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は
じ
め
に

　
こ
の
講
演
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
本
日
の
講
座
名
で
も
あ
る
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
と
い
う
関
わ
り
に
つ
い
て
、
私
な
り
の

視
点
を
は
じ
め
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
テ
ー
マ
に
あ
る
「
西
田
幾
多
郎
」
と
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
石
川

県
の
宇
ノ
気
町
で
父
得
登
、
母
寅
三
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
六
月
七
日
鎌
倉
姥
ヶ
谷
で
急
性
尿
毒
症

で
死
ん
だ
人
物
自
身
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
「
西
田
哲
学
」
と
い
わ
れ
る
そ
の
哲
学
思
想
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
学
習
院
」

と
い
っ
て
も
、
今
日
の
こ
の
講
演
に
お
い
て
は
、
明
治
四
十
二
年
当
時
の
旧
制
学
習
院
や
、
戦
後
の
新
制
学
習
院
大
学
の
こ
と
だ
け

に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
。
今
日
、
今
晩
、
こ
の
学
習
院
創
立
百
周
年
記
念
会
館
小
講
堂
に
来
て
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
や
私
ど
も
の
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
と
は
「
西
田
哲
学
と
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

そ
の
「
と
」
と
は
、
西
田
哲
学
が
わ
れ
わ
れ
に
時
空
を
超
え
て
語
り
か
け
、
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
意



2

味
し
て
い
ま
す
。
（
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
西
田
が
旧
制
学
習
院
に
在
職
し
た
あ
の
一
年
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た

か
は
、
歴
史
学
の
興
味
深
い
対
象
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
開
催
中
の
学
習
院
大
学
史
料
館
特
別
展
示
「
西
田

幾
多
郎
と
学
習
院
」
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
）
。

　
西
田
幾
多
郎
は
、
近
代
日
本
の
生
ん
だ
最
も
独
創
的
な
哲
学
者
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
で
唯
一
人
切
手
に
印
刷
さ
れ
た
哲
学
者
で

す
。
そ
れ
は
没
後
五
十
年
に
あ
た
る
一
九
九
五
年
の
こ
と
で
し
た
。
（
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
．
マ
グ
ヌ
ス
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
等
が
切
手
で
も
親
し
ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
）
。
こ
こ
で
「
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
十
九
世
紀
中
頃
以

降
西
洋
か
ら
我
国
に
初
め
て
受
容
さ
れ
た
学
問
の
こ
と
で
す
。
哲
学
9
凶
一
〇
ω
8
ξ
と
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
出
自
か
ら
い
え
ば
西

洋
の
学
問
な
の
で
す
。

　
西
田
は
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
史
で
み
る
と
、
そ
の
第
三
期
に
属
す
る
と
私
は
見
て
い
ま
す
。
ま
ず
第
一
期
は
9
甲

一
〇
ω
8
ξ
を
「
哲
学
」
と
訳
し
た
西
周
（
一
八
二
九
1
一
八
九
七
）
を
代
表
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
実
証
主
義
や
百
科
全

書
的
傾
向
が
紹
介
さ
れ
た
時
期
で
、
明
治
十
年
代
ま
で
を
含
み
ま
す
。
こ
の
頃
の
哲
学
は
主
に
文
明
開
花
や
殖
産
興
業
の
た
め
の
理

論
的
道
具
と
し
て
見
ら
れ
、
哲
学
研
究
と
い
っ
て
も
ま
だ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
性
格
は
薄
か
っ
た
の
で
す
。
次
に
第
二
期
は
、
明
治
二

十
年
代
に
入
り
、
ド
イ
ツ
哲
学
（
カ
ン
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
）
が
伝
来
し
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
哲
学
に
要
求
す
る
よ
う
な
、
人
生
観
や
世

界
観
を
含
ん
だ
真
理
の
探
究
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
で
す
。
批
評
主
義
や
理
想
主
義
で
し
ら
れ
る
大
西
祝
（
一
八
六
四
－

一
九
〇
〇
）
や
綱
島
梁
川
（
一
八
七
三
ー
一
九
〇
七
）
ら
が
出
て
、
学
と
し
て
の
哲
学
研
究
の
た
め
の
地
盤
が
我
国
に
も
創
設
さ
れ

た
の
で
し
た
。
そ
し
て
西
田
は
続
く
第
三
期
を
代
表
し
ま
す
。
こ
の
第
三
期
に
な
っ
て
、
そ
う
い
う
西
洋
哲
学
を
さ
ら
に
深
く
、
原

典
に
基
づ
き
本
格
的
に
解
釈
す
る
と
共
に
、
し
か
し
西
洋
と
は
違
う
わ
れ
わ
れ
の
社
会
・
文
化
の
東
洋
的
伝
統
か
ら
ど
の
よ
う
に
受

け
と
め
た
ら
よ
い
か
が
模
索
さ
れ
ま
す
。
西
田
の
『
善
の
研
究
』
（
一
九
一
一
）
に
お
い
て
、
東
洋
の
と
く
に
仏
教
的
伝
統
と
西
洋

哲
学
と
の
綜
合
が
真
剣
に
試
み
ら
れ
ま
す
。
西
田
に
は
究
極
的
な
も
の
を
一
途
に
問
い
究
め
よ
う
と
い
う
性
格
が
あ
り
ま
す
。
西
田



途に究極的なものをめざして西田哲学における「自己」の探究3

は
ま
た
、
多
く
の
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
個
性
に
富
ん
だ
弟
子
を
育
て
ま
す
が
、
彼
等
が
中
心
と
な
っ
て
形
成
す
る
の
が
次
の
第
四
期

で
す
。
彼
ら
は
哲
学
史
の
自
立
的
で
批
判
的
な
解
釈
、
及
び
各
個
別
分
野
に
お
け
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
に
貢
献
し
た
の
で
し

た
。
そ
の
う
ち
三
宅
剛
一
（
一
八
九
五
－
一
九
八
二
）
や
下
村
寅
太
郎
（
一
九
〇
ニ
ー
一
九
九
五
）
ら
は
戦
後
の
哲
学
会
を
指
導

し
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
学
習
院
大
学
の
哲
学
科
で
も
教
鞭
を
と
り
ま
し
た
。

　
と
に
か
く
、
西
田
幾
多
郎
が
我
国
の
哲
学
者
と
し
て
き
わ
め
て
独
創
的
で
あ
り
、
か
つ
大
学
に
お
い
て
も
彼
に
続
く
第
四
世
代
と

な
る
多
く
の
後
進
を
育
て
た
そ
の
こ
と
に
、
私
は
共
感
を
禁
じ
得
な
い
の
で
す
。

　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
故
い
ま
も
西
田
の
著
作
を
読
み
、
西
田
哲
学
を
勉
強
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
西
田
」

が
す
で
に
ビ
ッ
グ
・
ネ
ー
ム
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
そ
の
哲
学
の
諸
概
念
を
解
説
し
よ
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
よ
り
か
か
り
的
な
姿
勢
こ
そ
西
田
自
身
が
最
も
禁
じ
た
も
の
で
す
。
む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
な
ぜ

西
田
哲
学
が
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
切
実
で
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
有
り
得
る
の
か
と
い
う
問
い
で
す
。
け
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は

今
日
ど
の
よ
う
な
精
神
的
、
社
会
的
、
文
化
的
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
依
然
出
口
の
見
え
な
い
経
済
不
況
、
雇
用
不
安
、
リ
ス
ト
ラ
、
政
治
的
混
迷
、
犯
罪
の
増
加
。
少
子
高
齢
化
（
子
供
を
持
ち
た
く

て
も
持
て
な
い
、
夢
が
持
て
な
い
社
会
）
。
い
じ
め
、
学
級
崩
壊
。
価
値
観
の
多
様
化
と
い
う
空
疎
な
美
名
の
下
で
確
実
に
急
速
に

進
行
す
る
家
族
崩
壊
や
職
場
放
棄
、
あ
る
い
は
世
代
間
対
立
。
学
問
・
科
学
の
分
野
で
は
再
編
が
強
制
さ
れ
、
先
端
化
の
掛
け
声
の

下
で
基
礎
部
門
の
弱
体
化
が
推
進
さ
れ
て
行
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
全
体
的
状
況
の
な
か
で
誰
も
が
傷
つ
き
、
疲
れ
、
被
害
者
と
感
じ
て
い
ま
す
。
け
だ
る
い
自
我
の
、
癒
し
を
求
め
ざ

る
を
得
な
い
気
分
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
近
年
の
「
癒
し
」
ブ
ー
ム
は
ま
さ
に
そ
の
裏
返
し
で
あ
り
ま
す
。
メ
ン
タ
ル
・
ヘ
ル
ス
と
し

て
の
癒
し
を
通
し
て
見
え
て
く
る
も
の
は
、
近
代
市
民
社
会
の
基
本
に
置
か
れ
て
き
た
「
自
我
」
概
念
の
金
属
疲
労
、
動
揺
、
空
洞

化
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
己
同
一
的
で
主
体
的
で
、
自
然
に
対
立
し
、
他
者
や
社
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
よ
う
な
「
自
我
」
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は
、
西
洋
近
世
初
頭
の
自
我
の
確
立
期
に
は
称
揚
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
以
降
の
日
本
で
も
「
自
我
の
確
立
」
が
学
校
を
は
じ
め
教
育

現
場
で
も
叫
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
（
伝
統
的
な
集
団
性
が
後
進
的
と
見
倣
さ
れ
、
欧
米
の
個
人
主
義
を
目
指
せ
と
い
ま
だ
に
叫
ば
れ

て
い
る
事
実
は
、
自
我
概
念
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
本
来
い
か
に
咀
囑
困
難
で
あ
る
か
、
い
や
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
の
証
左
と

も
い
え
る
）
。
し
か
し
今
日
で
は
そ
の
よ
う
な
「
自
我
」
像
に
耐
え
き
れ
な
い
人
々
（
と
く
に
若
者
）
が
増
え
て
き
て
い
る
。
二
年

前
の
西
鉄
高
速
バ
ス
乗
っ
取
り
事
件
を
起
こ
し
た
十
七
歳
の
少
年
に
つ
い
て
、
新
聞
は
「
壊
れ
て
い
っ
た
少
年
の
自
我
」
、
「
弱
い
自

分
隠
し
き
れ
ず
」
と
見
出
し
を
つ
け
ま
し
た
（
－
）
。
哲
学
思
想
の
分
野
で
も
、
戦
後
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
に
は
日
本
で
も
実
存
主

義
（
一
種
の
自
我
の
理
想
主
義
）
が
流
行
し
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
「
実
体
」
や
「
主
体
」
、
あ
る
い
は
「
自
我
」
と
い
う
鍵
語
は

ど
う
も
不
人
気
の
よ
う
で
す
。
（
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
立
場
に
た
つ
哲
学
者
た
ち
は
、
デ
リ
ダ
に
倣
う
の
で
し
ょ
う
か
、
「
同
一
性
」

を
要
求
す
る
よ
う
な
自
我
は
西
洋
中
心
的
な
自
我
に
す
ぎ
な
い
と
断
罪
し
ま
す
。
文
学
に
お
い
て
も
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
な
い
も
の
、

随
筆
的
な
も
の
が
好
ま
れ
る
よ
う
で
す
し
、
ま
た
自
我
の
実
在
性
を
実
験
的
に
遮
断
す
る
よ
う
な
作
品
も
登
場
し
て
い
ま
す
（
2
）
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
我
と
い
う
主
題
に
従
事
す
る
こ
と
自
体
が
何
か
た
い
そ
う
で
、
面
映
く
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
の
で

す
。
西
洋
的
近
代
的
な
自
我
概
念
と
、
私
共
日
本
人
の
自
我
の
概
念
は
、
夏
目
漱
石
な
ど
を
も
苦
し
め
た
難
問
で
あ
っ
た
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
問
い
は
解
決
す
る
ど
こ
ろ
か
益
々
重
く
の
し
か
か
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
の
で
す
。

　
西
田
幾
多
郎
は
こ
の
よ
う
な
「
自
我
」
の
問
題
と
正
面
か
ら
対
決
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
西
洋
的
な
、
そ
れ
自

身
で
存
在
す
る
よ
う
な
、
し
か
も
主
体
的
な
「
自
我
」
は
西
田
で
は
最
初
か
ら
採
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
私
が
存
在
す
る

と
い
う
原
事
実
を
ど
こ
ま
で
も
真
摯
に
見
据
え
、
そ
う
い
う
我
が
我
と
し
て
有
る
（
我
に
と
っ
て
現
れ
る
）
と
い
う
そ
の
こ
と
、
す

な
わ
ち
「
自
己
」
を
問
う
の
で
す
。
西
田
の
問
い
は
「
自
己
の
探
究
」
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
デ
カ
ル
ト
が
「
我
思
う
」
（
o
o
ひ
q
ぎ
）

と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
我
と
い
う
実
体
（
話
ω
8
α
q
冨
コ
ω
）
の
現
実
存
在
（
Φ
×
一
ω
滞
邑
四
）
を
結
論
す
る
の
に
対
し
、
西
田
は
最
初

か
ら
自
己
の
事
実
を
問
い
、
問
い
続
け
、
問
い
究
め
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
（
西
洋
哲
学
で
は
、
実
体
的
主
体
的
な
「
自
我
」
に
対
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し
て
、
我
の
我
に
対
す
る
関
係
と
し
て
み
ら
れ
た
「
自
己
」
（
ω
①
ヨ
ω
叶
）
が
区
別
さ
れ
て
主
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ

う
や
く
十
九
世
紀
中
頃
、
実
存
主
義
の
先
駆
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
）
。
一
途
に
究
極
的
な
も
の
を
め
ざ
し
て
精

進
を
重
ね
る
西
田
の
「
哲
学
す
る
」
（
O
巨
o
ω
o
℃
三
Φ
お
昌
）
態
度
に
は
わ
れ
わ
れ
を
し
て
襟
を
正
さ
し
め
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
西
田
の
哲
学
は
、
こ
の
自
己
の
真
実
を
め
ぐ
る
問
い
の
継
続
・
深
化
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
す
（
3
）
。
そ
の
場
合
、
西
田
の
思

索
の
発
展
段
階
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
下
村
寅
太
郎
、
上
田
閑
照
教
授
ら
に
従
っ
て
、
そ
れ
は
「
純
粋
経
験
」
、

「
自
覚
」
、
「
場
所
」
を
各
中
心
概
念
と
す
る
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
心
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
『
善

の
研
究
』
（
一
九
一
一
）
、
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
（
一
九
一
七
）
、
そ
し
て
『
一
般
者
の
自
覚
的
限
定
』
（
一
九
二
九
）
に
お

い
て
主
題
的
に
論
究
さ
れ
て
い
ま
す
（
4
）
。

　
そ
こ
で
今
日
の
講
演
で
は
、
〈
自
我
V
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
努
力
を
こ
の
三
つ
の
段
階
を
く
ぐ
り
な
が
ら
跡
づ
け
、
西
田
の
発

想
と
そ
の
方
法
的
努
力
を
鮮
明
に
し
、
そ
う
し
た
西
田
の
自
己
の
探
究
が
、
混
迷
す
る
現
代
の
私
共
の
思
想
・
社
会
・
文
化
的
状
況

に
と
っ
て
有
し
得
る
意
味
を
展
望
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

第
一
章
「
純
粋
経
験
」
と
し
て
の
自
己

　
『
善
の
研
究
』
は
、
西
田
が
学
習
院
か
ら
京
都
帝
国
大
学
へ
移
っ
た
そ
の
翌
年
明
治
四
四
年
（
一
九
＝
）
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

学
習
院
に
来
る
前
、
郷
里
に
近
い
金
沢
の
第
四
高
等
学
校
で
の
十
年
間
の
講
義
を
元
に
少
し
ず
つ
練
り
上
げ
、
つ
い
に
四
編
か
ら
な

る
体
系
書
に
な
っ
た
の
で
す
。
学
習
院
時
代
は
そ
の
最
後
の
詰
め
の
段
階
に
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
家
族
を
か
か
え
た
慣
れ
な
い
東

京
生
活
、
新
し
い
職
場
な
ど
、
西
田
に
と
っ
て
辛
い
時
期
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
『
輔
仁
会
雑
誌
』
第
八
〇
号
に
西
田
が
寄
稿
し
た
宗

教
論
は
一
年
後
の
『
善
の
研
究
』
に
そ
の
第
四
編
と
し
て
収
録
さ
れ
ま
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
大
正
十
年
（
一
九
一
九
）
倉
田
百
三
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が
『
愛
と
認
識
の
出
発
』
の
中
で
絶
賛
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
す
で
に
旧
制
高
校
生
に
よ
く
読
ま
れ
、
そ
れ
が
も
と
で
全
国
か

ら
哲
学
を
志
す
人
々
が
京
都
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
哲
学
の
始
め
に
は
人
生
の
深
い
悲
哀
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
西
田
は
言
い
ま
す
。
哲
学
は
わ
れ
わ
れ
の
自
己
矛
盾
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
そ
の
自
己
と
い
う
こ
と
を
世
界
と
一
つ
の
こ
と
と
し
て
問
題
に
す
る
の
が
西
田
の
特
徴
で
す
。
そ
の
世
界
は
、
考
え
る
こ

と
も
、
死
ぬ
こ
と
も
含
め
た
現
実
た
る
生
死
界
で
あ
っ
て
、
西
洋
の
た
と
え
ば
現
象
学
な
ど
が
問
う
生
世
界
（
い
Φ
げ
Φ
コ
ω
≦
Φ
5
と

は
異
な
り
ま
す
。
平
凡
な
日
常
生
活
（
非
日
常
的
な
こ
と
も
結
局
は
其
処
で
現
れ
ま
す
）
が
何
で
あ
る
か
を
深
く
掴
ま
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
深
い
哲
学
が
生
じ
る
。
そ
う
い
う
日
常
の
全
部
を
現
実
、
し
た
が
っ
て
歴
史
的
現
実
に
数
え
入
れ
る
こ
と
も
、
と
に
か
く
西

田
の
特
徴
で
す
。
（
西
田
の
立
場
・
前
提
で
あ
る
、
こ
の
日
常
的
生
の
全
面
的
な
歴
史
化
と
い
う
点
は
、
後
に
弟
子
の
三
宅
剛
一
に

よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）
。

　
日
常
生
活
の
裂
け
目
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
境
地
と
い
う
か
経
験
、
そ
れ
が
『
善
の
研
究
』
の
背
柱
と
な
る

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
『
善
の
研
究
』
に
先
立
つ
金
沢
で
の
十
年
間
、
哲
学
研
究
と
並
行
し
つ
つ
西
田
は
禅
の
道
を
歩

み
ま
し
た
（
雪
門
禅
師
、
滴
水
和
尚
）
。
西
田
は
禅
の
道
に
「
全
自
己
」
を
懸
け
ま
す
。

　
禅
と
哲
学
は
二
つ
の
全
く
相
反
す
る
道
で
す
。
禅
は
「
考
え
る
な
」
と
言
い
、
考
え
る
な
ら
ば
分
別
に
陥
る
と
警
告
し
ま
す
。
哲

学
は
ど
こ
ま
で
も
「
考
え
る
」
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。
哲
学
で
は
反
省
す
ら
も
反
省
の
反
省
へ
遡
及
し
て
止
み
ま
せ
ん
が
（
同
？

｛
δ
×
一
〇
コ
）
、
禅
で
は
「
無
」
で
打
ち
ま
す
。
西
田
は
東
洋
の
伝
統
と
西
洋
文
化
（
哲
学
）
の
問
題
を
積
極
的
に
引
き
う
け
ま
す
。
た

ん
に
和
魂
洋
才
で
は
な
く
、
西
洋
哲
学
の
研
究
の
中
に
自
分
の
使
命
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
問
題
は
巨
大
で
す
。
東
洋

と
西
洋
と
い
う
異
質
な
二
つ
の
世
界
の
間
に
開
か
れ
る
新
し
い
世
界
を
探
そ
う
と
し
ま
す
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
「
考
え
る
な
」

と
「
考
え
ろ
」
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
、
そ
れ
が
「
純
粋
経
験
」
の
立
場
な
の
で
す
。
一
般
に
西
田
の
著
作

が
難
解
だ
と
い
わ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
こ
の
問
題
の
途
方
も
な
い
巨
大
さ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
い
う
巨
大
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さ
に
共
感
す
る
こ
と
自
体
が
西
田
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
鍵
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
（
5
）
。
ち
な
み
に
西
田
の
次
の
世
代

（
す
な
わ
ち
冒
頭
で
あ
げ
た
第
四
世
代
）
に
な
る
と
、
論
文
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
む
し
ろ
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
ま
た
題

材
の
ほ
う
は
よ
り
専
門
的
で
特
殊
な
も
の
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。

　
『
善
の
研
究
』
は
、
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
」
と
宣
言
し
ま
す
。
通
常
わ
れ
わ
れ
が
言
う

よ
う
な
経
験
、
例
え
ば
、
夕
日
が
真
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
「
私
（
自

我
）
」
が
「
夕
日
」
に
向
か
っ
て
立
ち
、
「
私
」
が
「
夕
日
」
に
対
し
て
「
〔
こ
れ
を
〕
見
る
」
と
い
う
関
係
を
結
ぶ
、
と
解
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
事
態
を
わ
れ
わ
れ
は
「
私
は
夕
日
を
見
る
」
と
言
語
化
し
、
そ
の
形
で
理
解
し
て
い
ま
す
。
主
観
が
客
観
に
関
係
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
！
。
こ
れ
に
応
じ
て
言
語
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
主
語
－
目
的
語
1
述
語
動
詞
と
い
う
三
肢
構
造
が
生
じ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
と
き
直
接

に
起
き
て
い
る
事
態
は
、
む
し
ろ
「
夕
日
を
見
て
い
る
」
と
か
「
夕
日
が
輝
く
」
そ
の
事
態
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
私
が
」
と
か
、
「
夕

日
は
赤
い
」
と
い
う
判
断
は
後
か
ら
加
わ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
西
田
は
「
自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
時
、
未
だ

主
も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
そ
の
対
象
と
が
全
く
合
一
し
て
い
る
。
こ
れ
が
経
験
の
最
醇
な
る
者
で
あ
る
」
（
6
）
と
言
い
ま
す
。

主
観
－
客
観
－
関
係
を
判
定
す
る
以
前
の
、
い
わ
ば
意
識
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
が
純
粋
経
験
で
す
。
「
純
粋
」
と
は
「
直
接
」
の

謂
い
な
の
で
す
。

　
こ
こ
で
「
意
識
」
と
西
田
が
言
っ
て
い
る
事
態
は
、
普
通
に
言
う
よ
う
な
個
人
的
、
主
観
的
、
心
理
的
な
そ
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
も
し
意
識
即
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
心
理
空
間
だ
と
し
ま
す
と
、
近
年
再
び
喧
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
独
我
論
ω
o
＝
ロ
ω
δ
ヨ
に
陥
る
で

し
ょ
う
）
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
意
識
を
産
出
す
る
と
こ
ろ
の
、
ま
だ
個
人
に
属
す
る
以
前
の
経
験
そ
の
も
の
を
、
西
田
の
意
識
な

い
し
経
験
は
意
味
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
個
人
の
経
験
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
、
既
に
時
間
や
空
間
に
つ
い
て
、
或
い
は

誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
い
わ
ば
普
遍
的
に
理
解
さ
れ
た
概
念
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
個
人

あ
っ
て
経
験
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
」
と
西
田
は
言
い
ま
す
（
7
）
。
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西
田
に
と
っ
て
、
哲
学
が
問
う
べ
き
真
実
と
は
現
実
で
あ
る
が
、
そ
の
現
実
と
は
純
粋
経
験
に
お
い
て
解
さ
れ
た
そ
れ
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
〔
8
）
。
な
ぜ
純
粋
経
験
が
直
接
経
験
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
通
常
の
経
験
は
言
語
に
よ
る
絡
み
込
み
を
被
る
ゆ

え
に
、
間
接
経
験
、
す
な
わ
ち
抽
象
経
験
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
「
木
が
ザ
ワ
ザ
ワ
鳴
っ
て
い
る
」
と
い
う
場
合
で
考
え
て
み

る
と
、
「
木
」
と
い
う
「
実
体
」
ω
二
げ
ω
富
コ
o
①
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
或
る
「
状
態
」
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
言

葉
を
破
っ
て
事
柄
そ
の
も
の
に
ぶ
つ
か
る
と
い
う
出
来
事
が
純
粋
経
験
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
ザ
ワ
ザ
ワ
」
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け

が
、
そ
こ
で
真
に
生
起
し
て
い
る
原
事
実
な
の
で
す
。
こ
の
「
ザ
ワ
ザ
ワ
」
と
い
う
根
源
的
体
験
（
こ
こ
か
ら
初
め
て
「
木
」
と
い

う
概
念
が
切
り
取
ら
れ
、
派
生
し
ま
す
）
は
、
し
か
し
、
哲
学
す
な
わ
ち
西
洋
哲
学
の
言
葉
で
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
努
力
の

軌
跡
が
『
善
の
研
究
』
で
す
（
9
）
。

　
純
粋
経
験
を
も
と
に
し
て
す
べ
て
の
実
在
を
説
明
し
た
い
と
い
う
『
善
の
研
究
』
は
、
西
田
の
著
作
の
中
で
は
例
外
的
に
体
系
書

の
部
類
に
属
し
、
第
一
編
「
純
粋
経
験
」
、
第
二
編
「
実
在
」
、
第
三
編
「
善
」
、
第
四
編
「
宗
教
」
と
い
う
構
成
を
示
し
て
い
ま
す
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
今
か
ら
数
年
前
、
当
時
の
西
田
と
書
蝉
（
東
京
弘
道
館
）
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
出
版
契
約
書
が
発
見
さ
れ
、
西

田
の
考
え
た
当
初
の
題
は
「
純
粋
経
験
と
実
在
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
（
－
o
）
。
こ
れ
で
一
層
本
書
の
体
系
的

意
図
が
は
っ
き
り
す
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
売
行
き
を
案
じ
た
書
犀
の
意
向
で
、
も
っ
と
一
般
受
け
し
そ
う
な
「
善
の
研
究
」
に
変

更
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　
自
己
は
純
粋
経
験
（
と
い
う
原
事
実
）
の
中
で
、
純
粋
経
験
を
通
し
て
見
ら
れ
、
問
わ
れ
ま
す
。

第
二
章
　
自
覚
と
し
て
の
自
己

純
粋
経
験
を
も
と
に
す
べ
て
の
実
在
を
説
明
せ
ん
と
す
る
『
善
の
研
究
』
で
す
が
、
ひ
と
つ
の
課
題
が
残
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
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そ
の
よ
う
に
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
よ
う
な
直
接
経
験
に
還
元
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
説
か
れ
た
に
し
て
も
、
で
は
純
粋
経
験
そ

の
も
の
は
ど
の
よ
う
に
論
理
的
に
説
明
さ
れ
得
る
か
が
問
い
の
ま
ま
残
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
西
田
自
身
も
回
顧
す
る
よ
う
に
、
ま
だ

心
理
主
義
的
に
過
ぎ
た
の
で
す
。
西
田
は
『
善
の
研
究
』
出
版
直
後
か
ら
、
こ
の
純
粋
経
験
の
ロ
ゴ
ス
化
と
い
う
一
層
困
難
な
課
題

に
全
力
を
傾
注
し
ま
す
。
そ
し
て
次
々
と
論
文
を
京
都
帝
国
大
学
哲
学
科
雑
誌
『
哲
学
研
究
』
等
に
発
表
し
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
う
し

て
纏
め
ら
れ
た
の
が
「
悪
戦
苦
闘
の
ド
ッ
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
彼
自
身
が
呼
び
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ

た
第
二
の
主
著
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
す
。
純
粋
経
験
を
論
理
化
す
る
に
あ
た
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
事
行
」
概
念
や
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
「
直
観
」
概
念
か
ら
内
容
的
な
ヒ
ン
ト
が
、
方
法
と
し
て
は
新
カ
ン
ト
派
や
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
そ
れ
が
積
極
的
に

取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。
西
田
が
こ
れ
ら
当
時
の
哲
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
最
も
接
近
し
た
時
期
と
も
評
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
純
粋
経
験
（
直
観
）
は
ど
の
よ
う
に
論
理
化
（
反
省
）
さ
れ
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
は
既
に
題
名
に
出
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
「
自
覚
」
に
お
い
て
直
観
と
反
省
が
内
的
に
結
合
さ
れ
得
る
、
と
い
う
の
が
答
で
す
。
自
己
は
「
自
覚
」
に
お
い
て

問
わ
れ
ま
す
。

　
自
覚
と
は
、
ド
イ
ツ
語
に
訳
す
な
ら
ω
Φ
ぎ
雪
げ
Φ
芝
二
ω
ω
誘
Φ
ぎ
で
す
。
自
己
意
識
で
す
が
も
ち
ろ
ん
単
に
心
理
主
義
的
に
解
さ
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
で
（
u
v
、
そ
れ
で
は
、
自
己
の
意
識
は
な
ぜ
心
理
学
的
な
意
味
で
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
西
田
は
説
く
の
で
し
ょ
う

か
。
心
理
学
が
も
と
も
と
そ
こ
か
ら
由
来
し
た
哲
学
で
は
、
主
観
が
客
観
を
見
る
と
い
う
有
り
方
を
基
本
に
置
き
続
け
て
き
ま
し

た
。
私
が
見
る
主
観
で
あ
り
、
例
え
ば
花
は
見
ら
れ
る
客
観
で
す
。
主
観
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
見
ま
す
が
そ
れ
自
身
は
同
一
で
す

（
量
ω
ω
昌
言
再
量
ω
U
四
「
§
叶
Φ
工
δ
ひ
q
Φ
＆
Φ
）
。
古
代
・
中
世
の
ω
¢
げ
ω
β
p
け
貯
が
心
の
中
に
移
さ
れ
た
も
の
が
近
代
の
主
観
な
の
で

す
。
そ
の
主
観
の
外
に
客
観
は
対
－
立
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
対
－
象
（
○
Φ
σ
q
①
守
ω
8
巳
）
で
す
。
客
観
と
い
う
語
0
9
Φ
耳
℃
o
び
－

U
①
6
ε
目
は
語
源
と
し
て
は
o
げ
（
何
々
へ
向
か
っ
て
）
＋
す
o
o
δ
（
放
り
投
げ
る
）
か
ら
成
り
、
「
（
自
分
の
前
へ
）
あ
ち
ら
側
へ
放
り
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投
げ
る
」
を
含
意
し
ま
す
。
物
質
・
物
体
を
こ
の
よ
う
に
対
象
化
し
、
そ
れ
を
「
見
る
」
と
い
う
仕
方
で
自
然
科
学
は
成
功
を
収
め

た
。
近
代
哲
学
は
ま
た
自
我
を
も
そ
の
よ
う
に
ま
ず
は
客
観
と
し
て
見
よ
う
と
し
ま
す
（
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
）
。
そ
こ
に
大
き
な

困
難
が
生
じ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
、
見
る
主
観
も
見
ら
れ
る
客
観
も
同
じ
自
我
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
分
裂
し
た
そ

の
片
側
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
見
る
主
観
は
機
能
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
自
身
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
絶
対
に

な
い
。
そ
れ
を
敢
え
て
見
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
忽
ち
に
し
て
客
観
的
自
我
に
変
じ
、
見
る
自
我
は
再
び
そ
の
外
部
に
く
く
り
出

さ
れ
、
そ
う
し
て
無
限
に
続
き
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
と
き
「
ひ
と
つ
の
絶
え
ざ
る
循
環
の
中
を
回
り
続
け
る
」

（
ぎ
①
ぎ
Φ
日
σ
Φ
ω
感
昌
臼
σ
q
①
p
N
一
蒔
①
一
7
Φ
歪
ヨ
費
Φ
げ
Φ
づ
）
と
い
う
「
不
快
さ
」
（
¢
づ
σ
①
ρ
⊆
①
巨
8
げ
評
似
け
）
を
経
験
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

だ
と
言
い
ま
す
（
1
2
）
。
主
観
に
よ
る
自
己
認
識
と
い
う
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
自
己
を
客
観
ま
た
は
対
象
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
か
ぎ

り
、
自
己
は
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
西
田
が
、
自
覚
を
心
理
学
に
よ
ら
ず
、
別
の
仕
方
で
考
え
よ
う
と
す
る
最
大
の
理
由
で

す
。
こ
の
よ
う
に
自
分
も
既
に
そ
の
一
部
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
事
象
を
問
う
に
は
、
方
法
的
に
、
自
然
科
学
で
物
体
を
認

識
し
た
り
す
る
の
と
は
異
な
る
特
別
の
配
慮
が
必
要
で
す
。
西
洋
哲
学
の
内
部
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
一
九
二
七
年
の
『
存
在
と
時

間
』
で
、
「
存
在
」
（
Q
o
Φ
冒
）
に
つ
い
て
は
「
解
釈
学
的
」
（
げ
臼
∋
①
ロ
Φ
旨
圃
ω
9
）
な
方
法
に
よ
っ
て
考
察
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
ま

し
た
。
ま
た
西
田
の
晩
年
（
昭
和
十
年
代
）
の
日
本
の
哲
学
は
「
歴
史
」
と
い
う
共
通
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
活
発
に
展
開
し
ま
す

が
、
カ
ン
ト
研
究
か
ら
歴
史
哲
学
へ
進
ん
だ
弟
子
の
高
坂
正
顕
に
対
し
て
も
、
西
田
は
、
歴
史
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

主
体
が
す
で
に
そ
の
中
に
有
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
、
と
助
言
を
与
え
て
い
ま
す
（
－
3
）
。

　
話
を
戻
し
ま
す
。
心
理
学
で
指
す
自
己
意
識
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
我
の
表
象
（
＜
o
「
ω
け
亀
琶
α
q
）
の
結
合
で
し
ょ
う
。
し
か
し

西
田
の
い
う
「
自
覚
」
と
は
、
そ
う
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
表
象
の
関
わ
り
な
ど
で
は
な
く
、
自
己
が
自
己
を
写
す
は
た
ら
き
で

す
。
自
覚
と
は
我
が
我
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
「
私
は
、
私
が
思
惟
す
る
こ
と
を
、
思
惟
す

る
」
と
い
う
よ
う
な
自
己
意
識
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
「
事
実
」
（
一
門
鋤
叶
1
ω
鋤
O
げ
Φ
）
に
対
し
て
「
事
行
」
（
↓
讐
－
げ
四
⇒
臼
§
σ
q
）
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と
し
て
自
我
を
産
出
的
な
も
の
と
捉
え
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
近
く
、
自
我
は
「
我
が
我
に
は
た
ら
く
こ
と
」
だ
と
西
田
は
捉
え
ま
す
。
純

粋
経
験
は
そ
れ
自
身
が
自
発
自
展
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
は
、
自
覚
の
自
己
が
自
己
を
写
す
は

た
ら
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
自
己
が
自
己
を
写
す
と
い
う
こ
と
を
、
西
田
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
「
序
論
」
で
、
「
英
国
に
居
て
完
全
な
る
英

国
の
地
図
を
写
す
こ
と
を
企
図
す
る
と
考
え
て
見
よ
」
と
述
べ
、
説
明
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
地
図
を
完
全
に
写
そ
う
と
す
る
と

き
、
そ
の
地
図
に
加
え
、
そ
れ
を
写
し
て
い
る
自
分
を
も
写
し
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
無
限
に
続
く
。
自
己
を
写

す
と
は
決
し
て
静
止
的
な
事
柄
な
ど
で
は
な
く
、
無
限
に
動
的
発
展
す
る
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
、
と
西
田
は
言
い
ま
す
（
u
）
。

　
自
覚
と
は
、
た
だ
二
つ
の
同
様
の
自
己
の
結
合
で
は
な
く
、
直
観
と
反
省
を
統
合
す
る
契
機
な
の
で
す
。
『
善
の
研
究
』
で
は
、

〈
純
粋
経
験
の
自
発
自
展
〉
と
〈
そ
の
外
で
こ
れ
を
反
省
す
る
営
み
〉
と
が
言
う
な
れ
ば
分
裂
し
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
す
。
反
省
と

い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
経
験
を
概
念
の
形
に
お
い
て
写
す
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
を
離
れ
て
自
己
を
写
す
の
で
は
な
く
、
自
己
の
中

に
自
己
を
写
す
の
で
す
（
1
5
）
。
反
省
は
自
己
の
中
の
事
実
な
の
で
す
。

　
「
A
は
A
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
命
題
に
お
い
て
、
「
A
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
に
は
、
同
時
に
「
非
A
で
は
な
い
」
と
い
う
述
語

が
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
A
は
A
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
命
題
に
お
い
て
、
A
と
非
A
と
い
う
二
つ
の
別
の
も
の

（
表
象
）
が
結
合
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
私
は
コ
レ
コ
レ
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
に
、
対
象
（
私
）

を
「
有
る
も
の
」
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
〔
超
越
論
的
な
〕
意
識
が
は
た
ら
く
の
だ
と
言
い
ま
す
。
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　

る
自
己
が
、
直
ち
に
、
考
え
る
自
己
そ
の
も
の
に
同
一
で
あ
る
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
自
己
の
そ
の
よ
う
な
超
越
論
的
統
一
を

意
識
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
内
面
的
当
為
ω
o
一
げ
コ
の
意
識
で
あ
り
ま
し
ょ
う
（
1
6
）
。

　
自
覚
と
は
、
自
己
が
自
己
を
知
る
、
す
な
わ
ち
私
が
コ
レ
コ
レ
で
あ
る
と
思
惟
す
る
こ
と
で
す
。
『
善
の
研
究
』
で
は
主
客
未
分

と
い
う
純
粋
経
験
の
境
地
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
し
た
。
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
は
、
主
客
の
そ
の
統
一
と
そ
の
分
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化
の
「
如
何
に
し
て
」
（
ミ
一
Φ
）
が
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
統
一
と
分
化
を
遂
行
す
る
意
識
の
は
た
ら
き
は
超
越
論

的
意
識
の
領
野
に
属
し
ま
す
。
私
が
コ
レ
コ
レ
で
あ
る
と
私
が
思
惟
す
る
こ
と
自
体
が
、
直
観
と
反
省
と
い
う
二
つ
の
異
質
な
は
た

ら
き
が
一
つ
に
結
合
さ
れ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
り
、
こ
の
結
合
が
「
そ
こ
に
お
い
て
起
き
る
は
た
ら
き
」
が
「
自
覚
」
な
の
で
す
。

「
気
づ
く
、
気
づ
か
な
い
」
と
い
う
経
験
的
事
実
に
先
回
り
し
て
既
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
な
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
制
約
と
し
て
の
自

己
意
識
で
す
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
主
題
化
し
た
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
制
約
と
し
て
の

「
超
越
論
的
自
己
意
識
」
（
仙
9
ω
け
「
国
「
F
ω
N
Φ
コ
α
Φ
コ
什
鋤
一
Φ
ω
Φ
一
げ
ω
ユ
∪
Φ
♂
＜
二
ω
ω
什
ω
①
凶
『
F
）
に
近
い
こ
と
を
、
西
田
自
身
も
認
め
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
こ
の
直
観
と
反
省
と
い
う
異
質
の
結
合
統
一
の
「
如
何
に
」
を
論
理
的
に
説
明
せ
ん
と
し
て
、
西
田
は
試
行
錯
誤
を
重
ね

て
行
き
ま
す
”
①
新
カ
ン
ト
派
西
南
ド
イ
ツ
学
派
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
為
し
た
存
在
と
価
値
、
或
い
は
事
実
と
意
味
の
峻
別
を
検
討
す

る
↓
②
し
か
し
そ
の
二
分
法
に
も
西
田
は
止
ま
れ
な
く
な
る
↓
③
次
に
西
田
は
、
両
項
の
綜
合
対
立
を
フ
ィ
ヒ
テ
に
近
い
と
こ
ろ
で

考
え
る
↓
④
し
か
し
そ
の
両
項
を
統
一
す
る
原
理
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
な
「
絶
対
意
志
」
と
も
考
え
ら
れ
な
く
な
り
、
む
し
ろ
具
体

的
経
験
の
自
発
自
展
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
に
考
え
る
↓
⑤
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
追
従
も
で
き
ず
、
西
田
は
さ
ら
に
新
カ
ン

ト
派
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
為
す
経
験
と
思
惟
、
或
い
は
作
用
と
対
象
と
い
う
区
別
を
使
い
な
が
ら
、
直
観
と
反
省
の
関
り
合
い
を

言
語
化
せ
ん
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し
西
田
は
結
局
さ
ま
ざ
ま
な
モ
デ
ル
を
試
し
て
み
た
も
の
の
、
直
観
と
反
省
の
関
係
は
こ
れ
だ

と
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
西
田
は
「
序
」
で
以
上
の
経
緯
を
回
顧
し
た
あ
と
で
こ
う
結
ん
で
い
ま
す
“

「
此
書
は
余
の
思
索
に
於
け
る
悪
戦
苦
闘
の
ド
ッ
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
幾
多
の
紆
余
曲
折
の
後
、
余
は
遂
に
何
等
の
新
ら
し
い
思

想
も
解
決
も
得
な
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刀
折
れ
矢
端
き
て
降
を
神
秘
の
軍
門
に
請
う
た
と
い
ふ
請
を
免
れ
な
い
か

も
知
れ
な
い
。
併
し
余
は
兎
に
角
真
面
目
に
一
度
余
の
思
想
を
清
算
し
て
見
た
」
（
7
1
）
。
「
兎
に
角
真
面
目
に
…
…
」
。
一
途
に
究
極

的
な
も
の
を
め
ざ
し
、
自
ら
の
哲
学
に
対
し
正
直
で
、
真
面
目
な
西
田
の
学
風
や
人
柄
が
よ
く
う
か
が
え
る
文
章
で
す
。

　
「
刀
折
れ
、
矢
蜴
き
て
」
と
吐
露
す
る
西
田
で
す
が
、
こ
の
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
の
な
か
で
、
自
覚
を
、
自
己
が
自
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己
を
写
す
、
と
言
い
表
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
点
で
す
。
つ
ま
り
「
写
す
」
と
い
う
用
語
は
、
後
の
歴
史
哲
学
的
な
諸
論
考
に
お

い
て
は
、
「
限
定
す
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
自
己
を
限
定
す
る
に
は
、
純
粋
経
験
で
も
自
覚
で
も
結
局
は
不
十
分
で

あ
っ
て
、
自
己
を
限
定
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
場
所
」
し
か
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
自
覚
、
す

な
わ
ち
自
己
が
自
己
を
写
す
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
を
限
定
す
る
こ
と
で
す
。
自
覚
1
1
限
定
は
、
個
別
を
一
般
が
包
む
こ
と

で
あ
る
と
言
わ
れ
、
「
包
む
」
と
い
う
見
方
と
と
も
に
「
場
所
」
を
予
告
し
て
い
ま
す
。

第
三
章
　
「
場
所
」
と
し
て
の
自
己
l
I
場
所
論
的
転
回

　
自
覚
と
は
、
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
「
知
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
哲
学
の
、
と
く
に
カ

ン
ト
以
来
、
知
る
（
認
識
す
る
）
と
は
限
定
（
σ
Φ
ω
瓜
∋
ヨ
Φ
コ
）
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
「
花
、
赤
い
」
で
は
な
く
、
「
花
は
赤

い
」
で
認
識
と
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
「
花
」
は
「
赤
い
」
と
い
う
決
定
、
制
限
（
す
な
わ
ち
白
や
青
で
は
な
い
）
、
限
定
が
加
え

ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
「
花
は
赤
い
」
と
い
う
判
断
・
命
題
に
お
い
て
、
主
語
が
述
語
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
的

認
識
は
成
立
し
ま
す
。
（
カ
ン
ト
は
認
識
判
断
を
普
遍
が
制
限
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
見
ま
す
）
。
自
我
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。
「
私
は

教
師
で
あ
る
」
と
い
う
自
己
認
識
は
、
主
語
を
（
社
長
や
政
治
家
で
は
な
く
）
「
教
師
」
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
ま
す
。
西
洋
哲
学
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
自
我
は
主
語
の
側
に
置
か
れ
、
そ
の
自
我
が
ど
の
よ
う
に
（
述
語
に
よ
る
）
限
定

を
被
る
か
を
見
る
と
い
う
仕
方
で
、
自
我
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
心
理
学
的
な
自
己
意
識
に
し
て
も
、
主

語
的
自
己
を
様
々
に
限
定
し
て
い
る
の
で
す
。

　
し
か
し
西
田
は
逆
の
方
向
に
自
己
の
真
実
を
見
よ
う
と
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
要
点
を
い
え
ば
、
自
己
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト

ン
あ
る
い
は
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
以
来
の
西
洋
哲
学
と
は
違
っ
て
、
「
述
語
」
の
方
へ
向
け
て
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
「
述
語
づ
け
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る
は
た
ら
き
」
の
中
に
見
よ
う
と
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
私
と
は
カ
ク
カ
ク
の
も
の
で
あ
る
」
と
限
定
し
て
、
は
じ
め
て
自
己
を
知
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
レ
コ
レ
の
も
の
（
同
時
に
、
コ
レ
コ
レ
で
な
い
）
と
し
て
直
前
的
に
あ
る
も
の
は
、
自
己
の
あ
り
の
ま
ま

の
姿
で
は
な
く
、
一
つ
の
抽
象
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
で
は
自
己
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
何
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
の
で
す
。
も
し

あ
え
て
言
お
う
と
す
る
と
そ
れ
は
自
己
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
変
化
を
通
じ
て
真
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
実
体
、
ウ
ー
シ
ア
を
、
主
語
と
な
っ
て
述
語
に
な
ら
な
い

も
の
（
基
体
、
ヒ
ュ
ボ
ケ
イ
メ
ノ
ン
）
と
定
義
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
実
体
と
は
個
体
で
す
。
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
と

は
言
え
ま
す
が
、
主
語
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
述
語
の
側
に
移
し
て
「
人
間
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
は
述
語
「
人
間
」
を
さ
ら
に
述
語
づ
け
る
（
限
定
す
る
）
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
「
人
間
は
動
物
で
あ
る
」

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
次
に
述
語
の
「
動
物
」
を
限
定
す
る
と
「
動
物
は
有
機
体
で
あ
る
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
有
機
体
は
生
命
体

で
あ
る
」
と
な
り
、
つ
い
に
は
「
生
命
体
は
有
る
も
の
で
あ
る
」
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
実
体
（
個
体
）
を
限
定
す
る
述
語
を
重
ね

て
ゆ
く
と
「
有
る
（
存
在
す
る
）
も
の
」
に
至
り
ま
す
。

　
伝
統
的
形
式
論
理
学
で
は
、
こ
の
よ
う
に
主
語
が
述
語
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
主
語
が
述
語
に
よ
っ
て
含
ま
れ
る
、
包

摂
さ
れ
る
（
「
周
延
」
）
と
言
い
ま
す
。
主
語
が
述
語
の
中
に
い
わ
ば
ス
ッ
ポ
リ
包
含
さ
れ
る
の
で
す
。
述
語
は
「
人
間
」
、
「
動
物
」
、

「
有
機
体
」
、
「
有
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
含
み
・
含
ま
れ
る
関
係
を
繰
り
返
し
て
ゆ
き
ま
す
。
つ
ま
り
「
有
る
も
の
」
は
最
も

大
き
な
、
そ
れ
以
外
の
概
念
を
す
べ
て
含
む
よ
う
な
概
念
な
の
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
じ
め
西
洋
哲
学
で
は
、
「
有
る
も
の
」

は
外
延
（
ク
ラ
ス
）
に
お
い
て
最
大
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
外
に
延
が
る
概
念
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
実
体
、
自
我
を
限
定
す
る
概

念
は
「
有
」
な
の
で
す
。
十
七
世
紀
の
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
で
は
、
実
体
は
存
在
そ
の
も
の
（
或
い
は
か
か
る
も
の
と
し
て
の
神
）
と

し
て
以
外
に
は
限
定
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
全
体
で
一
な
の
だ
と
主
張
さ
れ
ま
す
。
（
と
く
に
後
の
西
田
は
、
個
体
を
基
に
す
る
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
一
般
者
の
自
己
限
定
を
思
わ
せ
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
方
に
よ
り
深
く
共
感
し
て
行
き
ま
す
（
1
8
）
）
。
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こ
う
し
て
自
己
は
、
主
語
の
側
に
囲
い
込
ま
れ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
外
延
の
概
念
の
方
へ
向
か
っ
て
見
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
主
語
を
包
む
述
語
の
側
に
、
さ
ら
に
述
語
を
も
包
む
よ
り
広
い
概
念
の
方
へ
向
け
て
自
己
は
見
ら
れ
る
の
で
す
。

す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
を
限
定
す
る
も
の
の
う
ち
に
「
於
い
て
あ
る
」
。
自
己
は
そ
れ
を
包
む
も
の
に
「
於
い
て
あ
る
」
。
こ
の

「
於
い
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
「
場
所
」
の
意
味
な
の
で
す
（
p
）
。
実
体
も
自
我
も
主
語
の
方
向
に
で
は
な
く
、
述
語
的
限
定

と
し
て
の
「
場
所
」
へ
向
け
て
見
ら
れ
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
真
実
は
「
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
は
な
ら
な
い
も

の
」
の
内
に
、
或
い
は
、
こ
れ
以
上
何
か
有
る
も
の
に
よ
っ
て
は
限
定
さ
れ
（
述
語
づ
け
ら
れ
）
得
な
い
よ
う
な
も
の
の
内
に
見
ら

れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
の
内
に
自
己
が
包
ま
れ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
「
自
覚
」
で
し
ょ
う
。
自
己
は

自
覚
か
ら
さ
ら
に
場
所
へ
転
回
せ
ら
れ
、
深
め
ら
れ
ま
す
。
場
所
と
し
て
自
己
を
解
す
る
立
場
が
は
っ
き
り
出
さ
れ
て
く
る
の
は
、

『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
十
二
年
後
、
西
田
の
京
都
帝
大
定
年
退
官
の
翌
年
の
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
出
版
さ
れ
た

『一

ﾊ
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
「
場
所
」
と
い
っ
て
も
、
た
ん
に
空
間
的
容
器
的
な
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
於
い
て
あ
る
」
そ
の
場
所
で
す
。
し

か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
田
が
述
語
的
限
定
を
「
包
む
」
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
こ
に
は
す
べ
て
の
も
の
が
何
か
の
「
内
に
」
有
る
と

い
う
理
解
が
混
入
し
て
な
い
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
や
人
間
・
自
己
が
、
そ
れ
の
う
ち
に
「
於
て
あ
る
も
の
」

と
し
て
の
「
場
所
」
は
、
先
に
述
べ
た
最
も
外
延
の
広
い
概
念
で
あ
る
「
有
る
も
の
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
「
一
般
者
」
は

「
有
る
も
の
」
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
田
は
、
有
る
も
の
は
無
に
よ
っ
て
包
ま
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
自
己

を
限
定
す
る
究
極
的
な
も
の
、
そ
れ
は
「
無
」
な
の
で
す
。
自
己
を
限
定
し
つ
つ
包
む
も
の
と
し
て
の
場
所
は
、
し
か
し
そ
の
外
に

さ
ら
に
無
に
よ
っ
て
包
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
「
於
て
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
場
所
は
「
無
の
場
所
」
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
西
田
は
、
自
己
を
包
む
一
般
者
を
な
ぜ
「
有
る
も
の
」
で
な
く
、
有
を
も
さ
ら
に
包
む
無
だ
と
考
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
理
由
と
し
て
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
も
し
場
所
1
1
有
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、
場
所
は
意
味
を
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持
っ
て
き
ま
す
（
浄
土
、
神
国
、
彼
岸
、
…
…
）
。
（
有
る
も
の
は
必
ず
「
何
か
と
し
て
」
有
る
と
い
う
の
が
西
洋
哲
学
の
基
本
的
な

立
場
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
表
す
「
も
の
」
（
お
ω
）
と
い
う
概
念
は
、
中
世
よ
り
す
べ
て
の
事
物
に
妥
当
す
る
超
越
的
範
疇
と
見
な

さ
れ
て
き
た
（
2
0
）
）
。
自
己
は
有
る
も
の
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
意
味
空
間
の
内
部
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
自

己
は
本
来
自
由
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
二
に
は
、
西
田
が
場
所
に
、
「
於
て
あ
る
も
の
」
と
い
う
い
わ
ば
な
お
超
越
論
的
な
性
格
だ

け
を
見
て
い
る
に
止
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
純
粋
経
験
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
こ
と
で
す
が
、
西
田
は
自
己
と
世
界

と
い
う
現
実
を
常
に
わ
れ
わ
れ
の
生
と
死
と
か
ら
見
る
の
で
す
。
我
の
場
所
は
、
上
田
閑
照
教
授
の
言
葉
を
借
り
ま
す
と
、
さ
ら
な

る
場
所
、
す
な
わ
ち
我
の
死
に
ゆ
く
場
所
と
し
て
の
「
限
り
な
い
開
け
」
1
1
「
虚
空
」
に
よ
っ
て
さ
ら
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
（
包
。

　
純
粋
経
験
、
そ
し
て
自
覚
を
も
と
に
し
て
世
界
を
見
て
き
た
方
向
に
較
べ
、
場
所
の
思
想
で
は
、
こ
の
方
向
が
逆
転
．
転
回
さ
れ

て
世
界
1
1
場
所
の
ほ
う
か
ら
自
己
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
（
磐
。
も
ち
ろ
ん
虚
空
を
主
体
が
蔵
す
る
と
い
う
面
も

な
く
は
な
い
が
、
主
体
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
は
西
田
は
考
え
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
人
間
を
縛
る
だ
け
で
し
ょ

う
。
西
田
の
力
点
は
、
い
わ
ば
「
我
は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
な
り
」
と
い
う
事
態
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　
自
己
が
場
所
に
包
ま
れ
、
し
か
も
無
の
場
所
に
包
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
抽
象
的
思
弁
な
ど
で
は
な
く
、
最
も
リ
ア
ル

に
感
じ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
三
年
後
の
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）

『
無
の
自
覚
的
限
定
』
で
は
、
こ
の
「
場
所
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
い
ま
い
ち
ど
「
自
覚
」
が
捉
え
直
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
自

己
を
自
己
が
知
る
自
覚
か
ら
、
場
所
が
場
所
を
知
る
自
覚
へ
位
相
が
深
め
ら
れ
広
げ
ら
れ
る
の
で
す
（
3
2
）
。
で
は
場
所
の
自
覚
に
お

い
て
い
か
な
る
事
態
が
生
起
す
る
で
し
ょ
う
か
。
自
己
が
有
で
な
く
無
の
場
所
に
立
つ
と
き
、
無
限
の
無
の
場
所
の
中
で
は
、
自
己

の
立
つ
場
は
消
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
と
き
自
己
は
「
真
の
個
」
と
な
る
。
そ
れ
が
自
覚
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
普
通

の
生
き
方
に
あ
っ
て
は
、
自
己
も
、
自
己
の
生
死
も
忘
れ
去
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
我
は
「
見
え
る
も
の
」
だ
け
が
世
界
だ
と
思

い
込
み
、
我
と
世
界
、
ひ
い
て
は
我
と
我
が
ピ
タ
ッ
と
く
っ
つ
い
て
い
ま
す
。
自
己
の
場
所
が
無
に
包
ま
れ
て
い
る
、
言
い
か
え
れ
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ば
我
と
世
界
と
の
あ
い
だ
の
裂
け
目
を
知
る
、
そ
し
て
そ
の
裂
け
目
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
が
成
立
し

て
く
る
の
で
す
（
2
4
）
。

お
わ
り
に

　
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
が
「
西
田
哲
学
」
と
し
て
日
本
の
学
界
に
お
い
て
い
わ
ば
公
認
さ
れ
た
地
位
を
占
め
、
か
つ
「
京
都
学
派
」

と
通
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
西
田
及
び
そ
の
弟
子
た
ち
か
ら
な
る
「
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
（
鍾
の
確
立
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
理

由
の
一
つ
と
し
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
京
都
帝
国
大
学
で
の
後
継
者
田
辺
元
と
の
論
争
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
昭

和
五
年
（
一
九
三
〇
）
田
辺
が
『
哲
学
研
究
』
誌
上
に
「
西
田
先
生
の
教
え
を
仰
ぐ
」
を
発
表
し
た
と
き
、
西
田
は
田
辺
の
「
真
摯

な
態
度
」
を
評
価
し
、
論
文
や
著
書
を
発
表
す
る
こ
と
で
答
え
よ
う
と
努
め
る
の
で
す
。
「
批
判
な
く
ば
我
国
の
学
問
の
進
み
様
が

な
い
と
思
い
ま
す
」
（
務
台
理
作
宛
書
簡
一
九
三
〇
・
六
・
十
二
）
。
田
辺
の
批
判
の
趣
旨
は
、
西
田
哲
学
の
言
う
よ
う
に
、
自
己
を

失
う
こ
と
が
真
に
自
己
を
得
る
所
以
で
あ
る
と
い
っ
た
宗
教
的
自
覚
は
、
は
た
し
て
論
理
的
に
説
明
さ
れ
得
る
も
の
な
の
か
、
と
い

う
も
の
で
し
た
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
哲
学
の
宗
教
化
は
、
「
ロ
ゴ
ン
・
デ
ィ
ド
ナ
イ
」
た
る
哲
学
の
本
意
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
義
で
す
。
あ
る
い
は
、
自
覚
と
絶
対
性
と
は
「
無
の
場
所
の
自
覚
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
は
た
し
て
結
合
さ
れ

得
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
西
田
は
、
自
ら
の
言
う
「
直
観
」
が
決
し
て
田
辺
の
論
難
す
る
よ
う
な
観
照
的
静
的

な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
動
的
で
無
限
に
は
た
ら
き
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
し
か
し
田
辺
は
こ
れ
に
満
足
せ

ず
、
よ
り
実
践
的
な
主
体
の
「
行
為
的
弁
証
法
」
と
い
う
彼
自
ら
の
立
場
を
築
い
て
ゆ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
田
辺
よ
り
ず
っ
と
早
く
、
少
壮
二
六
歳
の
高
橋
里
美
が
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
「
意
識
現
象
の
事
実
と
そ
の
意
味
－

西
田
氏
著
『
善
の
研
究
』
を
読
む
ー
」
を
『
哲
学
雑
誌
』
（
第
三
〇
三
、
三
〇
四
号
）
に
発
表
し
て
い
ま
す
。
西
田
は
当
時
ま
だ
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無
名
の
学
士
だ
っ
た
高
橋
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
こ
の
批
判
に
感
謝
を
し
、
早
く
も
同
じ
年
に
「
高
橋
文
学
士
の
拙
著
『
善
の
研
究
』
に

対
す
る
批
判
に
答
う
」
を
や
は
り
『
哲
学
雑
誌
』
（
第
三
〇
八
号
）
に
掲
載
し
て
答
え
ま
す
。
高
橋
は
、
純
粋
経
験
の
そ
の
純
粋
と

不
純
粋
の
区
別
が
、
純
粋
経
験
を
絶
対
視
す
る
立
場
か
ら
は
（
し
か
も
そ
れ
が
自
発
自
展
す
る
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
）
、
出
来
る
の

か
ど
う
か
、
と
質
し
ま
す
。
ま
た
事
実
と
意
味
と
を
区
別
す
る
立
場
か
ら
高
橋
は
、
純
粋
経
験
は
誤
謬
を
説
明
し
得
ず
、
「
闇
の
中

の
黒
牛
」
と
も
い
う
べ
き
状
態
で
は
な
い
の
か
と
迫
り
ま
す
。
西
田
は
こ
れ
に
対
し
、
直
接
経
験
で
は
事
実
と
意
味
と
は
分
け
ら
れ

ず
、
自
発
自
展
の
程
度
に
相
対
的
な
の
だ
と
答
え
て
い
ま
す
。
高
橋
自
身
は
、
実
在
は
む
し
ろ
静
的
全
体
で
あ
る
と
い
う
、
「
全
体

性
の
現
象
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
独
自
の
立
場
へ
進
ん
で
行
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
真
摯
で
か
つ
内
在
的
な
批
判
に
答
え
よ
う
と
す
る
西
田
が
、
各
批
判
者
の
労
に
謝
し
つ
つ
、
自
説
を
さ
ら
に
懇
切
に

敷
術
し
て
ゆ
く
過
程
に
わ
れ
わ
れ
は
胸
を
打
た
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
大
き
な
日
本
の
哲

学
の
歴
史
全
体
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
下
村
寅
太
郎
が
、
同
じ
西
田
門
下
の
三
宅
剛
一
を
お
く

る
弔
辞
の
中
で
述
べ
た
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
、
冒
頭
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
伝
統
ら
し
き
伝
統
を
も
た
な
か

っ
た
日
本
の
哲
学
界
に
と
っ
て
、
西
田
哲
学
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
こ
れ
を
克
服
す
る
さ
ら
な
る
努
力
を
続
け
る
こ
と
は
、
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
が
こ
の
国
に
真
に
確
立
さ
れ
る
た
め
に
避
け
て
通
れ
な
い
、
い
わ
ば
産
み
の
苦
し
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
（
2
6
）
。

そ
れ
は
十
七
～
十
八
世
紀
、
哲
学
を
は
じ
め
学
問
に
関
し
て
は
ま
だ
新
興
国
だ
っ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル

フ
の
哲
学
が
、
そ
の
後
カ
ン
ト
の
批
判
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
人
々
の
精
神
文
化
の
内
部
に
根
付
く
こ
と
が
で
き
、
爾
来

ド
イ
ツ
観
念
論
、
生
の
哲
学
、
そ
し
て
二
〇
世
紀
の
現
象
学
へ
の
展
開
の
な
か
に
生
か
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
と
較
べ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
残
り
時
間
も
僅
か
と
な
っ
た
の
で
、
結
論
に
参
り
ま
し
ょ
う
。

　
す
な
わ
ち
最
後
に
、
も
う
一
度
西
田
に
お
け
る
自
己
へ
の
探
究
に
戻
り
、
西
田
の
思
索
の
意
義
に
つ
い
て
私
な
り
の
見
通
し
を
つ

け
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
西
田
の
思
索
が
、
自
己
と
世
界
を
、
し
か
も
自
己
の
生
死
を
含
め
た
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仕
方
で
統
一
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
自
己
」
の
探
究
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
善
の
研
究
』
以
来
の
粉
骨
砕
身
の
労
作
の
幾
多
を

通
じ
て
、
自
己
は
「
純
粋
経
験
」
と
し
て
、
「
自
覚
」
と
し
て
、
そ
し
て
「
場
所
」
と
し
て
問
い
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
段
階
と
い
う
も
の
は
し
か
し
け
っ
し
て
図
式
的
に
固
定
的
に
解
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

場
所
の
立
場
に
た
っ
て
も
、
自
覚
や
純
粋
経
験
は
棄
却
さ
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
場
所
概
念
を
も
っ
て
さ
ら
に
自
覚
は
捉
え
直
さ
れ
て

行
き
ま
す
。
そ
れ
は
螺
旋
的
と
も
い
え
る
無
限
の
探
究
な
の
で
す
。
西
田
も
ま
た
哲
学
的
探
究
が
本
来
充
足
す
る
こ
と
は
有
り
得

ず
、
（
フ
ッ
サ
ー
ル
も
示
唆
し
て
い
た
如
く
）
無
限
軌
道
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
自
覚
と
は
自
己
が
自
己
を
写
す
は
た

ら
き
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
英
国
に
あ
っ
て
英
国
の
完
全
な
地
図
を
書
く
作
業
の
よ
う
に
無
限
に
続
く
は
た
ら
き
で
す
。

　
西
田
哲
学
に
お
け
る
自
己
の
探
究
は
、
自
己
を
自
己
の
世
界
に
お
い
て
知
る
無
限
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
を
包
む
無

が
リ
ア
ル
に
露
と
な
る
経
験
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、
結
局
「
人
間
が
生
き
る
」
と
い
う
そ
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
知
り
方
と

し
て
し
か
し
西
田
は
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
己
の
い
わ
ば
天
職
と
し
て
受
け
止
め
、
西
洋
哲
学
の
書
物
を
貧
る
よ
う
に
読
み
、
深

め
、
解
釈
し
、
西
洋
哲
学
の
言
葉
で
「
無
の
自
覚
的
限
定
」
と
し
て
の
自
己
を
言
語
化
し
よ
う
と
鎮
骨
の
努
力
を
し
ま
す
。
西
田
哲

学
と
い
う
体
系
の
所
謂
論
理
的
整
合
性
は
西
田
自
身
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
カ
ン
ト
が
「
哲
学
」
は

教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
哲
学
す
る
こ
と
」
は
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
っ
た
よ
う
に
、
西
田
哲
学
が
私
共
の
胸
を
打

つ
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
コ
途
に
究
極
的
な
も
の
を
め
ざ
す
」
そ
の
真
摯
さ
の
故
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
最
近
の
自
我
や
自
己
を
め
ぐ
る
哲
学
・
思
想
あ
る
い
は
社
会
学
等
の
議
論
で
顕
著
な
の
は
、
反
実
体
論
的
な
、
或
い
は
反
実
在
論

的
な
自
我
理
解
で
す
。
分
析
哲
学
か
ら
に
せ
よ
、
社
会
学
か
ら
に
せ
よ
、
「
我
あ
り
」
と
か
「
主
体
的
理
性
」
と
い
う
近
代
的
自
我

概
念
を
非
難
し
ま
す
。
そ
し
て
現
れ
と
か
、
像
と
か
、
機
能
と
か
、
あ
る
い
は
一
種
の
名
目
的
概
念
と
し
て
「
自
我
」
を
処
理
し
よ

う
と
す
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
西
洋
近
代
の
歴
史
へ
の
批
判
も
絡
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

の
よ
う
に
。
し
か
し
何
か
そ
う
し
た
割
り
切
り
方
に
或
る
安
易
さ
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
。
（
自
我
・
自
己
を
形
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而
上
学
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
お
い
て
日
本
の
従
来
の
哲
学
者
は
概
ね
不
十
分
で
あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
文
学
者
が
こ
れ
を
彼
ら
な
り

の
表
現
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
な
が
ら
も
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
西
洋
的
自
我
と
東
洋
的
自
我
の
は
ざ
ま
で
苦
悩

し
た
漱
石
な
ど
は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
り
ま
し
ょ
う
）
。
西
田
哲
学
に
つ
い
て
も
、
単
に
西
田
を
権
威
化
す
る
よ
う
な
寄
り
掛
か
り

的
な
解
釈
、
そ
し
て
西
田
の
反
実
体
論
的
前
提
の
そ
の
表
面
だ
け
切
り
取
る
よ
う
な
解
釈
、
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
．
モ
ダ
ン
の
「
反
理

性
」
、
「
哲
学
の
終
焉
」
と
い
う
文
脈
に
追
従
し
た
解
釈
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
で
す
。

　
い
ま
個
人
と
社
会
を
め
ぐ
る
状
況
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
不
確
実
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
我
の
疲
労
や
崩
壊
現
象
は
進
行
し
こ
そ

す
れ
、
止
む
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
予
想
で
す
。
一
人
一
人
が
そ
の
よ
う
な
自
我
の
崩
壊
を
食
い
止
め
る
た
め
に
何
か
有

効
な
社
会
的
作
用
を
為
し
得
る
可
能
性
は
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
等
し
い
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
た
だ
一
つ
で
き
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
銘
々
が
、
自
己
を
問
う
こ
と
で
す
。
自
己
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
自
己
が
自
己

を
自
己
に
お
い
て
写
す
。
そ
の
遂
行
の
連
続
の
な
か
で
自
己
を
解
放
し
、
自
己
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
し

か
し
た
ら
周
囲
の
人
た
ち
を
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
西
田
哲
学
が
時
代
を
超
え
て
、
社
会
を
超
え
て
、
私
た

ち
に
伝
え
得
る
も
の
を
確
か
に
含
む
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
私
は
思
う
の
で
す
。

　
長
時
間
に
わ
た
り
、
御
静
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〔
註
〕

（
1
）
　
読
売
新
聞
二
〇
〇
〇
年
九
月
二
十
九
日
付
夕
刊
。

（
2
）
　
例
え
ば
、
篠
原
一
『
壊
音
』
（
文
学
界
一
九
九
三
年
十
二
月
号
、
第
七
七
回
文
学
界
新
人
賞
受
賞
）

　
幻
視
を
描
き
、
青
来
有
一
『
聖
水
』
文
学
界
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
号
は
、
幻
想
的
な
周
囲
世
界
と
の
、

は
刹
那
毎
の
輪
廻
、
あ
る
い
は

そ
し
て
他
者
と
の
関
わ
り
を
描
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い
て
い
る
。

（
3
）
　
こ
の
よ
う
に
見
定
め
た
と
き
、
今
日
欧
米
の
西
田
哲
学
研
究
の
進
展
ぶ
り
も
頷
け
る
。
そ
の
場
合
も
は
や
旧
態
依
然
た
る
異
国
趣
味

　
　
と
か
、
或
い
は
西
洋
文
化
の
思
想
的
伝
統
へ
の
時
流
に
の
っ
た
反
逆
と
か
に
根
差
す
の
で
は
な
く
（
も
し
そ
う
な
ら
再
び
西
田
を
曲
げ

　
　
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
、
ま
さ
に
「
自
己
」
へ
の
問
い
と
い
う
現
象
学
的
哲
学
的
要
求
に
導
か
れ
、
一
方
に
主
観
性
の
形
而
上
学

　
　
と
の
、
他
方
に
「
絶
対
無
」
の
思
想
と
の
対
決
を
遂
行
し
つ
つ
、
西
田
の
テ
ク
ス
ト
（
も
ち
ろ
ん
日
本
語
で
！
）
を
読
も
う
と
す
る
の

　
　
で
あ
る
。
そ
の
好
個
の
例
を
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
く
”
閃
o
罵
固
σ
Φ
珠
色
鼻
肉
§
こ
募
ミ
§
°
卜
薦
隷
§
防
O
譜
酔
U
胃
ヨ
ω
β
9
H
O
㊤
㊤
゜

（
4
）
　
松
丸
壽
雄
「
西
田
哲
学
の
区
分
に
つ
い
て
」
（
茅
野
良
男
、
大
橋
良
介
編
『
西
田
哲
学
　
　
新
資
料
と
研
究
へ
の
手
引
き
』
ミ
ネ
ル

　
　
ヴ
ァ
書
房
一
九
八
七
年
所
収
）
参
照
。

（
5
）
　
西
田
の
立
場
、
禅
と
哲
学
等
々
に
つ
い
て
、
筆
者
は
上
田
閑
照
教
授
の
特
別
セ
ミ
ナ
ー
（
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
六
月
学
習
院
大

　
　
学
哲
学
科
に
お
い
て
故
加
藤
泰
義
教
授
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
）
か
ら
多
大
な
示
唆
を
得
て
い
る
。

（
6
）
　
『
善
の
研
究
』
第
一
編
第
一
章
。

（
7
）
前
掲
書
、
第
一
編
第
二
章
。

（
8
）
　
前
掲
書
、
「
版
を
新
た
に
す
る
に
当
っ
て
」
。

（
9
）
　
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
序
、
W
－
6
。
な
お
、
西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
等
に
つ
い
て
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

　
　
増
補
改
訂
第
二
版
（
岩
波
書
店
一
九
六
五
）
に
拠
っ
た
。

（
1
0
）
　
西
田
哲
学
館
編
『
西
田
幾
多
郎
の
世
界
』
二
〇
〇
四
年
、
二
三
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
こ
の
段
落
は
当
日
の
講
演
で
は
、
時
間
の
関
係
で
読
み
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
1
2
）
閑
讐
戸
映
ミ
隷
§
＼
§
謡
§
§
§
ミ
ミ
訓
》
ω
8
1
1
し
d
お
県
－
〉
ω
㎝
O
．

（
1
3
）
　
西
田
幾
多
郎
差
出
．
高
坂
正
顕
宛
封
書
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
十
一
月
十
五
日
付
（
学
習
院
大
学
史
料
館
収
蔵
資
料
目
録
第
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十
八
号
『
西
田
幾
多
郎
関
係
資
料
－
付
全
集
未
収
録
書
簡
　
　
』
二
〇
〇
二
年
）
。

（
1
4
）
　
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
H
1
1
6
。

（
1
5
）
　
反
省
が
、
主
観
客
観
関
係
に
従
っ
た
お
－
h
δ
×
凶
8
と
い
う
仕
方
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
反
省
す
る
自
己
は
冨
－
と
い
う
こ
と
と
し

　
　
て
、
ど
う
し
て
も
お
－
h
δ
o
鉱
o
ロ
の
外
へ
出
ざ
る
を
得
な
い
。

（
1
6
）
　
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
n
1
1
7
。

（
1
7
）
　
前
掲
書
、
H
1
1
1
。

（
1
8
）
　
西
田
幾
多
郎
「
鎌
倉
雑
詠
」
昭
和
＝
二
年
一
一
月
（
『
中
央
公
論
』
第
六
一
四
号
）
、
㎜
1
即
－
瀧
。

（
1
9
）
　
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
V
l
瑠
。

（
2
0
）
　
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
「
も
の
」
（
「
①
ω
）
を
、
真
（
＜
臼
ニ
ヨ
）
、
善
（
げ
o
呂
ヨ
）
、
有
る
も
の
（
Φ
窃
）
、
一
（
¢
…
ヨ
）
、
或
る
も
の

　
　
（
曽
言
三
α
）
と
並
ん
で
、
あ
ら
ゆ
る
類
種
を
超
え
て
事
物
を
規
定
す
る
「
超
越
的
な
も
の
」
＃
雪
ω
o
Φ
巳
①
ロ
富
一
貯
目
に
数
え
る
。
お
ω

　
　
は
語
源
と
し
て
器
巴
一
富
ρ
閃
①
巴
一
感
樽
な
る
用
語
に
生
か
さ
れ
、
カ
ン
ト
の
時
代
ま
で
は
、
事
物
が
何
ら
か
の
内
容
を
担
っ
た
も
の
と

　
　
し
て
有
る
、
そ
の
内
容
規
定
性
（
Q
D
霧
ゲ
σ
Φ
ω
自
3
ヨ
些
Φ
己
を
意
味
し
て
い
た
。
〈
ぴ
q
ド
↓
ゴ
o
ヨ
器
〉
ρ
三
轟
ω
”
U
①
＜
Φ
H
冨
辞
ρ
眞
H

（
2
1
）
　
前
掲
の
上
田
教
授
の
セ
ミ
ナ
ー
に
よ
る
。
こ
の
他
、
上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
ー
人
間
の
生
涯
と
い
う
こ
と
』
岩
波
書
店
一
九
九

　
　
五
年
参
照
。

（
2
2
）
　
大
橋
良
介
『
西
田
哲
学
の
世
界
　
　
あ
る
い
は
哲
学
の
転
回
』
筑
摩
書
房
一
九
九
五
年
参
照
。

（
2
3
）
　
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
W
1
5
4
参
照
。

（
2
4
）
　
こ
う
し
た
無
の
場
所
に
お
け
る
宗
教
論
の
可
能
性
は
、
西
田
初
期
の
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
、
純
粋
経
験
に
依
拠
し
た
宗
教
論
と

　
　
は
必
ず
し
も
同
一
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
の
考
察
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
。

（
2
5
）
　
竹
田
篤
司
『
物
語
「
京
都
学
派
」
』
中
央
公
論
新
社
二
〇
〇
一
年
参
照
。
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（
2
6
）
　
下
村
寅
太
郎
弔
辞
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
十
月
、
三
宅
剛
一
葬
儀
、
於
日
本
学
士
院
。

　
【
付
記
＝
本
稿
の
成
立
経
緯

　
本
稿
は
、
平
成
十
四
年
六
月
十
七
日
学
習
院
創
立
百
周
年
記
念
会
館
小
講
堂
で
開
催
さ
れ
た
、
第
二
二
回
学
習
院
大
学
史
料
館
講
座
「
西

田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
に
お
け
る
筆
者
の
講
演
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
自
己
」
の
探
究
」
の
、
そ
の
講
演
原
稿
に
基
づ
く
。
も
と
も
と
本

講
座
は
同
時
期
開
催
の
学
習
院
大
学
史
料
館
第
二
二
回
特
別
展
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
（
平
成
十
四
年
六
月
七
日
～
同
年
七
月
二
〇
日

於
学
習
院
大
学
北
二
号
館
）
と
一
体
の
も
の
と
し
て
、
必
ず
し
も
専
門
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
範
囲
の
来
聴
者
を
対
象
に
企
画

さ
れ
た
公
開
講
演
で
あ
っ
た
。
当
日
は
、
徳
仁
親
王
殿
下
を
は
じ
め
、
一
五
〇
名
の
来
聴
者
を
数
え
た
。
講
演
原
稿
の
出
版
に
つ
い
て
は
私

は
当
初
必
ず
し
も
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
各
方
面
か
ら
問
い
合
わ
せ
や
要
望
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
回
こ
の

学
習
院
大
学
哲
学
科
編
『
哲
学
会
誌
』
に
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
若
干
の
加
筆
と
修
正
を
施
し
、
ま
た
注
を
付
し
た
以
外
は
、
で
き
る
だ

け
当
日
の
講
演
で
の
表
現
、
語
彙
、
語
調
な
ど
を
残
し
、
内
容
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
雰
囲
気
も
伝
え
得
る
よ
う
に
努
め
た
。
読
者
諸
賢
の

忌
揮
の
な
い
御
意
見
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
【
付
記
一
一
】
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
に
つ
い
て

　
本
稿
が
そ
の
一
環
と
し
て
執
筆
さ
れ
る
機
縁
と
な
っ
た
学
習
院
大
学
史
料
館
特
別
研
究
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
に
つ
い
て
、
こ
の
機

会
に
そ
の
経
緯
と
事
業
概
要
等
を
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。

　
鎌
倉
姥
ヶ
谷
の
西
田
の
遺
邸
が
、
昭
和
五
十
一
年
に
嫡
孫
西
田
幾
久
彦
氏
に
よ
っ
て
、
下
村
寅
太
郎
博
士
の
労
な
ど
も
介
し
て
学
校
法
人

学
習
院
に
寄
贈
さ
れ
た
際
に
、
封
書
と
葉
書
四
三
〇
点
を
含
む
計
五
五
七
点
の
資
料
が
学
校
法
人
学
習
院
に
寄
贈
さ
れ
、
次
い
で
学
習
院
大

学
史
料
館
に
収
容
さ
れ
た
（
こ
の
過
程
に
お
い
て
尽
力
さ
れ
た
御
一
人
が
故
加
藤
泰
義
、
学
習
院
大
学
哲
学
科
教
授
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
。
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そ
こ
で
こ
れ
ら
の
収
蔵
資
料
を
整
理
し
、
そ
の
詳
細
な
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
未
発
表
書
簡
に
つ
い
て
は
翻
刻
を
行
っ
た
う
え
で
、
『
目
録
』

を
刊
行
し
、
も
っ
て
外
部
か
ら
の
資
料
閲
覧
希
望
に
も
応
え
得
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
四

月
筆
者
（
酒
井
）
に
対
し
、
学
習
院
大
学
史
料
館
か
ら
、
研
究
員
と
し
て
同
館
収
蔵
西
田
幾
多
郎
関
係
資
料
の
調
査
、
整
理
、
解
説
な
ど
の

課
題
全
般
に
当
た
る
よ
う
委
嘱
が
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
史
料
館
で
は
「
西
田
研
究
班
」
が
設
置
さ
れ
、
史
料
館
特
別
研
究
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
が
承
認
さ
れ
発
足
し
た
。
実
動
メ
ン
バ
ー

は
長
佐
古
美
奈
子
氏
、
田
村
航
氏
、
岡
野
浩
氏
、
酒
井
潔
（
研
究
代
表
者
）
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
何
度
も
研
究
会
・
打
合
せ
等
を
行

い
、
次
の
①
か
ら
⑤
を
骨
子
と
す
る
事
業
計
画
を
立
て
、
史
料
館
で
も
そ
の
た
め
の
予
算
措
置
等
が
承
認
さ
れ
た
　

　
①
『
目
録
』
の
作
成
・
刊
行
、
②
特
別
展
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
の
開
催
、
③
講
座
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
の
開
催
、
④
史
料

館
紀
要
に
お
け
る
小
特
集
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
の
企
画
・
執
筆
、
⑤
図
録
『
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
』
の
編
集
・
刊
行

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
足
か
ら
四
年
間
、
困
難
と
苦
労
を
伴
う
作
業
の
結
果
、
平
成
十
六
年
三
月
、
計
画
さ
れ
た
上
記
事
業
は
一
応
実
現
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
以
下
に
略
述
し
て
お
こ
う
。

　
①
『
目
　
録
』

　
『
目
録
』
（
学
習
院
大
学
史
料
館
収
蔵
資
料
目
録
第
十
八
号
『
西
田
幾
多
郎
関
係
資
料
　
　
付
　
全
集
未
収
録
書
簡
1
』
、
平
成
十
四
年

三
月
刊
）
の
作
成
の
な
か
で
最
も
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
た
も
の
は
、
未
発
表
の
西
田
差
出
書
簡
計
一
四
六
通
、
並
び
に
西
田
宛
書
簡
一
〇
通
の

整
理
、
年
代
確
定
、
そ
し
て
翻
刻
作
業
で
あ
っ
た
。
（
翻
刻
と
デ
ー
タ
作
成
の
実
務
を
担
当
さ
れ
た
長
佐
古
美
奈
子
氏
と
田
村
航
氏
に
敬
意

と
謝
意
を
表
す
る
）
。
そ
れ
ら
の
書
簡
の
年
月
日
を
は
じ
め
、
書
簡
中
に
見
出
さ
れ
る
人
名
、
地
名
、
そ
の
他
の
不
明
事
項
を
解
明
す
べ
く
、

わ
れ
わ
れ
は
現
地
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
宇
ノ
気
の
（
旧
）
西
田
記
念
館
へ
の
数
回
に
わ
た
る
調
査
も
含
ま
れ
る
。
『
目
録
』

に
は
、
収
蔵
さ
れ
て
い
る
西
田
幾
多
郎
関
係
全
資
料
の
詳
細
な
リ
ス
ト
、
未
発
表
書
簡
全
一
五
六
通
の
翻
刻
に
く
わ
え
て
、
解
説
と
し
て
、

長
佐
古
美
奈
子
「
『
西
田
幾
多
郎
関
係
資
料
ー
付
　
全
集
未
収
録
書
簡
1
』
に
つ
い
て
」
、
田
村
航
「
書
簡
の
年
代
推
定
」
、
岡
野
浩
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「
学
習
院
　
西
田
幾
多
郎
博
士
記
念
館
（
寸
心
荘
）
に
つ
い
て
」
、
酒
井
潔
「
西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
録
書
簡
に
つ
い
て
」
の
四
本
の
論
文

が
掲
載
さ
れ
た
。

　
②
特
別
展
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」

　
特
別
展
「
西
田
幾
多
郎
」
（
平
成
十
四
年
六
月
七
日
～
七
月
二
〇
日
）
の
展
示
へ
の
資
料
出
品
範
囲
は
、
学
習
院
資
料
館
収
蔵
史
料
の
他
、

（
旧
）
西
田
記
念
館
、
学
習
院
院
史
資
料
室
、
濁
協
大
学
天
野
貞
裕
記
念
室
を
は
じ
め
、
三
宅
剛
一
博
士
、
下
村
寅
太
郎
博
士
、
柳
田
謙
十

郎
博
士
の
御
遺
族
、
そ
し
て
各
弟
子
筋
の
方
々
等
多
く
の
諸
機
関
、
個
人
に
及
ん
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
出
品
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
っ

た
。　

展
示
は
ー
「
生
い
立
ち
か
ら
四
高
教
授
ま
で
」
、
H
「
学
習
院
教
授
と
し
て
」
、
m
「
京
都
帝
国
大
学
教
授
時
代
」
、
W
「
新
制
学
習
院
大

学
と
西
田
の
弟
子
た
ち
」
、
V
「
西
田
幾
多
郎
の
鎌
倉
の
家
」
の
五
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
展
示
で
わ
れ
わ
れ
研
究
班
が
意
図
し

た
の
は
、
ま
ず
、
従
来
の
西
田
研
究
が
京
都
帝
大
教
授
時
代
の
西
田
を
専
ら
扱
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
西
田
の
旧
制
学
習
院
教
授
の
一
年

間
（
明
治
四
十
二
～
四
十
三
年
）
、
そ
し
て
西
田
が
京
都
帝
大
退
官
後
に
鎌
倉
に
頻
繁
に
滞
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
晩
年
に
注
目
し
、
も
っ

て
西
田
研
究
史
上
に
新
視
点
を
提
起
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
西
田
幾
多
郎
」
と
は
そ
れ
以
上
に
そ
の
哲
学
思

想
で
あ
り
、
哲
学
運
動
な
の
で
あ
る
。
そ
う
見
た
と
き
、
ま
さ
に
西
田
の
直
接
の
指
導
・
薫
陶
を
受
け
た
弟
子
た
ち
が
戦
後
の
新
制
学
習
院

大
学
の
発
足
に
尽
力
し
、
そ
の
哲
学
科
で
気
概
を
も
っ
て
教
え
た
事
実
も
ま
た
同
様
に
主
題
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
③
講
座
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」

　
私
は
こ
の
講
座
（
平
成
十
四
年
六
月
十
七
日
）
に
お
い
て
も
、
知
ら
れ
ざ
る
過
去
に
つ
い
て
の
外
面
的
な
報
告
で
は
な
く
、
西
田
が
そ
の

哲
学
を
通
じ
て
結
局
何
を
わ
た
く
し
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
問
お
う
と
思
っ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
発
し
て
、
「
西
田
哲
学
に
お

け
る
「
自
己
」
の
探
究
」
を
当
日
の
演
題
と
し
て
選
ん
だ
。
ま
た
実
際
、
講
演
後
に
会
場
か
ら
受
け
た
質
問
も
、
西
田
の
哲
学
的
立
場
や
、

ま
た
今
日
の
思
想
的
状
況
に
お
け
る
そ
の
可
能
性
な
ど
に
か
か
わ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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④
紀
要
小
特
集
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」

　
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
第
十
一
号
（
平
成
十
五
年
三
月
刊
行
）
に
お
け
る
「
西
田
幾
多
郎
小
特
集
」
と
し
て
、
西
田
研
究
班
の
メ

ン
バ
～
が
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
ま
た
は
関
心
か
ら
以
下
の
よ
う
な
題
目
で
寄
稿
し
た
”
長
佐
古
美
奈
子
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
、
田
村
航

「
昭
和
十
年
代
の
西
田
哲
学
I
I
・
柳
田
謙
十
郎
の
教
学
官
就
任
問
題
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
、
岡
野
浩
「
若
き
日
の
西
田
と
カ
ン
ト
倫
理
学
」
、

酒
井
潔
「
西
田
幾
多
郎
と
三
宅
剛
一
i
伝
記
的
研
究
の
試
み
」
。

　
⑤
『
図
録
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
』

　
西
田
班
の
標
記
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
、
昭
和
会
館
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
よ
り
二
ヵ
年
に
わ
た
り
研
究
助
成
が
交
付
さ
れ
た
。
そ
れ

に
よ
り
五
番
目
の
事
業
と
し
て
『
図
録
』
の
編
集
・
刊
行
が
可
能
に
な
っ
た
。
③
の
特
別
展
は
一
ヵ
月
半
の
会
期
中
、
千
四
百
名
余
の
来
訪

者
を
数
え
、
同
年
六
月
七
日
に
は
朝
日
新
聞
夕
刊
が
本
展
示
を
取
材
し
た
特
別
記
事
を
掲
載
し
た
。
し
か
し
展
示
の
内
容
を
さ
ら
に
広
く
紹

介
し
、
記
録
と
し
て
残
し
、
後
の
閲
覧
希
望
に
も
応
じ
得
る
た
め
に
は
『
図
録
』
の
刊
行
が
不
可
欠
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
時
間
と
予
算
の
下

で
い
く
つ
か
の
反
省
点
が
残
っ
た
が
、
写
真
版
二
〇
頁
の
『
図
録
』
は
平
成
十
六
年
二
月
に
完
成
し
、
史
料
館
事
業
と
し
て
は
予
定
さ
れ
た

全
事
業
を
終
了
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
探
究
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
明
治
四
二
～
四
三
年
の
西
田
の
学
習
院
で
の
足
跡
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
学
習
院
の
制
度

的
、
精
神
文
化
的
、
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
の
一
層
広
範
で
集
中
的
な
歴
史
研
究
に
加
え
、
『
善
の
研
究
』
完
成
へ
向
け
た
西
田
の
こ
の
時

期
の
思
想
的
努
力
に
つ
い
て
も
解
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
姥
ヶ
谷
に
お
け
る
西
田
晩
年
の
十
二
年
間
、
そ
し
て
そ
の
間
の
哲
学
思
想
史

的
意
義
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
多
く
の
点
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
学
習
院
大
学
史
料
館
収
蔵
資
料
の
中
に
は
、
務
台
理
作
、
高
坂
正

顕
、
柳
田
謙
十
郎
、
木
村
素
衛
な
ど
西
田
の
弟
子
相
互
の
書
簡
も
一
二
一
点
含
ま
れ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
未
発
表
で
あ
り
、
内
容
的
に
も

重
要
で
あ
る
。
ま
た
西
田
の
哲
学
的
、
お
よ
び
人
的
遺
産
と
学
習
院
大
学
哲
学
科
創
立
と
の
縦
横
で
多
層
的
な
関
係
に
つ
い
て
も
、
新
資
料



途に究極的なものをめざして

（
書
簡
、
写
真
、
未
定
稿
）
、
新
証
言
な
ど
の
収
集
を
始
め
と
し
た
集
中
的
な
研
究
が
望
ま
れ
る
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
直
接
に
間
接
に
御
助
力
い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

了
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Die　Frage　nach　dem　Selbst　in　der　Philosophie　Nishidas

Kiyoshi　Sakai

　　Von　seinem　erst6n　Grundwerk，‘‘Zen　no　feenkyu”（0ろer　das　Gute．1911）bis　zu　seiner　letzten　grossen　Abhandlung，
‘‘

aashotekironri°to　shudyotekisehaifeaガ（Ortslogile　und㎎1忽びsθWeltanschazaung，1945），in　seiner　gesamten　denkeri・

schen　BemUhung　fragt　Nishida　durchgehend　nach　dem　wahren　Selbst．　Seine　philosophische　Position　hat　sich　zwar

Etappe　fUr　Etappe　gewandelt，　welches　wohl　in　drei　Hauptphasen　unterschieden　werden　kann，　namlich　erstens“die

reine　Erfahrung”（“junsui　keiken”），　zweitens“das　Selbstbewusstsein”（“jikaku”）und　drittens　den“Ort”（“basho”）．

Man　k6nnte　leicht　meinen，　es　gehe　Nishida　nicht　um　das　Ich　qua　Subjekt，　sondern　vielmehr　um　das　sozusagen

“Nicht－lch”，　das　sich　vor　aller　Trennung　von　Subjekt　und　Objekt　befindet．　Nishidas　Grundfrage　beziehe　sich

ausschliesslich　auf　das“Nichts”und　zwar“das　absolute　Nichts”（“zettai　mu”）．

　　Aber　der　Ort，　worin　solche　Frage　sich　stellt，　ist　eben　das“Selbst”，　obwohl　die　Frage　nach　dem　Selbst　in　seinen

Schriften　nicht　so　sehr　thematisch　entfaltet　ist，　wie　die“absolut　widersprUchliche　Selbstidentitat”oder　das“absolute

Nichts”．　Das　Selbst　ist　dabei，　so　Nishida，　weder　ein　gegenstandliches　noch　ein　stat量sches　Ich．　Es　ist　vielmehr

daSjenige，　das　sich　in　sich　selbst　ausdrUckt　und　somit　ein　wirkendes，　d．h．　wirk－liches　ist．

　　Nishidas　philosophisches　Grundmotiv　ist　in　seiner　folgenden　Aussage　dargelegt：“lm　Beginn　der　Philosophie　muss

es　tiefste　Trauer　unseres　Lebens　geben”．　Nishida　fragt　nach　dem　Selbst，　Aber　in　welcher　WeiseP　Nicht　wie　man　in

den　westlichen　Wissenschaften　Philosophie　oder　Psychologie　vom　Ich，　Subjekt，　cogito，　res　cogitans　getrieben　hat（wie

etwa　Descartes　auf　seine　bahnbrechende　Weise　zeigte）．

　　Nishida　fragt　nicht　so，　dass　zunachst　das　Ich，　dann　vom　Ich　ausgehend　die　Welt　betrachtet　wUrde，　sondern　er

wendet　sich　der　Ganzheit　von　Ich　und　Welt　zu．　Das　Ich，　bzw．　Selbst　wird　von　Nishida　immer　in　der　Ganzheit

betrachtet，　die　in　sich　das　Selbst　und　die　Welt　ausdrUckend　enthalt．　Diese　Ganzheit　ist　nicht　eine　blosse　Lebenswelt，

sondern　die　Welt，　in　der　das　Leben　und　zugleich　der　Tod　geschieht．　Es　ist　fUr　die　Philosophie　entscheidend，　wie　tief

man　diese　ursprUngliche　Tatsache　erfassen　kann．


