ
出
」
す
と
は
、
現
象
学
的
な
文
脈
で
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い
う
と
こ
ろ
の
「
直
観
」
に
よ
る
歴
史
考
察
の
方
法
で
あ
り
、
歴
史

享
受
の
姿
勢
で
あ
る
と
、
結
論
さ
れ
る
。

　

右
は
一
例
に
す
ぎ
ず
、
こ
う
し
た
呼
応
関
係
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
。
今
あ
げ
た
部
分
に
つ
い
て
い
く
つ
か
を
あ
げ
れ
ば
、「
無
常

と
い
ふ
事
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
當
麻
」（
一
九
四
二
年
）

に
は
、「
近
代
文
明
」
と
対
比
し
つ
つ
能
楽
を
論
じ
な
が
ら
、
近
代

的
な
「
鑑
賞
」
で
は
「
あ
の
慎
重
に
工
夫
さ
れ
た
仮
面
の
内
側
に
這

入
り
込
む
事
は
出
来
な
か
つ
た39

」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
る
。
主
題

と
文
脈
の
一
致
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
が
単
な
る
偶
然
の
言
い
回
し
の

一
致
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
後
の
「
考
へ
る
と
い
ふ
事
」

（
一
九
六
二
年
）
で
は
、
歴
史
に
対
し
て
「
自
己
」
の
「
内
的
經
驗

を
明
瞭
化
」
す
る
こ
と
を
肝
要
と
し
つ
つ
、「
例
へ
ば
、
私
が
、
自

分
の
過
去
を
考
へ
て
み
よ
う
と
す
る
」
と
き
、「
私
に
起
っ
た
雑
多

な
事
件
を
、
外
か
ら
調
べ
る
事
は
易
し
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
處

し
て
来
た
私
の
精
神
を
、
内
か
ら
辿
る
の
は
、
極
め
て
難
か
し
い
。40

」

と
い
う
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
、「
自
己
を
モ
デ
ル
と
し
て
歴
史
を
考

へ
る
」
こ
と
へ
の
侮
蔑
の
風
潮
を
批
判
し
て
い
る
。

　

ま
た
最
後
の
大
著
『
本
居
宣
長
』（
一
九
七
七
年
刊
）
で
は
宣
長

の
文
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

極
言
す
れ
ば
、
抽
象
的
記
述
の
世
界
と
は
、
全
く
異
質
な
、
不

思
議
な
ほ
ど
単
純
な
と
言
っ
て
も
い
い
、
彼
の
心
の
動
き
な
の

で
あ
つ
て
、
其
處
に
は
、
彼
自
身
に
と
つ
て
外
的
な
も
の
は
ほ

と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
過
去
の
事
實
は
、
言
は
ば
そ
の

内
部
か
ら
照
明
を
受
け
る
。
誰
に
と
つ
て
も
、
思
ひ
出
と
は
、

さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
。
過
去
を
理
解
す
る
為
に
、
過
去
を

自
己
か
ら
締
め
出
す
道
を
、
決
し
て
取
ら
ぬ
も
の
だ41

。

　

こ
れ
ら
の
事
例
を
参
照
す
れ
ば
、
昭
和
十
年
代
か
ら
戦
後
に
至
る

ま
で
、
歴
史
や
学
問
に
対
す
る
小
林
の
姿
勢
が
一
貫
し
て
、
抽
象
的

学
問
や
「
抽
象
的
記
述
」
の
分
析
と
は
截
然
と
区
別
さ
れ
る
、「
直

観
」
に
よ
る
認
識
方
法
を
核
と
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
歩
ん
だ
道
と
、
や
は
り

重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
小
林
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
は
、
単
に
近

代
的
学
問
へ
の
逆
説
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
代

替
と
し
て
の
〝
新
た
な
客
観
主
義
〟
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
偶
然
の
一
致
や
単
な
る
同
時
代

性
の
共
有
の
結
果
と
は
考
え
に
く
い
。
彼
ら
は
、
自
然
科
学
的
客
観

と
は
別
種
の
、
生
き
る
経
験
に
根
差
し
た
客
観
を
基
準
と
す
る
認
識

論
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
危
機
』
に
よ
っ
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
学
問
」

全
般
が
自
然
科
学
的
な
観
点
を
偏
重
し
て
き
た
こ
と
に
、
警
鐘
を
鳴

ら
し
、
客
観
的
・
普
遍
的
実
在
を
幻
視
す
る
の
で
は
な
い
、
人
間
の

生
に
根
差
す
真
に
「
客
観
」
的
な
学
問
姿
勢
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
。
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と
く
に
「
歴
史
学
」
は
、
自
然
科
学
の
一
分
野
と
し
て
の
「
心
理
学
」

と
並
ん
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
危
機
を
象
徴
す
る
学
問
分
野
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
単
に
事
象
と
し
て
必
然
的
な
も
の

と
し
て
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
哲
学
者
と
し

て
の
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」42

の
だ
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
学
問
姿
勢
に
対
し
て
、
わ

れ
わ
れ
が
よ
り
徹
底
し
た
究
極
の
客
観
足
り
得
る
認
識
方
法
を
追
求

す
る
た
め
の
契
機
と
な
る
よ
う
な
学
問
分
野
だ
と
、
と
ら
え
て
い
る
。

　

昭
和
十
年
代
後
半
以
降
の
小
林
秀
雄
も
、
右
を
な
ぞ
っ
た
か
の
よ

う
な
軌
跡
を
描
い
て
い
く
。
そ
れ
を
、
同
時
代
の
問
題
を
共
有
す
る

思
想
家
ど
う
し
の
意
図
し
な
い
類
似
と
と
る
見
方
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
題
意
識
は
決
し
て
同
時
代
に
一
般
的

だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
確
か
に
一
時
現
象
学
は
大
き
な
流
行
と

な
っ
た
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
真
の
意
図
が
正
当
に
理
解
さ
れ
た
か
ど

う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
客
観
主
義
的
な
学
問
（
認
識
論
）

の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
に
、
徹
底
し
て
意
識
体
験
の
み
に

起
点
を
置
こ
う
と
す
る
意
図
は
、
そ
の
後
弟
子
た
ち
に
す
ら
批
判
さ

れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
思
想
の
核
心
部
分
は
十
分
に
は
理
解
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
い
よ
う
で
あ
る43

。

　

小
林
秀
雄
が
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
受
容
は
、
一
見

主
観
偏
重
の
姿
勢
と
も
受
け
取
れ
る
表
現
を
と
り
な
が
ら
（
そ
れ
ら

は
フ
ッ
サ
ー
ル
や
、
そ
の
源
流
と
考
え
ら
れ
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
同

種
の
文
言
を
「
受
容
」
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
）、
具
体
的
な
批
評

対
象
に
生
か
さ
れ
、
適
切
な
文
脈
を
と
も
な
っ
て
消
化
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
が
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
（
そ
の
背
後
の
思
想

的
支
柱
が
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
）、
こ
の
時
期
の
小

林
秀
雄
の
作
品
群
が
同
時
代
的
な
色
調
を
ま
と
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な

い
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
部
分
を
多
く
持
っ

て
い
た
と
理
解
す
る
ほ
う
が
妥
当
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
「
無
常
と
い
ふ
事
」
か
ら
、
も
う
一
箇
所
、
引
用
し
て
お

き
た
い
。

思
ひ
出
と
な
れ
ば
、
み
ん
な
美
し
く
見
え
る
と
よ
く
言
ふ
が
、

そ
の
意
味
を
み
ん
な
が
間
違
へ
て
ゐ
る
。
僕
等
が
過
去
を
飾
り

勝
ち
な
の
で
は
な
い
。
過
去
の
方
で
僕
等
に
餘
計
な
思
ひ
を
さ

せ
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
思
ひ
出
が
、
僕
等
を
一
種
の
動
物

で
あ
る
事
か
ら
救
ふ
の
だ
。
記
憶
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
の

だ
ら
う
。
思
ひ
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
ら
う
。
多
く
の

歴
史
家
が
、
一
種
の
動
物
に
止
ま
る
の
は
、
頭
を
記
憶
で
一
杯

に
し
て
ゐ
る
の
で
、
心
を
虚む

な

し
く
し
て
思
ひ
出
す
事
が
出
来
な

い
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か44

。

　

右
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
踏
ま
え
て
い
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
「
思
ひ

出
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
内
側
」
か
ら
照
明
を
当
て

ら
れ
直
観
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
生
身
の
あ
り
あ
り
と
し
た
あ

り
さ
ま
」
ま
で
感
じ
ら
れ
る
意
識
体
験
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
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る
だ
ろ
う
。「
思
ひ
出
」
す
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
単

な
る
様
々
な
歴
史
記
述
と
い
う
素
材
の
堆
積
だ
っ
た
過
去
の
記
録
が
、

思
考
の
自
律
的
な
働
き
に
よ
っ
て
、
有
機
的
に
統
合
さ
れ
構
成
さ
れ
、

ひ
と
つ
の
統
一
体
の
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
、
そ
れ
は
可
能
に
な
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
統
一
性
に
適
合
し
な
い
「
餘
計
な
」
素
材
は

お
の
ず
か
ら
排
除
さ
れ
、
有
機
的
に
統
合
さ
れ
た
姿
の
み
が
あ
ら
わ

に
な
る
。

　

統
合
さ
れ
た
姿
は
、
認
識
さ
れ
う
る
対
象
と
し
て
人
間
の
姿
を

も
っ
て
い
る
が
、
統
合
以
前
の
、
ま
た
は
統
合
し
つ
つ
あ
る
そ
の
過

程
に
あ
る
状
態
で
は
、
い
ま
だ
何
者
に
も
な
っ
て
い
な
い
様
態
に
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
使
っ
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
「
人
間
的

な
も
の
は
な
に
一
つ
現
れ
て
は
こ
な
い
」。
だ
か
ら
、
統
合
さ
れ
統

一
体
と
な
っ
た
「
人
間
」
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
倣
っ
て
「
理
性
的

動
物
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
統
合
以
前
の
状
態
を
、
い
ま
だ
人
間
に
な

り
得
て
い
な
い
「
一
種
の
動
物
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

歴
史
記
述
群
を
数
量
的
処
理
の
対
象
に
し
た
と
し
て
も
、
得
ら
れ

た
結
果
は
客
観
的
な
何
か
（
直
接
意
識
体
験
さ
れ
な
い
、
意
識
の

「
外
部
」
に
あ
る
も
の
）
で
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま

だ
一
つ
の
有
機
的
な
像
と
し
て
構
成
さ
れ
統
合
さ
れ
た
「
人
間
」
の

姿
（
意
識
の
「
内
部
」
で
直
接
知
覚
で
き
る
も
の
）
に
は
な
り
得
て

い
な
い
。
そ
れ
は
「
直
観
」
さ
れ
、
内
部
か
ら
追
体
験
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
生
き
る
経
験
に
直
結
す
る
意
味
を
く
み
出
し
得
る
対
象
に
は
な

り
得
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
い
わ
ゆ
る
理
性
的
把
握
だ
け

で
は
十
分
で
は
な
い
。
理
性
も
情
緒
も
含
む
人
間
の
精
神
活
動
の

「
全
的
」
な
働
き
で
あ
る
直
観
作
用
に
よ
っ
て
対
象
を
受
け
取
る
認

識
姿
勢
を
、
現
代
は
等
閑
視
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
フ
ッ

サ
ー
ル
を
下
敷
き
に
す
れ
ば
、
小
林
の
言
葉
を
以
上
の
よ
う
に
言
い

換
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

小
林
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
受
容
し
た
経
路
は
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

自
力
で
ド
イ
ツ
語
を
読
ん
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
受
容
状
況
で
あ

る
。
今
回
、「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
見
ら
れ
る
文
言
に
し
ぼ
っ
て
焦

点
を
当
て
た
が
、
そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
論
じ
き
れ
な
い
問
題
を
残

し
た
。
別
稿
に
期
し
た
い
。

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
。
海
外
原
書
の
出
典
表
記
は
原
則
と
し
て
Ｍ
Ｌ
Ａ
形
式
（
第
９
版
）
に

従
っ
た
。
一
部
、
引
用
出
典
（
訳
書
）
に
よ
る
表
記
に
従
っ
た
部
分
も
あ
る
。

１　

た
と
え
ば
清
水
孝
純
は
、
と
く
に
昭
和
十
年
代
後
半
以
降
に
見
ら
れ
る

「
極
め
て
日
本
的
発
想

4

4

4

4

4

…
…
と
も
み
ら
れ
て
い
る
秀
雄
の
伝
統
回
帰
の

根
底
に
は
、
最
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
考
が
そ
の
重
要
な
源
泉
と
し
て

潜
ん
で
い
る
」
と
し
つ
つ
、「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
見
ら
れ
る
批
評
方

法
は
「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸
術
論
」
お
よ
び
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
連
な
る
考

え
方
と
も
思
わ
れ
、
ど
う
や
ら
、
昭
和
十
年
代
の
秀
雄
の
批
評
は
，
こ
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の
両
者
の
交
錯
す
る
所
に
成
立
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
（「
小
林
秀
雄
と
『
物
』
│
│
「
無
常
と
い
ふ
事
」
の
方
法
的
基

底
」、『
小
林
秀
雄
と
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
』
審
美
社
、
一
九
八
〇
年
六

月
、
一
三
四
頁
）。

２　

小
林
は
「
學
者
と
官
僚
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
九
年
十
一
月
）
で
西

田
幾
多
郎
の
言
語
表
現
の
「
奇
怪
」
さ
に
言
及
し
て
い
る
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
小
林
の
文
章
に
は
西
田
の
文
章
か
ら
の
影
響
の
痕
跡
が
多
数

認
め
ら
れ
る
（
注
７
に
示
し
た
拙
稿
に
て
そ
の
一
部
を
例
証
し
た
）。

３　

ニ
ー
チ
ェ
と
小
林
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
三
浦
雅
士
に
対
談
で
の
「
小

林
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
っ
て
い
う
の
は
ニ
ー
チ
ェ
直
系
の
よ
う
に
思
え
る
。

大
正
時
代
っ
て
い
う
の
は
ニ
ー
チ
ェ
の
翻
訳
が
溢
れ
て
い
た
わ
け
だ
し
、

和
辻
哲
郎
の
ニ
ー
チ
ェ
研
究
っ
て
い
う
の
も
あ
る
」（
蓮
実
重
彦
・
三

浦
雅
士
・
浅
田
彰
・
柄
谷
行
人
「《
対
談
》
昭
和
批
評
の
諸
問
題
」、

『
季
刊
思
潮
』
第
五
巻
、
思
潮
社
、
一
九
八
九
年
）
と
い
う
発
言
が
あ

る
が
、
事
例
を
挙
げ
て
の
論
証
は
見
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
小
林
と
京
都
学
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
綾
目
広
治
「
小
林

秀
雄
と
京
都
学
派
│
│
昭
和
十
年
代
の
歴
史
論
の
帰
趨
」（『
国
文
学

攷
』
一
九
八
六
年
三
月
）
が
あ
り
、
西
田
幾
多
郎
や
小
林
秀
雄
ら
「
文

学
界
、
思
想
界
の
中
心
的
存
在
が
昭
和
十
年
代
に
歴
史
主
義
の
立
場
に

立
っ
た
歴
史
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
両
者
の

影
響
関
係
の
指
摘
は
な
い
。

　

小
林
と
西
田
幾
多
郎
と
の
比
較
検
討
に
つ
い
て
は
、
中
村
雄
二
郎

「
西
田
幾
多
郎
と
小
林
秀
雄
」（『
新
潮
』
一
九
八
七
年
二
月
）
が
あ
り
、

主
張
内
容
に
「
意
外
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
」
な
い
と
し
な
が

ら
、
両
者
と
も
「
内
的
な
経
験
の
直
接
性

0

0

0

に
依
拠
し
て
い
る
」
こ
と
、

「
無
私

0

0

」
を
「
究
極
的
な
在
り
方
と
し
て
考
え
」
て
い
る
点
を
挙
げ
て

い
る
が
、
相
互
の
影
響
関
係
の
指
摘
は
な
い
。

　

中
村
に
続
き
、
綾
目
広
治
「
小
林
秀
雄
と
大
正
期
の
思
想
│
│
和
辻

哲
郎
、
西
田
幾
多
郎
と
の
連
続
性
」（『
国
文
学
攷
』
二
〇
〇
三
年
十
二

月
）
は
「
小
林
秀
雄
が
西
田
幾
多
郎
と
だ
け
で
は
な
く
、
和
辻
哲
郎
の

思
想
と
も
共
通
す
る
部
分
を
持
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ

の
原
因
を
、
そ
れ
ら
が
「
大
正
期
の
知
識
人
た
ち
の
共
有
の
思
想
で
も

あ
っ
た
」
た
め
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
な
お
、
和
辻
と
小
林
の
明

確
な
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
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
）
が
あ
る
。

　

小
林
と
ゲ
ー
テ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
適
菜
収
『
小
林
秀
雄
の
警

告　

近
代
は
な
ぜ
暴
走
し
た
の
か
』（
講
談
社
α
新
書
二
〇
一
八
年
一

〇
月
）
に
「
小
林
の
思
想
の
根
本
に
は
、
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
、
観
相
学

が
存
在
す
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
と
く
に
論
証
は
見
ら
れ
な
い
。

４　

和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
東
京
内
田
老
鶴
圃
、
一
九
一
三
（
大
正

二
）
年

５　

Steiner, R
udolf. G

rundlinien einer E
rkenntnistheorie der 

G
oetheschen W

eltanschauung. 1886. 

訳
書
に
、
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
）
が

あ
る
。

６　

拙
稿
「
小
林
秀
雄
の
「
現
象
学
的
還
元
」
│
│
『
本
居
宣
長
』
執
筆
前

夜
の
フ
ッ
サ
ー
ル
受
容
」、『
京
都
語
文
』
二
〇
二
一
年
十
一
月

７　

前
記
拙
稿
と
合
わ
せ
て
「
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
」（『
京
都
語
文
』
二
〇
二
〇
年
十
一
月
）、「
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
』
二
〇
一
八
年
十
一
月
）
を
参
照
頂
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
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８　
H

usserl, E
dm

und."D
ie K

risis der europäischen 
W

issenschaften und die transzendentale Phänom
enologie: 

E
ine E

inleitung in die phänom
enologische Philosophie". 

Philosophia, 1936, Belgrad. H
usserliana, Band V

I, M
artinus 

N
ijhoff, 1954, H

aag.

（『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
』
第
六
巻
）、
エ
ト
ム
ン

ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』

細
谷
恒
夫
・
木
田
元
訳
、
中
公
文
庫
、
一
九
九
五
年
六
月
、

９　

副
題
部
分
に
つ
い
て
は
、
木
田
元
「
解
説
」（『
危
機
』
五
四
〇
頁
）
に

拠
っ
た
。

10　

『
危
機
』
五
四
三
頁

11　

『
危
機
』
第
二
部
に
は
「
第
十
五
節　

わ
れ
わ
れ
の
歴
史
考
察
の
方
法

に
つ
い
て
の
反
省
」、
第
三
部
「
Ｂ　

心
理
学
か
ら
出
発
し
て
超
越
論

的
哲
学
へ
い
た
る
道
」
に
は
「
第
六
十
一
節　

心
理
学
が
役
に
立
た
な

か
っ
た
理
由
。
二
元
論
的
か
つ
物
理
学
主
義
的
諸
前
提
」
と
い
っ
た
節

が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

12　

小
林
秀
雄
「
當
麻
」、『
文
學
界
』
一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
四
月

13　

小
林
秀
雄
「
無
常
と
い
ふ
事
」、『
文
學
界
』
一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）

年
六
月

14　

小
林
秀
雄
『
無
常
と
い
ふ
事
』
創
元
社
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年

二
月

　

次
の
六
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

「
當
麻
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
七
年
四
月
）、「
無
常
と
い
ふ
事
」

（『
文
学
界
』
昭
和
十
七
年
六
月
）「
徒
然
草
」（『
文
学
界
』
昭
和

十
七
年
八
月
）、「
平
家
物
語
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
七
年
七
月
）、

「
西
行
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
七
年
十
一
月
、
十
二
月
）、「
実

朝
」（『
文
学
界
』
昭
和
十
八
年
二
月
、
五
月
、
六
月
）

15　

小
林
秀
雄
「
無
常
と
い
ふ
事
」、『
文
學
界
』
昭
和
十
七
年
六
月
、『
小

林
秀
雄
全
集
第
七
巻　

歴
史
と
文
學
・
無
常
と
い
ふ
事
』
新
潮
社
、
二

〇
〇
一
（
平
成
十
三
）
年
十
月
十
日
、
三
五
九
頁

以
下
、
同
全
集
同
巻
よ
り
の
引
用
は
『
全
集
第
七
巻
』
と
の
み
記
す
。

16　

た
と
え
ば
同
時
代
の
坂
口
安
吾
が
「
生
き
た
人
間
を
自
分
の
文
学
か
ら

締
め
出
し
て
し
ま
つ
た
小
林
は
、
文
学
と
は
絶
縁
し
、
文
学
か
ら
失
脚

し
た
も
の
で
、
一
つ
の
文
学
的
遁
世
だ
、
私
が
彼
を
教
祖
と
い
ふ
の
は

思
ひ
つ
き
の
言
葉
で
は
な
い
」（「
教
祖
の
文
学
」、『
新
潮
』
一
九
四
七

（
昭
和
二
二
）
年
六
月
）
等
と
評
し
た
よ
う
に
。

17　

木
田
元
「
現
象
学
」、『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）、「
ジ
ャ
パ
ン

ナ
レ
ッ
ジ
」
二
〇
一
六
年
三
月
一
日
公
開
、
二
〇
二
二
年
九
月
三
〇
日

閲
覧

18　

H
usserl, Edm

und."Ideen zu einer reinen Phänom
enologie 

und phänom
enologischen P

hilosophie, E
rstes B

uch, 
A

llgem
eine Einführung in die reine Phänom

enologie ". 1930. 
H

usserliana, Band 3-1, M
artinus N

ijhoff, 1950, H
aag. 

（『
フ
ッ

サ
ー
ル
全
集
』
第
三
巻
）、
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
│
Ⅱ
』
渡
辺
二
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
十
四
年
六
月
、
七
二

頁

19　

『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
│
Ⅱ
』
七
四
頁

20　

『
危
機
』
三
三
二
頁

21　

『
危
機
』
三
三
三
頁

22　

『
危
機
』
三
三
四
頁

「
超
越
論
的
主
観
、
す
な
わ
ち
世
界
構
成
の
た
め
に
作
動
し
つ
つ
あ
る

0

0

0

0

0

主
観
は
、
人
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。」
の
部
分
の
原
文
は
次
の
通
り
。

「Sind aber die transzendentalen Subjekte, d.i. die für die 
W

eltkonstitution fungierenden, die M
enschen?

」（
全
集
一
八

七
頁
）



117　　小林秀雄「無常といふ事」の現象学的認識論

23　

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

よ
る
。
具
体
的
な
事
例
は
以
前
に
拙
稿
に
て
示
し
た
の
で
こ
こ
で
は
繰

返
さ
な
い
。

24　

小
林
秀
雄
「
歴
史
と
文
學
」、『
改
造
』
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
三

月
、『
全
集
第
七
巻
』
二
一
六
頁

25　

「
歴
史
と
文
學
」、『
全
集
第
七
巻
』
二
一
七
頁

26　

『
危
機
』
三
三
五
頁

27　

H
usserl, Edm

und. M
éditations C

artésienne, Introduction à la 
Phénom

énologie. T
raduit par Gabrielle Peiffer et Em

m
anuel 

Levinas. A
. Colin, 1931., "Cartesianische M

editationen: Eine 
Einleitung in die Phänom

enologie und Pariser V
ortäge". 

H
usserliana, Band. I, M

artinus N
ijhoff, 1950. 

（『
フ
ッ
サ
ー
ル
全

集
』
第
一
巻
）、
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
サ
ー
ル
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
浜

渦
辰
二
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
二
月
、
一
三
五
頁　

以
下
、

『
省
察
』
と
略
記
す
る
。

28　

『
省
察
』
一
三
六
頁

29　

浜
渦
辰
二
「
訳
注
」、『
省
察
』
三
一
一
頁

30　

注
３
に
示
し
た
綾
目
広
治
「
小
林
秀
雄
と
京
都
学
派
」
に
よ
る
。

31　

小
林
秀
雄
「
無
常
と
い
ふ
事
」、『
全
集
第
七
巻
』
三
五
八
頁

32　

『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
│
Ⅱ
』
二
七
八
頁

33　

『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
│
Ⅱ
』
二
七
九
頁

34　

『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
│
Ⅱ
』
二
七
九
頁

35　

『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
│
Ⅱ
』
二
八
〇
頁

36　

『
危
機
』
一
二
八
頁

37　

『
危
機
』
一
二
八
頁

38　

小
林
秀
雄
「
本
居
宣
長
│
│
「
物
の
あ
は
れ
」
の
説
に
つ
い
て
」、『
日

本
文
化
研
究
』
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
七
月
、『
小
林
秀
雄
全
集

第
巻
十
二
巻　

考
へ
る
ヒ
ン
ト
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
（
平
成
十
三
）

年
四
月
十
日
、
一
七
三
頁

39　

小
林
秀
雄
「
當た

え
ま麻

」、『
文
學
界
』
昭
和
十
七
年
四
月
、『
全
集
第
七
巻
』

三
五
二
頁

40　

小
林
秀
雄
「
考
へ
る
と
い
ふ
事
」、『
文
藝
春
秋
』
一
九
六
二
（
昭
和
三

七
）
年
二
月
、『
小
林
秀
雄
全
集
第
巻
十
二
巻　

考
へ
る
ヒ
ン
ト
』
新

潮
社
、
二
〇
〇
一
（
平
成
十
三
）
年
四
月
十
日
、
二
九
四
頁

41　

小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
新
潮
社
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
十
月
、

『
小
林
秀
雄
全
集
第
巻
十
四
巻　

本
居
宣
長
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
二

（
平
成
十
四
）
年
五
月
十
日
、
五
三
頁

42　

『
危
機
』
一
二
九
頁

43　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ニ
ズ
ム
思
想
家
た
ち
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
批
判
と
、
そ
こ

に
含
ま
れ
る
誤
解
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
竹
田
青
嗣
『
言
語
的
思
考
へ

　

脱
構
築
と
現
象
学
』（
径
書
房
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
、
の
ち
講
談

社
学
術
文
庫
、
二
〇
二
一
年
十
月
）
に
具
体
的
な
事
例
と
分
析
が
詳
細

に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
に
は
高
い
蓋
然
性
が
あ
る
と
論
者
は
見

て
い
る
。

44　

小
林
秀
雄
「
無
常
と
い
ふ
事
」、『
全
集
第
七
巻
』
三
五
九
頁
～
三
六
〇

頁

付
記

　

前
稿
「
小
林
秀
雄
の
『
現
象
学
的
還
元
』」
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
使
用
す

る
「
形
相
的
」
の
語
義
を
「
客
観
主
義
的
・
分
析
的
」
と
と
ら
え
た
箇
所
が

あ
る
（『
京
都
語
文
』
二
〇
二
一
年
十
一
月
、
一
五
八
頁
）。
最
終
的
な
論
の

方
向
性
に
は
影
響
し
な
い
が
、「
す
な
わ
ち
具
体
的
経
験
と
は
切
り
離
さ
れ

た
、
客
観
主
義
的
・
分
析
的
な
検
討
を
加
え
る
と
」
の
部
分
を
「
す
な
わ
ち

そ
の
本
質
的
な
部
分
を
看
取
し
よ
う
と
す
る
と
」
と
訂
正
さ
せ
て
頂
き
た
い
。




