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e
　
西
田
幾
多
郎
の
思
索
を
考
え
直
す
場
合
に
、
ま
ず
『
善
の
研
究
』
を
基
礎
に
し
、
し
か
も
通
常
と
異
な
っ
て
、
そ
の
第
三
編
の
「
善
」
の
箇
所
を
中
心
と
し
つ

つ
そ
の
基
本
思
想
を
捉
え
、
ま
た
、
こ
の
著
作
に
示
さ
れ
た
考
え
方
の
深
化
と
し
て
、
後
年
の
思
想
を
位
置
づ
け
な
が
ら
彼
の
思
索
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
口
　
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
、
善
と
は
、
「
心
の
爽
底
」
か
ら
湧
き
起
こ
る
「
内
面
的
要
求
の
声
」
に
聴
き
従
う
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
、
そ
の
「
直
接
経

験
」
が
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
た
。
そ
こ
に
西
田
の
思
想
の
根
本
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
生
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
内
面
的
要
求
を
完
全
に
充
足
さ
せ
る
こ
と

は
、
多
く
の
困
難
を
伴
い
、
そ
こ
に
矛
盾
や
対
立
が
生
じ
う
る
。
そ
う
し
た
葛
藤
の
経
験
の
う
ち
に
、
西
田
が
最
終
的
に
宗
教
に
赴
く
理
由
も
あ
る
。
臼
　
西
田
の
言

う
「
純
粋
経
験
」
と
は
、
根
本
的
に
は
、
「
心
の
爽
底
」
の
「
最
も
深
い
自
己
の
内
面
的
要
求
の
声
」
に
触
れ
、
そ
れ
に
聴
き
従
お
う
と
す
る
経
験
を
意
味
し
、
そ
れ

を
も
と
に
し
て
構
成
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
か
ら
確
証
さ
れ
う
る
。
そ
こ
に
、
「
意
志
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
心
の
「
深
き
奥
底
」
に

沈
潜
し
て
、
「
深
き
生
命
の
補
足
」
を
目
指
そ
う
と
し
た
西
田
哲
学
の
根
本
の
立
場
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
経
験
」
の
立
場
が
成
立
す
る
。
圏
　
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、

西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
「
独
立
自
全
の
真
実
在
」
は
、
「
矛
盾
」
や
「
対
立
」
を
含
み
な
が
ら
、
そ
の
全
体
を
分
化
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
「
統
＝
的
な
「
自
発
自
展
」

の
活
動
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
「
実
在
」
が
、
そ
の
後
、
「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」
「
自
覚
し
の
立
場
を
介
し
て
、
「
絶
対
無
し
の
「
場

所
」
と
捉
え
直
さ
れ
、
自
己
の
奥
底
に
、
「
歴
史
」
を
越
え
た
「
叡
智
的
世
界
」
を
見
る
考
え
方
を
生
み
出
す
。
し
か
し
、
や
が
て
西
田
は
、
「
社
会
的
・
歴
史
的
世

界
」
を
強
調
す
る
立
場
を
打
ち
出
し
、
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
や
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
を
説
き
、
個
人
を
そ
れ
の
自
己
限
定
と
し
て
捉
え
、
こ
う
し
た
「
世
界
」

こ
そ
我
々
が
そ
こ
に
「
撃
て
あ
る
」
場
所
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
。
け
れ
ど
も
、
同
時
に
や
は
り
西
田
は
、
「
我
々
は
明
日
の
運
命
も
分
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
、

世
界
の
底
に
、
「
底
な
き
底
」
と
し
て
の
「
無
」
を
見
、
「
絶
対
者
」
の
影
を
見
る
。
「
苦
悩
」
に
見
舞
わ
れ
、
「
悲
哀
」
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
我
々
に
と
っ
て
は
、

「
宗
教
的
」
世
界
が
や
は
り
究
極
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
田
　
こ
う
し
て
西
田
哲
学
は
、
最
終
的
に
は
、
人
間
に
お
け
る
「
宗
教
的
要
求
」
を
直
視
す
る
思
索
へ
と
収

敏
し
、
「
逆
対
応
的
」
に
絶
対
者
に
接
し
、
「
絶
対
無
」
の
立
場
に
立
っ
て
「
平
常
心
」
な
い
し
「
平
常
底
」
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
を
勧
め
る
、
宗
教
哲
学
的
な
思
索

と
し
て
結
晶
し
た
。
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幽
　
は
じ
め
に

考
察
の
狙
い

　
西
田
の
思
索
を
問
題
に
す
る
場
合
に
、
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
第
一
に
思
い
浮
か
ぶ
も
の
と
し
て
、
西
田

の
人
間
と
思
索
を
、
そ
の
生
涯
の
歩
み
や
思
索
の
展
開
過
程
の
面
で
、
解

釈
を
加
え
な
が
ら
で
は
あ
れ
、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
復
元
し
て
、
そ
の
あ

り
し
姿
を
能
う
限
り
客
観
的
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
歴
史
的
な
研
究
や
考

察
と
い
っ
た
種
類
の
扱
い
方
が
あ
る
。
こ
の
や
り
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
こ
で
、
そ
う
し
た
考
察
を

企
て
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
企
て
に
関

し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
ま
た
特
に
最
近
に
な
っ
て
、
す
で
に
幾
つ
か

の
優
れ
た
書
物
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、
そ
れ

と
は
逆
に
、
い
わ
ば
体
系
的
に
、
西
田
の
思
索
と
真
正
面
か
ら
対
決
し

て
、
こ
れ
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
そ
の
思
索
の
意
義
に
決
定
的
な
断
案
を

下
そ
う
と
す
る
類
い
の
考
察
の
仕
方
や
態
度
と
い
っ
た
も
の
も
考
え
ら
れ

る
。
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
こ
で
、
そ
う
し
た
試
み
を
す
る
つ
も
り
も
な
い

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
種
の
、
言
っ
て
み
れ
ば
や
や
大
袈
裟
、

大
仰
な
試
み
が
、
や
や
と
も
す
れ
ば
、
性
急
な
誤
解
や
勇
み
足
、
場
合
に

よ
っ
て
は
混
乱
を
生
み
出
す
だ
け
の
結
果
に
な
る
こ
と
を
、
私
は
恐
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
さ
ら
に
第
三
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
研
究

的
な
も
の
、
た
と
え
ば
西
田
哲
学
と
他
の
東
西
の
諸
思
想
と
の
関
連
や
比

較
、
あ
る
い
は
西
田
哲
学
研
究
史
の
追
跡
な
ど
、
種
々
の
特
殊
な
観
点
か

ら
す
る
研
究
や
考
察
と
い
っ
た
も
の
も
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
私
は
こ
こ
で
は
や
は
り
、
そ
う
し
た
こ
と
を
試
み
る
つ
も
り
も
な
い

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
は
当
面
、
特
殊
研
究
的
な
も
の
と
い
う
よ

り
は
む
し
ろ
、
西
田
の
思
索
態
度
と
そ
の
成
果
に
関
わ
る
一
般
的
な
事
柄

を
、
種
も
仕
掛
も
な
し
に
、
率
直
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　
あ
え
て
言
う
な
ら
、
私
は
、
西
田
の
幾
つ
か
の
重
要
な
著
作
を
繕
い
て

み
て
、
私
が
い
た
く
感
銘
を
受
け
、
共
感
を
覚
え
、
私
の
胸
の
う
ち
に
響

い
て
き
、
痛
切
に
私
の
心
に
訴
え
か
け
て
き
た
も
の
を
中
心
と
し
て
、
若

干
の
解
釈
を
交
え
な
が
ら
、
現
代
に
お
い
て
も
決
し
て
見
失
わ
れ
て
は
な

ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
否
む
し
ろ
大
切
に
見
守
ら
れ
、
継
承
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
の
、
西
田
の
思
索
の
重
要
な
側
面
を
指
摘
し
て
み
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
私
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
限
定
を
施
し
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
西
田
の
著
作
は
膨
大
で
あ
り
、
ま
た

難
解
で
あ
る
が
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
西
田
が
有
名
に
な
っ
た
の
は
、

『
善
の
研
究
』
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
、
こ
の
著
作
の
う
ち

に
、
西
田
の
す
べ
て
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
ほ
ど

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
以
下
で
は
、
『
善
の
研
究
』
の
根
本
思
想
を
基

軸
に
据
え
な
が
ら
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
な
お
若
干
、
そ
の
後
の
思
索
の
枠

組
み
を
も
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
西
田
の
思
索
一
般
が
も
つ
意
義
と
特
色
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に
つ
い
て
、
な
に
ほ
ど
か
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
い
う
こ
と
を
試
み
て
み
た

い
と
思
う
。

畷
善
の
研
究
幽
の
構
成

　
と
こ
ろ
で
、
『
善
の
研
究
』
は
、
西
田
自
身
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

「
第
二
編
第
三
編
」
が
先
に
出
来
て
、
そ
の
あ
と
で
「
第
一
編
第
四
編
」

が
付
加
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ω
）
。
し
か
も
、
こ
の
書
物
が
『
善

の
研
究
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
「
哲
学
的
研
究
が
そ
の
前
半
を
占
め

居
る
に
も
拘
ら
ず
、
人
生
の
問
題
が
中
心
」
（
鉢
）
だ
っ
た
か
ら
だ
と
明
言

さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
文
字
ど
お
り
「
善
」
を
論
じ
た
第
三
編

が
、
こ
の
書
物
の
「
中
心
」
（
駆
）
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思

う
。
と
こ
ろ
が
一
般
に
は
、
ど
う
も
そ
の
よ
う
に
は
見
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
書
物
が
、
禅
仏
教
の
「
禅
」
で
は
な
く
、

善
悪
の
「
善
」
を
論
ず
る
か
ら
こ
そ
、
『
善
の
研
究
』
と
名
づ
け
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
に
看
過
さ
れ
て
よ
い
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
「
中
心
」
課
題
（
鼻
）
は
、
人
間
い
か
に
生
き

る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
の
行
為
と
意
志
の
構
え
方
の
「
善
」
を
論
ず
る

と
こ
ろ
に
向
け
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「
善
」
の
論
定
に
先
立
っ
て
、
総
じ
て
そ
の
根
拠
と
も
な
る
べ
き
「
実
在
」

一
般
の
構
造
が
、
第
二
編
で
論
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
「
実

在
」
に
つ
い
て
論
究
し
う
る
立
場
の
根
拠
が
、
第
一
編
で
「
純
粋
経
験
」

も
し
く
は
「
直
接
経
験
」
の
立
場
と
し
て
提
起
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
う

し
た
立
場
か
ら
す
る
「
実
在
」
お
よ
び
「
善
」
の
究
明
の
結
果
、
「
人
生

の
問
題
」
を
論
ず
る
「
哲
学
の
終
結
」
が
「
宗
教
」
に
極
ま
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
（
。
。
）
、
第
四
編
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
逆
に
言
え

ば
、
「
純
粋
経
験
」
な
い
し
「
直
接
経
験
」
と
い
う
根
本
的
立
場
か
ら
、

「
実
在
」
と
「
善
」
と
を
論
じ
て
、
す
べ
て
の
「
人
生
の
問
題
」
の
「
終

結
」
を
「
宗
教
的
要
求
」
（
・
。
8
3
の
う
ち
に
収
敏
さ
せ
る
と
い
う
の

が
、
こ
の
書
物
に
お
け
る
西
田
の
思
索
の
根
本
態
度
で
あ
る
こ
と
は
、
明

ら
か
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
い
か
に
こ
の
書
物
が
、

西
田
自
身
も
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
「
心
理
主
義
的
」
な
「
意

識
の
立
場
」
（
①
）
を
免
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
ま
た
、
そ

の
後
の
西
田
の
思
索
が
、
い
か
に
「
自
覚
」
や
「
場
所
」
、
「
弁
証
法
的
一

般
者
」
や
「
行
為
的
直
観
」
、
さ
ら
に
は
「
歴
史
的
実
在
の
世
界
」
に
向

け
ら
れ
て
い
っ
た
と
し
て
も
（
①
h
）
、
『
善
の
研
究
』
に
現
れ
た
右
の
よ
う

な
思
索
の
態
度
、
つ
ま
り
、
「
人
生
の
問
題
」
を
真
正
面
か
ら
見
据
え
て
、

「
直
接
経
験
」
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
し
か
も
自
己
の
「
心
の
奥
底
」
（
お
O
）

を
深
く
掘
り
下
げ
つ
つ
、
「
実
在
」
と
「
善
」
と
「
宗
教
」
を
論
ず
る
と

い
う
思
索
の
態
度
は
、
終
生
、
西
田
哲
学
に
認
め
ら
れ
う
る
根
本
本
質
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
西
田
が
何
を
「
善
」
と
考
え
た
の
か
、

そ
の
確
認
か
ら
始
め
、
つ
い
で
、
「
純
粋
経
験
」
な
い
し
「
直
接
経
験
」

の
意
味
を
考
え
直
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
「
実
在
」
の
構
造
を
捉
え
直

し
、
最
後
に
若
干
、
「
宗
教
」
の
問
題
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
考
察
の
途
上
で
、
そ
の
つ
ど
必
要
に
応
じ
て
、
多
少
と
も



　
　
西
田
の
後
年
の
思
索
成
果
を
も
視
野
の
な
か
に
引
き
入
れ
て
み
た
い
と
考

㈹
え
て
い
る
・
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二
　
心
の
奥
底
に
響
く
内
面
的
要
求
の
声

善
と
は
何
か

　
さ
て
、
ま
ず
西
田
が
、
「
善
」
と
は
何
か
を
、
い
か
な
る
筋
道
で
明
ら

か
に
し
た
の
か
、
そ
の
論
述
の
過
程
を
こ
こ
で
詳
し
く
辿
り
直
す
必
要
は

な
い
と
思
う
。
そ
の
議
論
の
基
本
の
要
点
だ
け
を
、
い
ま
ご
く
簡
単
に
言

え
ば
、
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
「
善
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
は
、
「
行
為
」
（
型
崩
）
を
論
ず

る
こ
と
で
あ
り
、
「
行
為
」
を
論
ず
る
と
は
、
「
内
面
的
意
識
現
象
た
る
意

志
」
（
露
り
）
を
論
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
「
意
志
」
は
、

「
心
理
的
に
い
え
ば
意
識
の
一
現
象
」
（
お
。
。
）
に
す
ぎ
な
い
が
、
実
は
、

そ
れ
こ
そ
は
、
「
我
々
の
意
識
の
最
も
深
き
統
一
力
」
も
し
く
は
「
実
在

統
一
力
の
最
も
深
遠
な
る
発
現
」
（
一
。
。
↓
）
で
あ
り
、
「
そ
の
本
体
に
お
い

て
は
実
在
の
根
本
」
（
お
。
。
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
志
が
、
「
全
く
原
因
」
も
な
く
「
偶
然
」
に
振
る

舞
う
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
た
ん
に
「
外
の
束
縛
を
受
け
な
い
」
だ
け
な

の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
「
己
自
身
の
法
則
に
従
う
て
働
」
く
、
内
面
的
な

「
必
然
的
自
由
」
こ
そ
が
、
真
の
「
意
志
の
自
由
」
だ
と
し
て
（
＝
卜
。
）
、

西
田
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
自
由
論
』
の
議
論
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
論
拠

を
挙
げ
て
、
「
自
己
の
自
然
に
従
う
」
（
一
癒
）
意
志
の
自
由
を
強
調
す
る

の
で
あ
る
。
で
は
、
い
か
な
る
仕
方
で
、
こ
の
意
志
の
自
由
な
自
己
決
定

が
行
わ
れ
れ
ば
、
「
善
」
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
西
田
は
、
既
存
の
倫
理
学
説
を

種
々
検
討
し
た
あ
と
、
結
局
、
最
終
的
に
は
、
「
自
律
的
倫
理
学
」
の
な

か
の
「
活
動
説
」
（
蕊
け
＝
①
h
h
）
を
、
自
己
の
立
場
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
い
っ
た
い
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
「
意
識
の
根
本
的
統
一
作
用
」
も

し
く
は
「
実
在
の
根
本
た
る
統
一
力
の
発
現
」
（
一
望
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
意
志
の
発
展
完
成
」
（
ミ
。
。
）
を
、
「
善
」
と
見
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
意
識
の
「
全
体
を
統
一
す
る
最
深
な
る
統
一

力
」
が
、
ま
た
「
自
己
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
意
志
」
と
は
、
こ
の
自
己

の
力
を
「
最
も
能
く
」
表
し
た
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
（
一
。
。
O
）
、
「
善
」
と

は
、
「
自
己
の
発
展
完
成
」
（
一
。
。
O
）
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
自
己
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
皮
相
な
、
ま
た
分
裂
し
た
自
己

で
は
な
く
、
深
く
統
一
的
な
自
己
で
あ
り
、
し
か
も
実
在
と
一
致
し
た
自

己
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
統
一
力
」
を
そ
な
え
た
自
己

は
、
ま
た
「
人
格
」
（
一
。
。
↓
）
と
も
呼
ば
れ
る
か
ら
、
「
善
」
と
は
、
「
人
格

の
実
現
」
の
こ
と
で
あ
り
（
一
。
。
⑩
）
、
そ
し
て
同
時
に
、
「
実
在
の
根
抵
に

お
け
る
無
限
な
る
統
一
力
」
へ
の
「
合
一
」
（
｝
。
。
⑩
）
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
「
善
」
は
、
「
幸
福
」
（
由
り
）
と
結
び
つ
き
、

ま
た
「
美
」
で
も
あ
り
（
一
。
。
O
）
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
自
己
の
真
実
在
と
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一
致
」
し
た
あ
り
方
と
し
て
、
「
自
己
の
真
を
知
る
こ
と
」
（
一
。
。
一
）
で
も

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
知
識
」
と
「
情
意
」
と
を
統
合
し
た
形
で
「
真
」

実
を
「
体
得
」
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一
。
。
一
）
。

内
面
的
要
求
と
い
う
直
接
経
験

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
根
源
的
自
己
な
い
し
人
格
の
実
現
と
し
て
の
善

を
、
い
か
に
し
て
人
は
具
体
的
に
み
ず
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
、
い
か
に

す
れ
ば
そ
う
し
た
善
行
為
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
問
う
た
と
き
、
こ
こ
で
西
田
が
、
き
わ
め
て
簡
明
直
裁
に
、
ま
た
見

逃
し
え
な
い
き
わ
め
て
重
要
な
仕
方
で
、
自
分
の
思
索
の
根
本
主
題
を
率

直
に
告
白
す
る
こ
と
に
、
人
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
西
田
は
言
う
。
「
人
格
」
と
は
、
「
心
の
奥
底
よ
り
現
わ
れ
来
っ
て
、
徐

に
全
心
を
包
容
す
る
一
種
の
内
面
的
要
求
の
声
」
（
δ
O
）
で
あ
る
、
と
。

し
た
が
っ
て
、
「
善
行
為
」
と
は
、
「
自
己
の
内
面
的
必
然
よ
り
起
る
行

為
」
（
一
⑩
O
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
心
の
奥

底
」
か
ら
湧
き
上
が
る
全
人
格
的
な
「
内
面
的
要
求
」
は
、
い
か
に
し
て

「
自
覚
」
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は
端
的
に
こ
う
答
え
る
。
そ
う

し
た
「
我
々
の
全
人
格
の
要
求
は
我
々
が
未
だ
思
慮
分
別
せ
ざ
る
直
接
経

験
の
状
態
に
お
い
て
の
み
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
お
O
）
、
と
。

　
こ
こ
で
、
「
思
慮
分
別
せ
ざ
る
」
「
直
接
経
験
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
と
思
う
。
「
直
接
経
験
」
は
、
西
田
に
お
い
て
、

「
純
粋
経
験
」
と
「
同
一
」
で
あ
る
（
お
）
。
し
て
み
れ
ば
、
西
田
は
い

ま
、
「
純
粋
経
験
」
な
い
し
「
直
接
経
験
」
の
立
場
に
お
い
て
、
自
己
の

「
心
の
奥
底
」
と
向
き
合
い
、
そ
の
「
奥
底
」
か
ら
響
い
て
く
る
「
自
己
」

の
「
必
然
的
」
な
「
内
面
的
要
求
の
声
」
に
耳
を
傾
け
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
実
際
、
西
田
は
、
「
善
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
そ
の
発
端
か
ら
、

こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
意
識
の
直
接
経
験
」
に
立
ち
帰
り
、
そ
の
「
意
識

の
内
面
的
要
求
」
に
聴
き
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
（
ミ
①
）
、
自
分
は
、
価
値

判
断
の
根
本
を
見
定
め
よ
う
と
思
う
、
と
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
「
善
」
と
は
、
「
我
々
の
内
面
的
要
求
」
な
い
し
「
理
想
の

実
現
」
な
い
し
「
意
志
の
発
展
完
成
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見
る
「
活
動

説
」
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
一
溜
○
。
）
。
西
田
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
最
も
深
き
自
己
の
内
面
的
要
求
の
声
」
よ
り
も
、
人
生
に
お
い
て
「
厳

な
る
も
の
」
は
な
い
（
薫
り
）
、
と
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
自
己
の
心
の
「
深

き
奥
底
」
（
り
①
羅
h
）
よ
り
湧
き
起
こ
る
、
峻
厳
な
る
「
内
面
的
要
求
の

声
」
に
聴
き
従
う
こ
と
の
う
ち
に
の
み
、
こ
の
人
生
を
い
か
に
生
き
る
べ

き
か
と
い
う
根
本
問
題
の
謎
を
解
く
鍵
が
潜
む
と
、
西
田
は
考
え
て
い
た

と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

西
田
に
お
け
る
深
さ
の
思
考

　
こ
こ
で
、
一
、
二
の
注
釈
を
差
し
挟
ん
で
お
き
た
い
。
ま
ず
私
は
、
こ

の
よ
う
な
西
田
の
考
え
方
に
深
い
共
鳴
を
覚
え
、
満
腔
の
賛
意
を
表
明
す

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
内
面
的
要
求
の
自
覚
と

実
践
を
最
高
の
価
値
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
西
田
の
思
想
が
、
明
治
四
十

四
年
と
い
う
日
本
近
代
化
の
時
点
に
お
い
て
、
人
々
に
大
き
な
共
感
を
呼

び
、
広
く
世
間
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
を
な
し
た
の
で
は
な
い
か
と
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さ
え
私
は
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
か
ら
九
十
年
後
の
現
代
に
お

い
て
も
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
己
や
人
格
の
奥
底
を
見
つ
め
る
「
深

さ
」
の
思
考
を
失
っ
た
皮
相
で
画
一
的
な
現
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
う
し

た
自
己
の
内
面
の
奥
底
を
見
つ
め
る
西
田
の
思
索
が
、
い
ま
こ
そ
、
い
っ

そ
う
重
視
さ
れ
、
取
り
返
さ
れ
、
継
承
発
展
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
、
私
自
身
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
、

西
田
の
思
索
を
受
け
止
め
解
釈
す
る
際
の
ひ
と
つ
の
立
場
と
し
て
、
上
述

来
の
こ
と
か
ら
も
十
分
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
田
の
言
う
「
純
粋
経

験
」
な
い
し
「
直
接
経
験
」
と
は
、
最
も
根
本
的
に
は
、
あ
る
い
は
最
も

優
れ
た
形
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
「
心
の
奥
底
」
（
お
O
）
と
向
き

合
っ
て
、
「
最
も
深
き
自
己
の
内
面
的
要
求
の
声
」
（
一
お
）
に
触
れ
、
そ

れ
に
耳
を
傾
け
、
聴
き
従
お
う
と
す
る
経
験
を
意
味
し
、
そ
れ
を
も
と
に

し
て
構
成
さ
れ
た
考
え
方
で
は
な
い
の
か
と
、
私
自
身
は
解
釈
し
て
み
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
む
ろ
ん
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ

て
、
西
田
の
言
う
「
直
接
経
験
」
が
何
で
あ
る
の
か
を
省
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
立
ち
入
る
の
に
先
立
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な

自
己
の
内
面
的
必
然
性
に
聴
き
従
お
う
と
す
る
「
善
」
の
考
え
方
に
伴
う

問
題
点
に
つ
い
て
、
若
干
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

真
実
在
と
合
致
し
た
生
き
方

　
ま
ず
、
「
自
己
の
内
面
的
必
然
性
」
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
勧
め
ば
、

「
放
縦
無
頼
」
の
教
え
に
堕
す
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う

疑
念
が
、
当
然
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
（
一
臼
）
。
こ
れ
に
対
す
る
西
田
の

答
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
盲
目
的
衝
動
」
に
従
う
こ
と
で
は
な
く
、

自
己
の
「
最
も
厳
粛
」
か
つ
・
「
真
摯
」
な
「
内
面
的
要
求
」
に
従
う
こ
と

で
あ
り
、
「
知
情
意
合
一
の
上
の
要
求
」
に
聴
き
従
う
実
践
、
つ
ま
り

「
自
己
の
知
を
尽
し
情
を
尽
し
た
上
」
で
の
「
至
誠
」
の
実
践
で
あ
る
、

と
さ
れ
て
い
る
（
お
一
h
）
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
真
の
人
格
の
活
動
」
に
お

い
て
は
、
小
さ
な
「
自
己
の
意
識
が
無
く
」
な
る
の
で
あ
り
（
陣
箪
）
、

「
自
己
の
主
観
的
空
想
を
消
磨
し
尽
し
て
全
然
物
と
一
致
し
た
る
処
」
、
そ

う
し
た
「
客
観
」
と
の
コ
致
」
の
う
ち
で
こ
そ
、
「
自
己
を
実
現
す
る
」

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
お
ト
。
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
主
客
相

没
し
物
我
相
忘
れ
天
地
唯
一
実
在
の
活
動
あ
る
の
み
」
と
い
っ
た
境
涯
に

お
い
て
こ
そ
、
自
己
実
現
な
い
し
「
善
行
の
極
致
」
は
達
成
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
る
（
お
ω
）
。
別
言
す
れ
ぼ
、
「
人
格
」
の
「
全
体
」
は
、
「
知
情
意

の
分
別
な
く
主
客
の
隔
離
な
く
独
立
自
全
な
る
意
識
本
来
の
状
態
」
に
お

い
て
こ
そ
現
れ
、
人
格
は
「
各
人
の
内
よ
り
直
接
に
自
発
的
に
活
動
す
る

無
限
の
統
一
力
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
唯
一
実
在
」
で
あ
る
「
宇
宙
統

一
力
の
発
動
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
一
〇
。
○
。
）
。
し
た
が
っ
て
、

「
真
の
善
」
と
は
、
「
真
の
自
己
を
知
」
り
、
「
宇
宙
の
本
体
と
融
合
し
」
、

「
主
客
合
一
の
力
を
自
得
」
し
（
・
。
O
①
）
、
「
自
己
の
真
実
在
と
一
致
」

（一

B。
黶j

ｵ
た
生
き
方
の
実
践
に
極
ま
っ
て
ゆ
く
。
西
田
の
う
ち
に
は
、
こ

の
よ
う
に
、
「
知
識
と
情
意
」
と
を
土
ハ
に
満
足
さ
せ
た
そ
の
コ
致
」
に

お
い
て
（
語
h
●
溝
。
。
｝
）
、
し
か
も
、
自
己
の
「
心
の
奥
底
」
（
お
O
）
を
通
じ

て
「
真
実
在
」
と
合
致
し
た
そ
の
「
主
客
合
一
」
（
N
O
①
）
の
極
致
の
う
ち
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で
、
自
己
の
人
生
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
真
摯
な
思
索
的
探
究
が
、
強
靱

に
働
い
て
い
る
。

西
風
の
思
索
に
伴
う
困
難

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方
は
、
実
人
生
の
な
か
で
容
易
に

実
現
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
を
率
直
に
言
う
な
ら
、
否
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
西
田
も
、
実
際
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
、
ま
ず
、
個
人
と
し
て
の
人
生
を
考
え
た
場

合
、
人
は
、
容
易
に
自
己
の
う
ち
に
「
知
情
意
」
の
分
裂
や
葛
藤
を
味
わ

う
し
、
実
際
、
西
田
も
、
近
代
人
は
「
知
識
」
の
面
が
肥
大
し
て
「
知
識

と
情
意
と
の
統
一
が
困
難
」
（
①
O
）
に
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
実
人
生
に
お
い
て
人
は
、
先
ほ
ど
も
説
か
れ
て
い
た
よ
う

に
、
「
主
観
的
空
想
」
を
捨
て
て
、
で
き
る
だ
け
「
真
実
在
」
と
合
致
し

た
「
客
観
的
」
な
行
為
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
が
、
や
が
て
す
ぐ
に
自
己

の
独
断
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
自
己
と
実
在
と
の
分
裂
や
乖
離
を
知
っ
て
、

果
て
し
な
く
軌
道
修
正
を
強
い
ら
れ
、
ど
こ
ま
で
も
「
自
己
の
真
実
在
」

と
の
コ
致
」
（
一
。
。
一
）
を
追
究
す
る
、
終
わ
り
な
い
分
裂
と
統
一
の
循
環

運
動
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
の
が
実
情
で
あ
る
と
思
う
。
だ
か

ら
、
西
田
も
、
宗
教
を
論
ず
る
箇
所
で
言
っ
て
い
る
。
「
個
人
的
生
命
は

必
ず
外
は
世
界
と
衝
突
し
内
は
自
ら
矛
盾
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
・
。
ε
、

と
。　

も
ち
ろ
ん
、
西
田
は
、
そ
う
し
た
現
実
の
分
裂
の
事
態
よ
り
は
、
「
知

情
意
」
の
別
な
く
「
自
己
の
真
実
在
と
一
致
」
し
た
（
一
。
。
一
）
、
統
一
的
な

理
念
を
強
調
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
と
思
う
。
実
際
、
西
田
は
、
「
実

在
の
無
限
な
る
統
一
力
の
発
現
」
で
あ
る
「
個
人
性
の
実
現
」
こ
そ
が
、

「
最
も
大
切
」
な
、
ま
た
「
最
も
直
接
な
る
善
」
で
あ
る
と
語
り
、
「
能
く

自
分
の
本
色
を
発
揮
し
た
人
が
偉
大
で
あ
る
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る

（一

ﾜ
）
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
人
が
稀
で
あ
り
、
実
人
生
に
お
い
て
は
、

多
く
の
人
が
、
不
満
足
や
苦
悩
に
捕
ら
わ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
も
、
決

し
て
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
だ
か
ら
こ

そ
西
田
も
後
年
、
幾
つ
か
の
箇
所
で
、
印
象
深
く
、
「
人
世
」
の
「
苦
悩
」

（
臼
』
㎝
。
。
）
や
、
「
人
生
の
悲
哀
、
そ
の
自
己
矛
盾
」
（
H
舅
器
。
。
）
に
つ
い

て
、
縷
々
語
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
問
題
を
個
人
を
越
え
て
、
「
人
が
人
に
対

す
る
場
合
」
（
お
。
。
）
に
広
げ
、
社
会
的
歴
史
的
な
場
面
に
拡
大
し
て
考
え

る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
、
実
人
生
に
お
い
て
、
分
裂
や
葛
藤
が
生
じ
て
く

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
西
田
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
分
裂
の
現
実
よ
り
は
、
統

一
の
理
念
を
語
る
傾
向
が
濃
厚
で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
は
、

西
田
は
、
「
客
観
と
一
致
す
る
」
こ
と
を
広
く
「
愛
」
と
呼
び
、
「
愛
」
は

「
自
他
一
致
の
感
情
」
だ
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
「
自
然
」
に
対
し
て
も

「
愛
」
が
可
能
だ
と
見
て
い
る
（
お
昏
。
h
●
）
。
し
か
し
、
大
事
な
の
は
、
む
ろ

ん
、
「
人
が
人
に
対
す
る
場
合
」
の
「
愛
」
で
あ
ろ
う
（
お
。
。
）
。
し
か
も
、

西
田
は
、
こ
の
場
合
、
他
者
と
共
に
あ
る
「
社
会
的
意
識
」
（
お
↓
h
◆
）
を
、
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き
わ
め
て
強
調
し
て
い
る
。
す
で
に
そ
こ
に
、
晩
年
の
「
社
会
的
・
歴
史

的
実
在
」
の
考
え
方
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
田
は
、
　
一
方
で
「
個
人
」
を
重
視
す
る
が

（
お
①
）
、
他
方
で
は
、
「
個
人
主
義
」
は
「
共
同
主
義
」
と
「
一
致
」

（
お
の
）
す
る
と
見
る
ば
か
り
か
、
「
個
人
的
意
識
」
は
「
社
会
的
意
識
」

の
な
か
で
こ
そ
「
発
生
」
し
、
「
養
成
」
さ
れ
、
そ
の
「
一
細
胞
」
に
す

ぎ
な
い
と
述
べ
（
お
↓
）
、
「
社
会
的
意
識
」
を
コ
つ
の
生
き
た
実
在
」

（
お
。
。
）
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
分
の
人
格
が
偉

大
と
な
る
に
従
う
て
、
自
己
の
要
求
が
社
会
的
と
な
っ
て
く
る
」
（
お
⑩
）

と
西
田
は
述
べ
て
、
「
家
族
」
（
お
Φ
）
や
、
ま
た
「
共
同
意
識
の
意
志
の

発
現
し
で
あ
る
「
国
家
」
（
・
。
8
）
や
、
さ
ら
に
は
「
人
類
的
社
会
の
団

結
」
（
・
。
ε
、
そ
う
し
た
「
人
類
一
般
の
統
一
的
発
達
」
（
凹
8
）
と
い
っ

た
こ
と
も
、
話
題
に
し
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
後
年
の
論
文
「
私
と
汝
」
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
「
社

会
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
自
己
自
身
の
内
に
絶
対
の
他
を
見
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
（
り
。
。
一
。
。
）
、
い
か
に
そ
こ
に
「
互
に
反
響
し
合

う
」
「
応
答
」
（
ヅ
。
。
お
）
が
あ
る
に
は
し
て
も
、
自
己
と
他
者
と
の
分
裂

が
、
そ
の
根
底
に
潜
む
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ

ば
、
こ
こ
で
も
現
実
の
歴
史
的
社
会
が
、
対
立
と
葛
藤
を
含
む
容
易
な
ら

ざ
る
も
の
と
し
て
出
現
し
て
く
る
可
能
性
は
、
い
つ
の
世
に
も
否
定
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
西
田
は
、
個
人
や
歴
史
的
社

会
の
実
践
の
場
の
根
底
に
、
「
知
情
意
」
の
す
べ
て
を
含
め
「
自
己
の
真

実
在
と
一
致
」
し
（
一
・
。
一
）
、
「
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
」
し
た
、
「
永
遠
の

真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
」
「
宗
教
的
要
求
」
の
場
面
（
邸
8
）
を
考
え
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
点
に
立
ち
入
る
ま
え
に
、
こ
こ
で
先
ほ
ど
問
い
残
し
て

お
い
た
「
純
粋
経
験
」
な
い
し
「
直
接
経
験
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干

考
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

三
　
純
粋
経
験
の
意
味

　
先
ほ
ど
私
は
、
西
田
の
言
う
「
純
粋
経
験
」
な
い
し
「
直
接
経
験
」
と

は
、
最
も
根
本
的
、
あ
る
い
は
最
も
優
れ
た
形
で
は
、
自
己
の
「
心
の
奥

底
」
（
一
り
O
）
と
向
き
合
っ
て
「
最
も
深
き
自
己
の
内
面
的
要
求
の
声
」

（
嵩
り
）
に
触
れ
、
そ
れ
に
聴
き
従
お
う
と
す
る
経
験
を
意
味
し
、
そ
れ
を

も
と
に
し
て
構
成
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
と
言
っ
た
。
果
た
し
て
そ
う
解

釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
釈
の
含
み
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

も
、
こ
こ
で
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
、
「
純
粋
経
験
」
に
関
す
る
幾
つ
か

の
重
要
な
論
点
に
触
れ
、
西
田
の
拠
っ
て
立
つ
哲
学
的
立
場
を
明
確
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

e
　
深
き
生
命
と
の
一
体
化

　
ま
ず
西
田
に
お
い
て
、
「
純
粋
経
験
」
は
「
直
接
経
験
」
と
「
同
一
」

で
あ
り
（
邑
、
ま
た
そ
れ
は
「
直
覚
的
経
験
の
事
実
」
（
露
）
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
経
験
す
る
」
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と
は
「
事
実
其
儘
に
知
る
」
こ
と
、
「
純
粋
」
と
は
「
真
に
経
験
其
儘
の

状
態
」
の
こ
と
（
邑
、
し
た
が
っ
て
、
「
純
粋
経
験
」
な
い
し
「
直
接
経

験
」
と
は
、
経
験
の
働
き
と
一
体
化
し
て
そ
の
経
験
の
事
実
を
そ
の
ま
ま

に
知
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
、
そ
れ
は
、
何
の

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
や
や
結
論
の
方
向
を
先
取
り
す
る
よ
う
だ

が
、
西
田
が
第
一
編
の
最
後
の
ほ
う
で
言
っ
て
い
る
こ
と
を
い
ま
引
き
合

い
に
出
せ
ば
、
「
我
々
の
純
粋
経
験
の
状
態
を
一
層
深
く
大
き
く
し
た
者
」

を
、
西
田
は
そ
こ
で
「
知
的
直
観
」
（
㎝
。
。
）
と
呼
び
、
「
知
的
直
観
」
こ
そ

は
、
「
純
粋
経
験
に
お
け
る
統
一
作
用
其
者
」
で
あ
り
、
端
的
に
言
っ
て

「
生
命
の
捕
捉
」
（
㎝
・
。
）
で
あ
る
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
生
命
の

捕
捉
」
は
、
最
後
に
は
「
知
識
お
よ
び
意
志
の
根
抵
に
横
わ
れ
る
深
遠
な

る
統
一
」
の
「
自
得
」
へ
と
進
み
、
こ
う
し
て
「
深
き
生
命
の
捕
捉
」
へ

と
向
か
っ
て
ゆ
く
と
西
田
は
言
っ
て
い
る
（
㎝
①
）
。
西
田
が
「
純
粋
経
験
」

と
言
う
と
き
、
こ
の
よ
う
な
「
深
き
生
命
」
そ
の
も
の
の
働
き
を
、
そ
れ

と
一
体
化
し
つ
つ
見
つ
め
、
知
り
、
自
得
す
る
と
い
う
「
知
的
直
観
」
、

す
な
わ
ち
、
「
深
き
生
命
の
捕
捉
」
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
決
し

て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
立
場
は
や
が
て
、
『
自
覚
に
於
け
る

直
観
と
反
省
』
の
冒
頭
に
フ
ィ
ヒ
テ
や
ロ
イ
ス
を
引
い
て
言
わ
れ
る
よ
う

に
（
い
一
①
）
、
自
己
の
う
ち
に
そ
の
深
き
生
命
を
捕
捉
し
映
し
出
す
と
こ

ろ
の
、
「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」
（
H
詰
）
自
覚
の
立
場
と
な
り
、
そ

の
後
に
は
、
お
の
れ
を
「
無
」
に
し
て
す
べ
て
を
「
映
す
鏡
」
（
り
。
。
卜
。
）
、

そ
う
し
た
「
真
の
無
」
の
「
場
所
」
（
尉
。
。
N
）
に
立
つ
態
度
へ
と
発
展
し
、

そ
こ
で
お
の
れ
を
「
表
現
」
（
臼
μ
。
。
O
）
し
て
く
る
も
の
を
見
つ
め
、
さ

ら
に
は
そ
の
「
呼
声
」
（
H
H
旨
。
。
刈
）
に
応
じ
て
生
き
る
と
い
う
考
え
方
へ
と

発
展
し
、
つ
い
に
は
、
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
向
か
う
「
行

為
的
直
観
」
（
H
り
q
。
O
牒
h
）
へ
と
転
じ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
見
や
す
い
道
理
で

あ
る
と
思
う
。

⇔
　
感
覚
や
知
覚
で
な
く
意
志
が
重
要

　
と
こ
ろ
で
、
『
善
の
研
究
』
で
は
、
こ
う
し
た
「
純
粋
経
験
」
の
具
体

的
場
合
と
し
て
、
「
た
と
え
ば
」
と
い
う
形
で
、
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹

那
」
（
｝
ω
）
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
う
し
た
「
感
覚
」
や
「
知
覚
」
が
「
純
粋

経
験
の
事
実
」
に
「
属
す
る
」
（
置
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
は
他
方
で
、
す
ぐ
そ
の
あ
と

で
、
純
粋
経
験
は
「
必
ず
し
も
単
一
な
る
感
覚
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
」
（
｝
①
）

と
言
い
、
ま
た
、
「
直
覚
」
と
は
「
単
に
感
覚
と
か
い
う
作
用
の
み
を
い

う
の
で
は
な
い
」
（
①
α
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、

実
は
西
田
に
お
い
て
は
、
感
覚
や
知
覚
の
み
な
ら
ず
、
「
凡
て
の
精
神
現

象
」
が
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
竃
）
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
西
田
は
第
二
編
に

至
る
と
、
「
我
々
の
直
接
経
験
の
事
実
に
お
い
て
は
純
粋
感
覚
な
る
者
は

な
い
」
（
刈
G
。
）
と
さ
え
断
言
す
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
純
粋
感

覚
」
は
す
で
に
簡
単
な
「
知
覚
」
で
あ
り
（
刈
G
。
）
、
「
知
覚
」
は
す
で
に

「
能
動
的
」
要
素
を
含
み
（
↓
。
。
）
、
そ
こ
に
は
も
と
も
と
、
「
知
情
意
」
の

す
べ
て
が
分
か
ち
難
い
形
で
渾
然
一
体
と
な
っ
た
「
意
識
現
象
」
の
全
体
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が
、
そ
の
影
を
落
と
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
鳶
）
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
西
田
は
、
つ
い
に
は
、
知
情
意
の
う
ち
、
「
意
志
が
そ
の
最
も
根
本

的
な
る
形
式
で
あ
る
」
と
断
定
し
、
「
意
志
が
純
粋
経
験
の
事
実
で
あ
る
」

と
言
い
放
つ
に
至
る
（
鳶
）
。
「
意
志
」
こ
そ
が
す
べ
て
の
「
意
識
の
原

形
」
（
。
。
O
）
で
あ
り
、
す
べ
て
の
「
意
識
」
は
「
意
志
と
同
一
の
形
式
」

に
よ
っ
て
成
立
し
（
。
。
陣
）
、
し
か
も
こ
う
し
た
「
意
志
」
こ
そ
は
、
「
心
理

的
に
い
え
ば
意
識
の
一
現
象
」
だ
が
、
「
そ
の
本
体
に
お
い
て
は
実
在
の

根
本
」
（
一
ω
。
。
）
で
あ
る
と
西
田
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
西
田

は
、
「
意
志
」
の
形
で
働
く
「
実
在
」
の
「
直
接
経
験
」
の
事
実
を
、
あ

り
の
ま
ま
に
見
つ
め
、
直
観
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
純
粋
経
験
」
の
具
体
像

を
見
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
、
自
己

の
「
心
の
奥
底
」
（
お
O
）
に
「
最
も
深
き
自
己
の
内
面
的
要
求
の
声
」

（
二
⑩
）
を
聴
く
こ
と
と
直
結
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

㊨
　
意
志
の
根
底
に
潜
む
直
観

　
右
の
点
は
、
『
善
の
研
究
』
に
続
い
て
著
さ
れ
た
諸
著
作
、
す
な
わ
ち

『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
や
『
意
識
の
問
題
』
や
『
働
く
も
の
か

ら
見
る
も
の
へ
』
な
ど
で
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
た
と

え
ば
、
「
直
接
経
験
」
を
「
単
な
る
感
覚
の
世
界
の
如
き
も
の
と
考
え
る
」

の
は
「
誤
っ
て
い
る
」
と
断
定
さ
れ
（
ロ
一
）
、
「
直
接
に
与
え
ら
れ
る
も

の
」
と
は
、
「
普
通
に
考
え
ら
れ
る
如
き
感
覚
と
か
知
覚
と
か
い
う
如
き

も
の
で
は
な
」
い
と
述
べ
ら
れ
（
H
堕
。
。
“
）
、
「
感
覚
」
や
「
知
覚
」
を
直
接

経
験
と
す
る
考
え
方
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
「
直
接
経
験
の
世

界
」
と
は
、
「
絶
対
自
由
の
意
志
の
世
界
」
（
囲
鴇
一
世
・
。
P
。
。
陣
）
と
断
言
さ
れ

て
い
る
。
「
意
識
は
感
覚
の
形
に
於
て
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
意
志
の
形

に
於
て
始
ま
る
」
（
国
u
嫡
）
と
さ
れ
、
「
知
覚
」
は
我
々
の
「
意
志
」
や

「
人
格
の
一
部
」
（
旨
』
露
）
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
特
に
「
三
十
九
」
以
下
で
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
真
実
在
は
、
「
意
志
」
の
要
求
の
う
ち
で

「
自
覚
」
さ
れ
、
「
達
し
得
べ
か
ら
ざ
る
内
容
の
無
限
」
を
秘
め
た
「
海
の

底
」
の
よ
う
な
「
現
実
」
な
い
し
「
実
在
」
は
、
「
絶
対
自
由
の
意
志
」

に
お
い
て
成
立
し
、
そ
こ
に
「
内
面
的
必
然
」
に
貫
か
れ
た
「
豊
富
な
る

人
格
的
統
＝
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
口
』
①
O
』
三
目
こ
昏
。
。
。
蜘
』
り
9
G
。
8
）
。

あ
る
い
は
、
『
意
識
の
問
題
』
に
お
い
て
も
、
、
「
精
神
現
象
」
は
「
内
面
的

必
然
」
に
よ
っ
て
推
移
す
る
作
用
の
現
象
で
あ
り
、
「
意
志
」
が
「
意
識

の
具
体
的
基
礎
」
と
さ
れ
、
そ
の
意
志
の
自
己
実
現
の
行
く
先
は
、
自
己

の
外
で
は
な
く
、
「
自
己
の
深
き
根
抵
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
田
導

潤
し
。
。
μ
㎝
。
。
）
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

「
意
志
」
を
強
調
す
る
と
き
で
も
、
西
田
は
、
「
意
志
の
根
抵
に
直
観
を
考

え
」
（
岡
導
・
。
。
。
）
、
あ
く
ま
で
も
、
意
志
的
に
働
く
も
の
の
根
底
に
、
そ
れ
自

身
は
「
無
」
に
し
て
、
そ
れ
で
い
て
「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
も
の
」

が
あ
る
と
考
え
、
す
べ
て
の
も
の
を
こ
の
も
の
の
「
影
」
と
し
て
見
る
と

い
う
直
観
的
な
思
想
的
立
場
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
（
H
噂
ω
①
）
。
西
田
は
あ
く
ま
で
、
「
深
き
生
命
の
捕
捉
」
（
㎝
①
）
、
い
わ

ば
自
己
の
「
心
の
奥
底
」
（
お
O
）
の
「
最
も
深
き
自
己
の
内
面
的
要
求
の
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声
」
（
ミ
⑩
）
を
聴
き
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
と
い
う
立
場
を
終
始
堅
持
し
て

い
た
と
思
う
。

四
　
意
志
を
中
心
と
し
て
す
べ
て
の
精
神
現
象
が
純
粋
経
験

　
以
上
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
西
田
は
、
再
び
元
に
戻
れ
ば
、
『
善
の
研

究
』
に
お
い
て
も
、
「
感
覚
」
や
「
知
覚
」
や
、
ま
た
「
概
念
」
的
知
や

「
感
情
」
や
「
意
志
」
な
ど
の
「
凡
の
精
神
現
象
」
（
置
ご
が
、
そ
れ
が

生
き
生
き
と
し
た
生
命
の
「
現
在
意
識
」
（
一
㎝
）
に
お
い
て
、
「
直
接
」
的

な
「
具
体
的
意
識
」
の
「
厳
密
な
る
統
一
」
（
嵩
）
の
う
ち
で
流
れ
つ
つ

あ
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
「
意
識
」
が
「
他
よ
り
妨
げ
ら
れ
ぬ

時
」
（
一
。
Q
h
）
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
意
識
」
が
「
体
系
的
発
展
」

を
遂
げ
、
「
統
一
」
的
に
「
自
ら
発
展
す
る
時
」
（
嵩
）
、
つ
ま
り
、
「
意
識

の
体
系
」
と
い
う
「
統
一
的
導
者
」
が
「
秩
序
的
に
分
化
発
展
し
、
そ
の

全
体
を
実
現
す
る
」
と
き
（
一
。
。
）
、
そ
の
「
統
一
作
用
が
働
い
て
い
る
間
」

は
（
§
、
「
意
識
の
縁
量
」
や
「
経
験
的
事
実
間
に
お
け
る
種
々
の
関
係

の
意
識
」
を
も
含
め
て
（
§
、
み
な
「
純
粋
経
験
」
の
な
か
に
入
る
と

言
う
の
で
あ
る
（
一
ゴ
邑
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
「
意
識
の
根
本
形
式
」

は
「
意
志
」
で
あ
り
、
「
意
識
発
展
の
形
式
」
は
広
義
に
お
い
て
「
意
志

発
展
の
形
式
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
西
田
は
言
う
（
一
⑩
）
。
し
た
が
っ
て
、

「
純
粋
経
験
」
と
は
、
「
意
志
の
要
求
と
実
現
と
の
間
に
少
し
の
間
隙
も
な

く
、
そ
の
最
も
自
由
に
し
て
、
活
濃
な
る
状
態
」
（
一
り
）
の
こ
と
で
あ
る

と
西
田
は
言
う
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
し
て
も
、
「
純
粋
経
験
」
が
、

「
心
の
奥
底
」
（
一
⑩
O
）
の
「
最
も
深
き
自
己
の
内
面
的
要
求
の
声
」
（
ミ
⑩
）

に
耳
を
傾
け
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
、
「
意
志
発
展

の
形
式
」
（
§
を
原
形
と
し
て
構
想
さ
れ
た
、
「
深
き
生
命
の
捕
捉
」

（
ま
）
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

㈲
　
生
命
の
無
限
の
躍
動
と
の
一
体
化

　
こ
の
よ
う
な
純
粋
経
験
に
関
し
て
西
田
の
言
う
「
無
意
識
」
（
§
と

か
「
主
客
未
分
」
（
一
①
）
と
か
「
主
客
合
一
」
（
｝
①
）
と
か
い
っ
た
こ
と

も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
田
は
、
意
識
の

統
一
の
「
作
用
」
（
一
り
）
が
厳
密
に
働
い
て
い
る
と
き
、
「
た
と
え
ば
」

（｝

@）

ﾆ
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
卑
近
な
例
示
に
よ
れ
ば
、
「
音
楽
家
が
熟

練
し
た
曲
を
奏
す
る
時
」
（
一
①
）
の
よ
う
に
「
技
芸
」
（
卜
。
卜
。
）
に
「
熟
練
」

（
窯
）
し
た
場
合
な
ど
で
は
、
コ
毫
も
思
慮
分
別
」
の
な
い
（
お
）
、
「
無
意

識
」
（
お
』
P
碧
“
。
。
ω
）
の
、
「
亀
裂
」
（
邑
の
な
い
状
態
が
、
実
現
さ
れ

る
と
言
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
例
示
の
指
し
示
す
こ
と
も
、
な
に
か

「
意
識
」
と
対
立
し
た
、
そ
れ
と
は
別
個
の
、
特
定
の
「
無
意
識
」
の
状

態
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
生
命
」
の
躍

動
と
一
体
化
し
、
意
識
そ
の
ま
ま
に
無
意
識
と
な
り
、
西
田
の
言
う
と
こ

ろ
の
「
意
志
の
要
求
と
実
現
と
の
問
に
少
し
の
間
隙
も
」
な
い
（
一
⑩
）
、

「
深
き
生
命
」
（
㎝
①
）
そ
の
も
の
の
自
己
実
現
の
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
主
客

の
統
一
」
し
た
「
意
志
」
の
「
自
由
」
（
§
の
実
現
の
こ
と
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
『
意
識
の
問
題
』
で
は
、
西
田
は
、
「
具
体
的
経
験
に
於
け

る
主
客
統
一
の
意
味
」
が
「
意
志
の
内
容
」
に
な
る
と
言
っ
て
い
る

（
田
し
¢
月
①
）
。
だ
か
ら
こ
そ
、
西
田
は
し
ば
し
ば
、
「
主
客
相
没
し
」
（
き
、
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「
物
我
相
忘
じ
」
た
（
置
）
、
「
芸
術
の
神
来
」
（
9
）
、
「
生
き
た
芸
術
」

（
δ
O
）
の
境
地
な
ど
の
、
「
真
実
在
」
の
開
示
の
あ
り
さ
ま
を
語
る
の
で

あ
る
。
「
主
客
未
分
」
や
「
主
客
合
一
」
（
｝
①
）
と
い
う
こ
と
も
、
ま
さ
に

こ
こ
か
ら
考
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
「
我

と
物
」
（
お
ト
。
歴
）
、
「
主
観
と
客
観
」
（
①
鉾
刈
。
。
μ
O
一
）
、
「
事
実
と
認
識
」
（
爵
）

な
ど
の
、
つ
ま
り
意
識
と
対
象
と
の
間
に
裂
け
目
が
な
く
、
「
我
」
が

「
物
」
と
な
り
、
ま
た
「
物
」
が
「
我
」
と
な
り
（
G
・
心
）
、
自
己
が
実
在
と

一
致
し
た
統
合
の
状
態
、
も
し
く
は
高
い
意
味
で
自
己
が
実
在
の
真
相
の

開
示
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

も
う
ひ
と
つ
に
は
、
そ
れ
は
「
主
語
」
と
「
客
語
」
な
い
し
「
述
語
」
と

の
分
断
や
不
統
｝
が
な
く
（
・
。
鰹
罫
。
。
O
）
、
そ
れ
ら
の
差
別
が
こ
と
ご
と

く
渾
然
一
体
と
な
っ
て
統
一
的
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
状
態
そ
の
も
の
、
つ

ま
り
、
分
化
発
展
の
発
端
に
し
て
終
局
で
あ
る
「
無
限
」
（
諮
）
の
実
在

の
根
源
的
全
体
の
提
示
そ
の
も
の
、
そ
う
し
た
「
深
き
生
命
」
（
ま
）
の

流
動
の
な
か
に
身
を
置
い
て
、
そ
れ
と
一
体
化
し
つ
つ
そ
れ
を
直
観
し
捕

捉
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
の
こ
と
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈹
　
自
発
自
隣
す
る
意
識
体
系

　
そ
れ
と
も
連
関
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
純

粋
経
験
」
は
、
そ
の
う
ち
に
「
自
ら
差
別
相
を
具
え
た
者
」
（
凹
O
）
で
は

あ
っ
て
も
、
未
だ
そ
こ
で
は
「
主
客
両
表
象
を
含
む
全
き
表
象
」
（
謹
）

が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
自
ら
己
を
発
展
完
成
す
る
」
コ
の

体
系
」
（
。
。
一
）
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
純
粋
経

験
」
は
、
後
年
『
思
索
と
体
験
』
の
「
三
訂
版
の
序
」
で
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
具
体
的
概
念
の
発
展
」
に
近
い
形
で
「
自
発
自
展
」

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
1
』
O
刈
）
。
し
か
し
、
そ
の
発
展
の
行

程
で
、
「
意
識
の
意
味
」
に
関
し
て
、
「
意
識
」
の
採
る
「
体
系
」
的
な
観

点
の
違
い
に
よ
っ
て
（
謬
h
●
）
、
「
種
々
な
る
体
系
の
矛
盾
衝
突
」
が
起
こ

り
（
G
。
陽
）
、
「
自
然
の
行
路
」
が
「
妨
げ
」
ら
れ
、
「
反
省
」
が
生
じ
て

（ω

p）

A
「
思
惟
」
（
。
。
N
）
が
生
ま
れ
、
「
意
味
」
や
「
判
断
」
上
の
「
不
統

一
」
が
現
れ
（
曽
）
、
あ
る
意
味
で
、
純
粋
経
験
が
破
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
思
惟
」
も
、
「
人
な
る
意
識
体
系
の
発
展
実
現
す

る
過
程
」
に
す
ぎ
ず
、
「
密
な
る
一
直
覚
の
上
に
お
け
る
波
瀾
」
に
と
ど

ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
ω
卜
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
統
一
と
不
統
一
は

「
程
度
の
差
」
、
も
し
く
は
意
識
の
「
両
面
」
に
す
ぎ
ず
（
“
。
獄
）
、
す
べ
て

は
再
び
主
客
全
体
を
含
む
「
純
粋
経
験
の
統
＝
に
向
か
っ
て
進
む
と
さ

れ
る
（
G
。
卜
。
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
純
粋
経
験
」
は
、
我
々
の
思
想
の
「
ア
ル

フ
ァ
」
に
し
て
「
オ
メ
ガ
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
・
。
・
。
）
。
『
善
の
研
究
』

の
最
後
で
西
田
が
言
う
よ
う
に
、
「
同
一
の
直
接
経
験
の
事
実
」
か
ら
、

「
見
方
」
に
よ
っ
て
「
種
々
の
差
別
」
が
出
て
く
る
だ
け
な
の
で
あ
る

（・。

E。

g
”
・
。
ω
①
）
。
後
年
の
論
文
「
種
々
の
世
界
」
が
告
げ
る
よ
う
に
、
「
直
接

経
験
の
世
界
」
か
ら
、
「
種
々
の
世
界
」
が
派
生
す
る
が
、
そ
う
し
た

種
々
相
は
、
根
源
的
な
「
絶
対
意
志
」
の
「
否
定
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
対

象
界
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
（
H
μ
。
。
h
h
）
◎
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㈹
　
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
の
個
体

　
さ
ら
に
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
純
粋

経
験
の
事
実
」
に
お
い
て
は
、
早
く
も
、
「
一
般
な
る
者
」
が
「
己
自
身

を
実
現
」
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
。
。
。
。
）
。
つ
ま
り
、
「
個
体
的
実
現
の

背
後
」
に
は
、
あ
る
「
潜
勢
力
」
が
働
き
、
そ
れ
が
「
個
体
」
を
「
発

展
」
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
Q
。
q
。
）
。
逆
に
言
え
ば
、
「
個
体
」
と
は

コ
般
的
な
る
者
の
限
定
せ
ら
れ
た
」
も
の
に
す
ぎ
ず
、
「
一
般
的
な
る
者

が
発
展
の
極
倒
に
到
っ
た
処
が
個
体
で
あ
る
」
、
と
西
田
は
言
っ
て
い
る

（Q。

U）

B
言
っ
て
み
れ
ば
、
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
の
な
か
か
ら
、
主
語
と

客
語
が
分
か
れ
る
が
、
後
者
の
客
語
な
い
し
述
語
の
方
向
が
や
が
て
重
視

さ
れ
、
ま
た
深
め
ら
れ
て
、
後
年
の
思
想
の
示
す
よ
う
に
、
そ
う
し
た
述

語
の
根
底
に
あ
る
弁
証
法
的
一
般
型
の
自
己
限
定
と
し
て
、
主
語
的
な
個

物
が
成
り
立
っ
て
く
る
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』
の
終

わ
り
の
ほ
う
で
も
す
で
に
、
「
一
般
的
な
る
者
が
己
自
身
を
限
定
す
る
」

と
こ
ろ
に
初
め
て
「
個
人
性
」
も
そ
の
「
意
志
の
自
由
」
も
成
り
立
つ
、

と
明
言
さ
れ
て
い
る
（
器
｝
）
。
西
田
が
こ
う
し
た
考
え
方
を
採
る
ゆ
え
ん

は
、
個
々
人
の
根
底
に
、
「
深
き
生
命
」
（
・
・
①
）
の
「
無
限
」
（
話
）
の
底

知
れ
ぬ
流
動
を
「
捕
捉
」
し
（
器
）
、
純
粋
経
験
の
う
ち
で
「
最
も
深
き

自
己
の
内
面
的
要
求
の
声
」
（
嵩
⑩
）
を
聴
き
、
そ
の
根
源
的
生
命
の
強
い

促
し
の
力
を
体
得
し
た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
と
思
う
。

㈹
　
知
識
と
意
志
と
な
っ
て
現
れ
る
深
い
実
在

　
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
純
粋
経
験
の
事
実
」
に
お
い
て
は
、
「
意
志
と
知

識
」
の
区
別
は
な
く
、
そ
れ
は
、
「
一
般
的
講
者
が
体
系
的
に
自
己
を
実

現
す
る
過
程
」
で
あ
り
、
そ
の
「
統
一
の
極
致
」
が
、
「
真
理
」
で
あ
り

「
実
行
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
島
）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
真
理
を
知
る
」

こ
と
は
「
大
な
る
自
己
の
実
現
」
で
あ
り
、
「
知
識
的
実
現
」
は
そ
の
ま

ま
「
意
志
的
実
現
」
で
あ
り
、
両
者
は
「
同
一
性
質
」
の
も
の
と
さ
れ
る

（
畠
鴎
●
）
。
「
真
理
を
知
る
」
こ
と
は
、
「
純
粋
経
験
の
状
態
」
に
コ
致
」

す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
意
志
」
を
「
実
現
」
す
る
こ
と
は
、
「
主
客
の
別
を

打
破
し
た
最
も
統
一
せ
る
直
接
経
験
の
現
前
」
と
さ
れ
る
（
転
）
。
た
だ

し
、
そ
う
し
た
「
意
志
」
も
「
知
識
し
も
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
、

「
潜
在
的
な
或
者
の
体
系
的
発
展
」
で
あ
り
（
心
O
）
、
そ
の
根
本
に
は
「
言

語
に
い
い
現
わ
す
べ
き
者
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
（
ま
）
、
深
い
実
在
の

重
み
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
「
知
的
直
観
」
は
、
「
知
識
お
よ
び
意
志
の
根

抵
に
横
わ
れ
る
深
遠
な
る
統
＝
を
「
自
得
」
し
、
「
深
き
生
命
の
捕
捉
」

を
目
指
す
わ
け
で
あ
る
（
邑
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
西
田
は
、
自
己
の

「
心
の
奥
底
」
（
お
O
）
か
ら
、
実
在
そ
の
も
の
が
、
汲
み
尽
く
し
え
な
い

「
深
さ
」
を
湛
え
つ
つ
、
強
い
「
内
面
的
要
求
の
声
」
と
な
っ
て
突
き
上

げ
て
く
る
根
源
的
体
験
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
が
「
純
粋
経
験
」
な
い
し
「
直
接
経
験
」
の
意
味
す
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

㈹
　
深
き
奥
底

　
こ
の
点
は
さ
ら
に
、
純
粋
経
験
が
「
現
在
意
識
」
（
置
）
で
あ
る
と
さ

れ
る
、
そ
の
「
現
在
」
を
深
く
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
確
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認
さ
れ
る
。
『
善
の
研
究
』
以
後
の
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
所

収
の
重
要
論
文
で
あ
る
「
直
接
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
に
よ
れ
ぽ
、
「
現

実
の
意
識
」
は
、
実
は
、
「
無
限
に
深
く
重
な
る
も
の
の
中
に
浮
か
ん
で

い
る
」
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
ら
れ
る
（
ド
諮
）
。
「
直
接
経
験
」
と
か
「
純

粋
経
験
」
と
か
は
、
そ
の
う
ち
に
「
無
限
の
内
容
を
含
」
み
、
「
我
々
が

こ
の
深
青
に
入
込
め
ば
入
込
む
ほ
ど
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
た
現
実
が
あ

る
」
と
西
田
は
語
る
（
囲
』
・
・
）
。
西
田
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
私
が
現

在
、
物
を
見
て
い
る
時
、
私
は
知
的
主
観
と
し
て
知
的
内
容
を
有
す
る
と

と
も
に
、
精
神
的
実
在
と
し
て
無
限
の
根
抵
の
上
に
立
ち
」
、
そ
の
上
に

立
脚
し
て
「
種
々
の
対
象
界
を
有
っ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
の
だ
（
H
噛
翻

h
）
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
「
主
観
的
に
い
え
ば
対
象
化
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
自
己
」
が
あ
り
、
「
客
観
的
に
い
え
ば
反
省
し
尽
す
こ

と
の
で
き
な
い
直
接
の
所
与
」
が
、
無
限
の
深
み
を
湛
え
て
存
在
す
る

（
い
呂
）
。
「
我
々
の
意
識
」
は
、
「
自
己
の
現
在
の
中
に
無
限
に
深
き
も
の

を
含
む
」
（
『
＄
）
と
西
田
は
言
う
。
「
現
在
」
と
は
、
「
こ
の
実
在
の
深

き
底
を
指
す
に
過
ぎ
な
い
」
（
ヅ
①
O
）
。
そ
れ
は
、
「
達
す
べ
か
ら
ざ
る
深

底
」
で
あ
り
、
「
我
々
は
い
つ
も
そ
の
中
に
あ
る
」
（
潤
①
O
）
。
こ
の
深
い

生
命
の
流
動
が
「
閉
じ
ら
れ
た
時
」
、
そ
こ
に
「
客
観
的
対
象
界
」
が
出

て
く
る
が
、
そ
の
流
動
が
「
開
か
れ
た
る
時
」
、
そ
こ
に
は
深
い
「
内
面

的
持
続
の
世
界
」
が
あ
る
（
H
ふ
｝
）
。
我
々
の
根
底
に
は
、
「
こ
の
深
き
反

省
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
底
」
、
「
深
き
奥
底
」
が
あ
り
（
君
国
窪
）
、
「
意
識

の
根
抵
」
は
、
決
し
て
「
尽
す
こ
と
は
で
き
」
ず
、
対
象
化
さ
れ
る
も
の

の
「
背
後
に
は
永
遠
に
働
き
つ
つ
あ
る
も
の
」
が
あ
り
、
「
永
遠
の
現
在
」

の
場
が
開
か
れ
て
い
る
（
劉
①
。
。
）
。
そ
れ
は
、
「
反
省
に
よ
っ
て
達
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
」
「
深
き
奥
底
」
な
の
で
あ
る
（
冒
①
ω
）
。
こ
の
「
深
い
奥

底
」
（
轡
①
。
。
剛
．
）
に
入
り
込
ん
だ
と
き
に
こ
そ
、
「
主
客
合
一
」
（
圓
』
四
竃

噛
塗
袋
）
の
直
観
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
田
の
言
う
「
純
粋

経
験
」
「
直
接
経
験
」
と
は
、
根
本
的
に
は
、
こ
う
し
た
自
己
の
「
深
き

奥
底
」
に
触
れ
、
汲
み
尽
く
し
え
な
い
生
命
の
流
動
に
触
れ
る
経
験
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
「
働
く
こ
と
」
が
そ
の
ま
ま

「
知
る
こ
と
」
で
あ
り
（
ピ
望
）
、
「
我
を
忘
し
て
見
る
我
」
が
あ
り
（
り

呂
）
、
「
知
即
行
」
（
H
』
①
）
と
も
言
う
べ
き
、
か
の
「
最
も
深
き
自
己
の

内
面
的
要
求
の
声
」
（
一
お
）
に
耳
を
傾
け
る
、
「
思
慮
分
別
」
（
お
O
）
を

捨
て
去
っ
た
、
如
実
の
実
在
経
験
、
直
接
経
験
、
純
粋
経
験
が
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
実
在
の
あ
り
方

独
立
自
全
の
真
実
在
の
活
動
の
姿

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
深
き
奥
底
」
に
眼
を
向
け
た
「
直
接
経
験
」
の

立
場
に
立
つ
と
き
、
「
実
在
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
西
田
に
映
じ

て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
『
善
の
研
究
』
第
二
編
の
告
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
真
の
「
実
在
」
は
、
「
意
識
」
と
も
「
物
体
」
と
も
言
え
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ぬ
「
独
立
自
誓
の
活
動
」
（
①
。
。
為
G
。
）
と
さ
れ
る
。
そ
の
「
独
立
自
全
の
真

実
在
」
（
低
調
お
）
は
、
「
知
情
意
」
の
全
体
を
「
一
に
し
た
も
の
」

（刈

f。

ｸ
誤
）
、
と
り
わ
け
「
我
々
の
情
意
よ
り
成
り
立
っ
た
者
」
（
誤
）
で
あ

る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
の
世
は
我
々
の
情
意
を
本
と
し
て
組
み
立

て
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
（
蕊
）
、
「
情
意
」
こ
そ
が
「
個
人
」
を
作
り
、

「
情
意
」
こ
そ
は
「
直
接
経
験
の
事
実
」
と
さ
れ
る
（
謡
）
。
わ
け
て
も

「
意
志
」
が
「
そ
の
最
も
根
本
的
な
る
形
式
」
で
あ
り
、
「
意
志
が
純
粋
経

験
の
事
実
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
謹
）
。

　
「
意
志
」
を
根
本
と
す
る
こ
う
し
た
「
独
立
十
全
」
の
「
真
実
在
」

は
、
そ
の
全
体
を
「
分
化
発
展
」
さ
せ
、
「
実
現
」
「
完
成
」
さ
せ
て
ゆ
き

（→

I）

A
「
唯
一
の
者
の
自
発
自
展
」
（
。
。
凹
）
、
「
発
展
完
成
」
（
・
。
O
）
の
活
動

を
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
統
一
」
は
、
つ
ね
に
「
反
対
」

も
し
く
は
「
矛
盾
」
を
予
想
し
（
・
。
㎝
）
、
実
在
は
、
「
無
限
の
対
立
」
を
含

み
（
。
。
刈
）
、
「
実
在
は
矛
盾
に
由
っ
て
成
立
す
る
」
（
。
。
窃
）
と
説
か
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
「
統
一
す
る
者
」
と
「
統
一
せ
ら
る
る
者
」
、
「
一
」
と
「
多
」

の
分
裂
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
（
。
。
P
り
刈
）
。
け
れ
ど
も
、
「
矛
盾
」
と

「
統
一
」
は
、
「
同
一
の
事
柄
を
両
方
面
よ
り
見
た
も
の
」
に
す
ぎ
ず
（
。
・
㎝

栖
）
、
「
真
実
在
は
一
つ
の
者
の
内
面
的
必
然
に
よ
っ
て
起
る
自
由
の
発

展
」
と
さ
れ
る
（
。
。
。
。
）
。
こ
の
「
唯
一
実
在
の
唯
一
活
動
」
が
「
宇
宙
」

で
あ
り
（
り
O
）
、
そ
れ
が
「
客
観
的
」
に
現
れ
れ
ば
、
「
自
然
現
象
」
と
な

り
、
「
主
観
的
」
に
現
れ
れ
ば
、
「
精
神
現
象
」
と
な
る
（
お
。
。
鴇
に
一
）
。
と

り
わ
け
「
精
神
」
は
、
「
矛
盾
衝
突
」
の
あ
る
と
こ
ろ
で
意
識
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
一
層
異
な
る
統
一
」
に
進
む
が
（
ご
邸
）
、
し
か
し
そ
こ
に

は
、
理
想
と
現
実
と
の
衝
突
が
あ
る
か
ら
、
精
神
に
は
必
ず
「
苦
悶
」
が

あ
る
と
さ
れ
る
（
雛
G
。
）
。
け
れ
ど
も
、
「
実
在
」
は
、
こ
う
し
た
「
精
神
」

に
お
い
て
こ
そ
「
独
立
自
全
の
実
在
」
と
な
る
（
に
鉢
）
。
「
苦
痛
」
に
み

ち
た
、
こ
の
「
分
裂
の
状
態
」
を
脱
し
、
コ
層
大
な
る
統
一
に
達
せ
ん

と
す
る
」
と
こ
ろ
に
、
「
無
限
な
る
統
一
的
活
動
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る

（
は
。
。
）
。

　
こ
う
し
て
、
小
さ
な
自
己
を
捨
て
、
「
自
然
」
と
一
致
し
た
と
き
に
、

「
無
限
の
幸
福
」
が
獲
ら
れ
る
と
西
田
は
考
え
て
い
る
（
さ
。
。
や
）
。
西
田

は
、
こ
う
し
た
「
無
限
の
活
動
」
、
つ
ま
り
「
精
神
」
と
「
自
然
」
と
を

「
合
一
」
し
た
「
実
在
の
根
抵
」
を
「
神
」
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
（
欝
O
）
、

西
田
は
、
究
極
的
に
は
「
神
」
を
求
め
、
「
神
」
に
触
れ
、
「
神
」
を
見
る

こ
と
を
欲
し
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
（
旨
麟
）
。
し
か
し
、
・
い
ま

神
の
こ
と
を
暫
く
措
け
ば
、
い
ず
れ
に
し
て
も
大
切
な
の
は
、
西
田
が
、

実
在
の
現
実
を
、
高
次
の
統
一
を
目
指
す
、
対
立
と
衝
突
と
矛
盾
と
苦
悶

と
苦
痛
に
み
ち
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
現
実
に
お
け
る
善
や
理
想
の
実
現
の
困
難
が
、

西
田
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
こ

こ
に
後
年
の
西
田
の
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
（
H
ぴ
。
。
鳶
h
）
や
、
「
絶
対
矛
盾

的
自
己
同
一
」
（
霞
為
暁
h
）
の
思
想
の
萌
芽
が
あ
る
こ
と
も
容
易
に
看
取

さ
れ
る
。
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そ
の
後
の
実
在
の
捉
え
方
の
深
化
と
問
題
点

　
い
ま
こ
こ
で
、
「
深
き
奥
底
」
か
ら
見
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
「
実
在
」

の
姿
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
西
田
に
お
い
て
捉
え
返
さ
れ
て
ゆ
く
の

か
、
そ
の
特
徴
的
な
歩
み
の
ご
く
基
本
的
な
諸
側
面
と
そ
の
問
題
点
と

を
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

e
　
無
の
場
所
と
叡
智
的
自
己

　
西
田
は
最
初
、
既
述
の
よ
う
に
、
「
意
志
」
の
形
で
働
く
「
実
在
」
の

「
直
接
経
験
」
の
場
面
に
立
っ
て
、
そ
の
「
深
き
奥
底
」
を
見
、
そ
こ
に

立
ち
現
れ
る
「
最
も
深
き
自
己
の
内
面
的
要
求
」
を
聴
き
、
あ
る
い
は

「
絶
対
自
由
の
意
志
」
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
哲
学
的
立
場
に
立
脚
し

て
い
た
が
、
そ
の
後
、
「
場
所
」
の
論
文
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
直
接
経

験
が
そ
こ
に
「
於
て
あ
る
場
所
」
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
で
「
映
さ
れ
る
場
所
」

と
い
う
考
え
方
の
ほ
う
へ
と
進
む
（
罰
①
。
。
）
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
は

「
無
」
に
し
て
、
「
自
己
の
中
に
無
限
に
自
己
を
映
し
行
く
も
の
」
（
剛
話
）

で
あ
り
、
自
分
自
身
を
「
映
す
鏡
」
（
囲
。
。
・
。
）
、
「
照
ら
す
鏡
」
（
H
曽
謡
）
、
そ

う
し
た
「
真
の
無
」
（
H
鴇
謡
）
、
「
絶
対
無
」
（
二
8
）
と
い
う
場
所
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
西
田
は
、
い
ま
や
、
そ
う
し
た
「
場
所
」
の
な
か
に
「
自

覚
」
的
に
立
つ
立
場
に
転
ず
る
。
そ
れ
は
、
特
殊
や
個
物
や
主
語
を
映
し

出
す
「
一
般
的
」
な
「
述
語
」
さ
え
も
が
、
「
無
」
と
な
る
よ
う
な
（
劉

感
。
。
）
、
つ
ま
り
述
語
的
一
般
者
の
外
へ
と
出
、
も
し
く
は
そ
の
底
へ
と
向

け
て
さ
ら
に
突
き
進
ん
で
、
西
田
の
言
葉
を
使
え
ば
、
「
深
く
そ
の
底
に

徹
底
」
し
て
（
ピ
ニ
㎝
）
、
「
深
青
」
（
H
μ
ミ
）
に
達
し
よ
う
と
す
る
果
て
に

見
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
「
真
の
無
の

場
所
」
（
H
博
に
q
）
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
叡
智
的
世
界
」
の
論
文

で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
「
自
己
が
自
己
の
奥
底
を
見
る
」

「
知
的
直
観
」
（
回
』
・
。
↓
）
の
果
て
に
お
い
て
は
、
「
真
の
自
己
」
は
、
「
歴

史
の
世
界
の
中
に
生
死
す
る
の
で
は
な
い
」
（
岡
』
鯉
）
こ
と
が
自
覚
さ

れ
、
「
歴
史
の
中
に
生
死
す
る
も
の
」
は
、
「
叡
智
的
自
己
の
影
像
」
（
姻

卜。

ﾖ
一
）
に
す
ぎ
な
い
と
断
言
さ
れ
る
。
こ
の
断
言
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の

頃
ま
で
の
西
田
に
と
っ
て
は
、
現
実
の
歴
史
の
世
界
を
越
え
て
、
叡
智
的

な
「
道
徳
的
世
界
」
（
ピ
ト
。
。
。
一
）
や
、
さ
ら
に
は
「
絶
対
意
志
の
直
接
の
対

象
」
で
あ
る
「
芸
術
の
世
界
」
や
「
宗
教
の
世
界
」
（
H
し
㎝
h
）
の
ほ
う

が
、
「
第
一
次
的
」
（
囲
μ
㎝
）
な
、
「
最
も
深
い
も
の
」
（
劉
器
一
）
と
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

O
　
社
会
的
・
歴
史
的
実
在
と
弁
証
法
的
一
般
者

　
と
こ
ろ
が
西
田
は
、
そ
の
後
急
速
に
「
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
」
（
り

・。

I
）
を
強
調
す
る
方
向
に
進
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
「
自
己
の
中
に
他
を
見
、

他
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
（
圃
』
①
G
。
｝
G
。
潔
）
と
い
う
「
歴
史
的
一
般
者
」

（
ピ
ω
お
）
の
立
場
へ
と
進
展
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
の

も
、
「
自
己
自
身
の
内
に
絶
対
の
他
を
見
る
」
こ
と
が
、
「
社
会
的
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
「
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
己
が
自
己
と
な
る
」
こ
と
が
、
自
己
の
「
歴
史
的
」
限
定
と
い

う
こ
と
だ
と
、
・
西
田
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
り
ω
お
）
。
こ
う
し
て
西
田
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は
、
や
が
て
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
（
戸
。
。
↓
5
日
目
う
考
え
方
に
至
る
。

そ
こ
で
は
、
「
個
人
的
自
覚
」
は
「
社
会
的
・
歴
史
的
限
定
」
（
鼻
留
）
か

ら
考
え
ら
れ
、
「
社
会
的
・
歴
史
的
実
在
」
（
鶏
」
㎝
）
こ
そ
は
、
「
我
々
が

そ
こ
か
ら
生
れ
そ
こ
に
死
に
行
く
」
（
H
り
P
§
世
界
だ
と
さ
れ
る
。

我
々
は
、
こ
の
「
世
界
の
自
己
限
定
」
と
し
て
、
「
こ
れ
に
於
て
あ
り
、

こ
れ
に
於
て
各
自
の
使
命
を
有
」
ち
（
雰
§
、
「
我
々
は
歴
史
に
お
い
て

生
れ
歴
史
に
お
い
て
死
に
ゆ
く
」
（
囲
轡
に
）
と
さ
れ
る
。
い
ま
や
西
田
が
、

歴
史
を
越
え
た
か
つ
て
の
叡
智
的
自
己
の
立
場
を
放
棄
し
た
か
の
よ
う

に
、
強
く
歴
史
に
内
在
的
な
立
場
を
採
り
始
め
た
こ
と
が
印
象
的
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
我
々
個
々
人
は
、
「
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己

限
定
」
（
H
H
μ
㎝
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
世
界
」
が
、
我
々
に
「
命
令
」
し

（囲

g
溝
世
G
。
O
）
、
我
々
を
「
唆
か
」
し
（
鐸
描
』
O
）
ま
た
「
動
か
す
」
（
H
ピ

⑩
O
）
の
で
あ
り
、
世
界
は
、
「
大
な
る
言
葉
」
（
雰
ω
①
）
を
も
ち
、
こ
れ
に

よ
っ
て
我
々
は
「
呼
び
起
さ
れ
る
」
（
圃
H
』
O
）
の
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の

「
呼
声
」
（
洲
國
演
ω
↓
）
に
も
と
づ
い
て
振
る
舞
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
見

る
」
と
か
「
映
す
」
と
か
の
働
き
も
帰
着
す
る
と
考
え
ら
れ
て
ゆ
く

（
拝
一
。
。
↓
）
。
こ
う
し
て
我
々
は
、
世
界
か
ら
「
創
造
せ
ら
れ
る
」
（
舞
鍵
）

と
説
か
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
換
言
す
れ
ば
、
「
世
界
が
世
界
自
身
を
限

定
す
る
」
こ
と
で
も
あ
り
（
嘗
。
。
↓
）
、
「
物
が
我
と
な
り
、
我
が
物
と
な

る
」
（
圃
H
為
①
）
こ
と
な
の
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
西
田
の
最
後

の
時
期
ま
で
堅
持
さ
れ
、
晩
年
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の

論
文
に
お
い
て
も
、
「
歴
史
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
も
の
」
の
う
ち

か
ら
、
我
々
の
自
己
は
「
生
れ
」
、
「
そ
こ
に
死
に
行
く
」
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
（
臼
鴇
。
。
ミ
）
Q

㊨
　
世
界
か
ら
自
己
を
考
え
る
方
向

　
こ
の
よ
う
な
社
会
的
・
歴
史
的
実
在
に
内
在
す
る
立
場
に
と
っ
て
特
徴

的
な
の
は
、
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
ま
ず
我
々
が
「
歴
史
的
実
在
の
世
界

の
底
か
ら
生
れ
」
（
H
囲
溝
。
。
。
。
）
、
そ
こ
に
「
死
し
行
く
」
（
H
囲
レ
。
。
⑩
罰
・
。
O
①
）
こ

と
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の
世
界
の
「
作
業
的
要
素
」
（
H
り
ト
。
器
）
で
あ
り
、

「
世
界
」
と
は
「
我
々
が
於
て
あ
る
場
所
」
（
図
回
』
卜
。
り
）
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
歴
史
的
世
界
」
は
、
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る

も
の
へ
と
動
き
行
く
世
界
」
（
七
一
蕊
）
、
「
行
為
的
直
観
」
（
舅
・
。
一
。
。
）
の
世

界
、
「
歴
史
的
・
社
会
的
形
成
の
世
界
」
（
H
洲
G
。
G
。
①
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
そ
の
「
実
在
」
は
「
表
現
的
」
（
臼
㍍
。
。
O
）
で
あ
る
。
さ

ら
に
そ
こ
に
お
い
て
は
、
「
個
人
意
識
の
結
合
か
ら
社
会
意
識
が
成
立
す

る
の
で
な
く
、
社
会
意
識
に
お
い
て
個
人
意
識
が
成
立
す
る
」
（
目
田
①
）

と
捉
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
主
観
的
人
間
」
や
そ
の

「
恣
意
的
方
向
」
へ
の
逸
脱
を
、
「
人
間
の
堕
落
」
と
見
、
人
間
の
根
拠
を

「
創
造
的
世
界
の
創
造
作
用
」
に
帰
着
さ
せ
（
目
。
。
。
。
。
。
暁
・
）
、
こ
う
し
た
意
味

の
「
絶
対
的
客
観
主
義
」
と
し
て
、
「
世
界
か
ら
自
己
を
考
え
」
、
ど
こ
ま

で
も
我
々
の
自
己
を
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
見
な
し
て

（圃

g
誉
卜
。
は
）
、
「
我
々
は
こ
の
世
界
に
課
題
を
も
っ
て
生
れ
来
る
」
（
H
狽
念
）

と
捉
え
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
「
倫
理
的
実
体
」
と
し
て
の
「
国
家
」

（團

ﾋ
↓
。
。
）
や
「
民
族
」
を
基
体
と
し
て
「
世
界
史
的
に
働
く
」
（
簑
堕
蕊
。
。
）
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こ
と
を
大
切
と
考
え
る
思
想
に
行
き
着
く
。

四
　
暗
い
非
合
理
な
底
な
し
の
実
在
か
ら
考
え
る
方
向

　
し
か
し
、
西
田
に
と
っ
て
の
実
在
的
現
実
は
、
果
た
し
て
、
ほ
ん
と
う

に
こ
の
よ
う
な
社
会
的
歴
史
的
実
在
に
尽
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私

に
は
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
西
田
は
、
こ

う
し
た
歴
史
的
実
在
を
強
調
す
る
諸
著
作
に
お
い
て
も
、
た
え
ず
、
そ
う

し
た
実
在
の
さ
ら
に
「
深
き
奥
底
」
（
劉
①
媒
h
）
を
見
つ
め
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
真
の
叡
智
的
自
己
を
、
「
歴
史
の
世

界
の
中
に
生
死
す
る
の
で
は
な
い
」
（
囲
”
・
。
。
。
一
）
と
し
た
、
あ
の
か
つ
て
の

西
田
の
「
深
き
奥
底
」
を
見
つ
め
る
眼
差
し
が
生
き
続
け
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
西
佃
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
実
在
」
の

「
根
抵
」
は
、
あ
く
ま
で
「
非
合
理
」
（
H
』
蜜
』
。
。
①
旧
H
拶
⑩
O
）
な
も
の
で
あ

り
、
「
我
々
は
絶
対
の
底
か
ら
生
れ
」
（
H
』
・
。
。
。
）
、
「
歴
史
は
永
遠
の
今
の

中
に
廻
転
し
つ
つ
あ
る
」
の
で
あ
り
、
「
我
々
は
い
つ
も
我
々
の
底
に
死

即
生
な
る
絶
対
面
に
接
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（
回
堕
・
。
。
。
①
）
。
西
田
に
よ

れ
ば
、
「
我
々
は
明
日
の
運
命
も
分
ら
な
い
」
（
困
圃
と
）
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
「
歴
史
的
現
実
の
世
界
」
は
「
非
連
続
の
連
続
」
で
あ
り
、
「
絶

対
無
の
限
定
の
世
界
」
な
の
で
あ
る
（
H
憎
念
）
。
「
世
界
の
底
」
に
は
、

「
無
限
」
に
「
暗
い
も
の
」
（
回
冒
8
μ
嶺
し
㎝
転
．
）
が
あ
り
、
「
現
実
の
底
」

に
は
、
「
深
く
我
々
を
越
え
た
も
の
、
超
越
的
な
る
も
の
」
（
隔
り
一
）
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
無
限
の
衝
動
的
な
る
も
の
」
、
「
無
限
な
る

要
求
」
が
潜
む
（
H
H
ヒ
㎝
）
。
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
「
内
の
底
に
内
を
越

え
た
も
の
」
、
「
絶
対
の
外
」
に
撞
着
す
る
（
圃
囲
μ
ミ
）
。
「
世
界
の
底
」
は
、

「
底
な
き
底
」
（
H
囲
」
器
）
、
「
無
底
の
底
」
（
囲
H
し
・
。
①
）
、
「
絶
対
」
の
「
無
」

（H

閧
ｨ
鐸
）
で
あ
る
、
と
西
田
は
言
う
。
こ
う
し
て
西
田
に
よ
れ
ば
、

「
我
々
人
間
は
現
実
の
世
界
に
即
し
な
が
ら
、
い
つ
も
絶
対
に
現
実
を
越

え
た
も
の
、
絶
対
者
に
面
し
て
い
る
」
（
H
團
μ
①
。
。
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
こ
の
世
界
を
「
絶
対
者
の
自
己
表
現
」
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
、
「
我
々
は
真
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
圃
二
①
。
。
）
と
西
田
は
言

う
。
そ
の
よ
う
に
「
世
界
」
を
「
絶
対
者
の
自
己
限
定
」
と
見
る
こ
と

が
、
「
宗
教
的
」
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
H
捌
一
①
り
）
。
し
て
み
れ
ば
、

西
田
は
、
歴
史
的
実
在
の
根
底
に
、
宗
教
的
な
も
の
を
見
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

㊨
　
現
実
的
世
界
と
宗
教
的
世
界
と
の
関
係

　
た
だ
し
、
そ
の
現
実
の
世
界
と
、
宗
教
的
世
界
と
の
関
係
は
、
微
妙
で

あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
、
「
宗
教
は
現
実
の
世
界
を
離
れ
て
他

を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
囲
H
し
ご
）
と
さ
れ
、
「
宗
教
」
は
「
こ

の
歴
史
的
現
実
に
絶
対
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
」
と
言
わ
れ

（圃

g
口
ご
）
、
「
歴
史
的
実
在
の
世
界
に
お
い
て
」
我
々
は
「
絶
対
に
触
れ
行

く
」
と
説
か
れ
る
（
｛
H
』
。
。
卜
。
）
。
こ
う
し
て
現
実
に
即
し
て
見
出
さ
れ
た

「
絶
対
者
」
な
い
し
「
神
」
に
「
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
」
こ
そ
、
我
々
は

「
生
き
」
う
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
我
々
の
生
き
る
と
い
う
意
味
」
が

あ
る
と
語
ら
れ
る
（
H
圃
レ
①
。
。
）
。
け
れ
ど
も
、
他
方
で
は
そ
の
と
き
、
我
々

は
、
あ
く
ま
で
「
現
実
の
世
界
の
底
に
」
「
絶
対
者
の
声
を
聞
く
」
の
で
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あ
っ
て
（
囲
H
芦
刈
O
）
、
絶
対
者
は
、
現
実
の
世
界
の
「
底
に
」
（
戸
難
O
）
潜

む
と
さ
れ
て
い
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
す
で
に
「
左
右
田
博
士
に
答

う
」
の
論
文
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
神
の
意
志
」
は
「
私

の
自
覚
的
意
志
」
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
両
者
は
別
な
の
で
あ
っ
た
（
ピ

嵩
。
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
我
々
か
ら
絶
対
者
に
到
る
途
は
な
」
く
、
「
神
は

絶
対
に
隠
さ
れ
た
神
」
で
あ
り
、
我
々
は
た
だ
「
脆
い
て
祈
る
あ
る
の

み
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
目
嵩
O
h
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
真
の
絶
対
」

は
、
「
何
処
ま
で
も
達
す
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て

同
時
に
、
「
何
時
も
自
己
が
こ
れ
に
接
し
て
い
る
も
の
」
で
あ
り
（
臼
鴇

器
一
）
、
我
々
は
い
つ
も
、
「
絶
対
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
に
、

「
触
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
田
”
卜
。
。
。
罵
h
二
謡
腿
）
。
こ
う
し
た

「
信
仰
」
が
、
「
我
々
の
自
己
の
存
在
理
由
」
で
あ
る
と
西
田
は
言
っ
て
い

る
（
耐
量
一
①
⑩
）
。
晩
年
に
お
い
て
も
、
「
絶
対
者
に
帰
す
る
」
こ
と
は
、
「
こ

の
現
実
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
」
が
、
し
か
し
そ
れ
は
む
し
ろ
、
「
歴

史
的
現
実
の
底
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
H
舅
ω
望

h
）
。
や
は
り
西
田
は
、
現
実
の
「
深
き
奥
底
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

宗
教
の
問
題
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

㈹
　
宗
教
的
実
在
に
向
か
う
理
由

　
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
な
ぜ
西
田
が
、
こ
の
よ
う
に
「
歴
史
的
実
在
」
を

突
き
抜
け
て
、
「
宗
教
的
実
在
」
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
の
、
理

由
に
あ
る
。
西
田
は
す
で
に
「
叡
智
的
世
界
し
の
論
文
の
な
か
で
こ
う
書

い
て
い
る
。
「
自
己
自
身
の
底
」
を
「
深
く
見
る
も
の
」
は
、
や
が
て
必

ず
そ
こ
に
「
悩
め
る
自
己
」
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
（
ド
漣
。
。
）
、
と
。

「
悩
め
る
魂
こ
そ
叡
智
的
世
界
に
お
け
る
最
も
深
い
実
在
で
あ
る
」
（
貿

慶
。
。
）
、
と
。
「
自
己
を
見
る
こ
と
」
が
「
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
」
、
人
間
は

「
自
己
自
身
の
矛
盾
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
H
』
轟
ω
）
、
と
。
そ

の
と
き
に
は
、
「
深
い
罪
の
意
識
」
（
團
』
愈
）
が
芽
生
え
、
「
悔
い
改
め
る

途
な
き
」
（
り
ト
。
茸
）
恐
ろ
し
い
自
己
が
見
え
て
き
、
「
迷
え
る
も
の
」
（
り

躍
↓
）
と
し
て
人
間
は
苦
悩
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
。
し
か
も
そ
れ
で
い

て
、
そ
の
よ
う
な
者
こ
そ
が
、
「
神
の
霊
光
」
（
H
』
匁
）
を
見
、
「
天
使
」

に
も
ま
し
て
「
神
」
の
近
く
に
立
つ
の
で
あ
る
（
H
』
臨
h
）
、
と
。
こ
こ

に
こ
そ
、
「
宗
教
的
意
識
」
（
H
』
“
。
。
）
の
源
泉
が
あ
り
、
こ
の
神
へ
の

「
絶
対
帰
依
の
感
情
」
が
「
宗
教
的
感
情
」
で
あ
る
と
（
囲
』
㎝
O
）
、
西
田

は
書
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
西
田
は
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
意
識

を
も
越
え
て
、
「
我
」
も
な
く
「
神
」
も
な
い
、
「
絶
対
無
の
意
識
」
に
透

徹
し
て
こ
そ
、
最
も
「
甚
深
」
な
る
宗
教
的
立
場
が
成
り
立
つ
と
も
考
え

て
い
る
（
H
鴇
誤
O
）
。
そ
こ
に
、
西
田
の
禅
仏
教
に
近
い
宗
教
的
立
場
が
出

て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
晩
年

の
論
文
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
生
の
悲
哀
、
そ
の
自
己
矛
盾
」

（
臼
“
。
。
器
）
、
「
人
世
」
の
「
苦
悩
の
世
界
」
（
鑓
堕
。
。
切
。
。
）
が
、
宗
教
的
要
求

の
源
泉
で
あ
る
と
西
田
の
見
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
が
な
い
。

㈹
　
苦
悩
と
悲
哀
の
源
泉

　
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
苦
悩
と
悲
哀
が
人
間
に
不
可
避
な
の
か
と

言
え
ば
、
こ
こ
で
再
び
『
善
の
研
究
』
に
戻
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
己
の
深
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い
「
内
面
的
要
求
」
に
耳
を
傾
け
て
、
「
直
接
経
験
」
に
も
と
づ
き
つ
つ
、

「
知
情
意
」
を
全
面
的
に
満
足
さ
せ
る
べ
き
、
「
自
己
の
真
実
在
」
と
の

「
一
致
」
を
求
め
て
も
、
そ
れ
が
、
我
々
の
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、

そ
の
現
実
の
「
矛
盾
」
を
介
し
た
「
統
一
」
へ
の
不
断
の
進
展
と
い
う
不

可
避
の
構
造
の
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
、
多
く
の
分
裂
や
困
難
に
ぶ
つ
か
り
、

容
易
に
は
達
成
で
き
な
い
理
念
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
西
田
は
、
歴
史
的
実
在
を
重

視
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
突
き
抜
け
て
、
究
極
的
に
は
、
「
宗
教
的
要
求
」

を
立
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

五
　
宗
教
的
要
求
と
哲
学

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
最
後
に
、
西
田
の
思
索
は
、
結
局
、
哲
学
を
離
れ
、

宗
教
の
立
場
に
転
換
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
ど
う
も
そ
の
よ
う

に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、

私
に
は
、
西
田
の
思
索
は
、
あ
く
ま
で
も
「
宗
教
的
要
求
」
が
人
間
に

と
っ
て
必
須
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
宗
教
哲
学
的
思
索
で
は
あ
っ

て
も
、
自
ら
は
最
後
ま
で
哲
学
そ
の
も
の
の
立
場
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

西
霞
の
宗
教
思
想

　
人
間
に
お
い
て
「
宗
教
的
要
求
」
が
生
ず
る
ゆ
え
ん
は
、
上
述
来
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
、
「
個
人
的
生
命
」

は
、
外
は
「
世
界
と
衝
突
し
」
、
内
は
「
自
ら
矛
盾
に
陥
る
」
か
ら

（卜。

ｲ
）
、
「
一
層
大
な
る
統
一
」
を
求
め
て
「
宇
宙
と
合
一
」
し
（
隠
繋
）
、

こ
う
し
て
「
永
遠
の
真
生
命
」
を
獲
よ
う
と
す
る
「
宗
教
的
要
求
」
（
鱒
8

陣
）
を
、
人
間
は
立
て
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
「
罪
悪
、
不
満
、

苦
悩
」
は
、
我
々
人
間
の
「
精
神
的
向
上
の
要
件
」
で
あ
り
（
漣
O
）
、
そ

の
と
き
人
間
は
、
「
宇
宙
の
根
本
」
な
い
し
「
実
在
の
根
抵
」
と
し
て
の

「
神
」
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
（
盆
点
器
一
）
。
そ
れ
は
、
自

己
の
意
識
の
「
深
き
」
「
奥
底
」
（
口
器
’
・
。
。
。
戯
）
を
見
つ
め
た
と
き
に
見
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
人
は
「
神
の
面
影
」
（
凹
G
。
O
）
に
接

し
、
「
神
性
的
精
神
の
存
在
」
を
「
心
霊
的
経
験
の
事
実
」
と
し
て
体
験

す
る
の
で
あ
る
（
旧
邸
h
）
。

　
晩
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
も
、
「
人

生
の
悲
哀
」
「
自
己
矛
盾
」
「
死
の
自
覚
」
（
困
H
り
。
。
器
h
）
か
ら
、
宗
教
の

「
心
霊
上
の
事
実
」
（
臼
』
⑩
り
地
）
が
生
じ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
り

と
は
い
え
、
そ
の
と
き
、
「
我
々
の
自
己
は
、
唯
、
死
に
よ
っ
て
の
み
、

逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
」
（
H
等
G
。
卜
。
①
）
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
神
は
、
「
真
の
絶
対
」
で
あ
る
以
上
、
単
に
相
対
に
対
す
る
の
で
も

な
く
、
ま
た
単
に
対
を
絶
す
る
だ
け
な
の
で
も
な
く
、
か
え
っ
て
、
「
絶

対
の
自
己
否
定
」
を
含
ん
で
、
「
自
己
自
身
を
翻
え
」
し
、
こ
う
し
て

「
こ
の
世
界
に
於
て
あ
る
」
も
の
と
な
り
、
「
故
に
神
は
、
こ
の
世
界
に
お

い
て
、
何
処
に
も
な
い
と
と
も
に
何
処
に
も
あ
ら
ざ
る
所
な
し
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
（
臼
》
G
。
卜
。
。
。
や
）
。
こ
の
意
味
で
、
大
急
国
師
の
言
葉



西田幾多郎の思索166　（73）

が
引
か
れ
て
、
「
億
劫
相
別
れ
て
須
輿
も
離
れ
ず
、
尽
日
相
対
し
て
刹
那

も
対
せ
ず
」
と
語
ら
れ
、
神
が
ど
こ
ま
で
も
「
超
越
的
」
に
し
て
か
つ

「
内
在
的
」
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
（
霞
圃
灯
り
）
。
そ
こ
に
ま
た
、

鈴
木
大
拙
の
強
調
す
る
、
金
剛
経
な
ど
で
菖
わ
れ
る
「
即
非
の
論
理
」
が

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
ゆ
え
ん
も
あ
る
（
臼
』
卜
。
り
）
。

　
す
で
に
「
場
所
」
の
論
文
の
な
か
で
も
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
自
己
の
奥
底
に
「
真
の
無
の
場
所
」
を
見
出
し
た
な
ら
ば
、
そ
の

「
真
に
無
の
場
所
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
無
其
者
も
な
く
な
る
が
故
に
、

す
べ
て
有
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
有
る
も
の
で
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い
わ

け
で
あ
り
、
す
べ
て
が
「
影
像
で
あ
る
」
（
憎
一
〇
。
。
）
、
と
。
さ
ら
に
そ
の

後
の
「
叡
智
的
世
界
」
の
論
文
で
も
、
「
真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し

た
時
」
に
は
、
「
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
」
く
、
逆
に
一
転
し
て
、
「
山
は

黒
山
、
水
は
是
水
、
有
る
も
の
は
有
る
が
ま
ま
に
有
る
の
で
あ
る
」
（
貿

・。

X
）
と
説
か
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
、
柳
は
緑
、
花
は
紅
、
そ
の
と
き
に

は
、
晩
年
の
論
文
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
歴
史
的
現
実
の
底
に
徹
」

し
て
（
回
鐸
。
。
誤
）
、
む
し
ろ
、
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
」
（
臼
℃
ω
団
）
そ

の
ま
ま
に
、
「
平
常
心
」
な
い
し
「
平
常
底
」
（
日
』
呂
曽
G
。
。
。
刈
）
に
お
い
て

生
き
る
こ
と
が
求
あ
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

哲
学
と
宗
教
と
の
連
続
性
と
差
異
性

　
こ
の
よ
う
な
西
田
の
立
場
は
、
い
っ
た
い
、
宗
教
の
立
場
な
の
か
、
そ

れ
と
も
哲
学
の
立
場
な
の
か
、
ど
ち
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
答
え

る
に
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
「
叡
智
的
世
界
」
の
論
文
で
は
、
こ
う

言
わ
れ
る
。
「
宗
教
」
に
お
い
て
は
、
「
我
々
の
概
念
的
知
識
」
が
「
超

越
」
せ
ら
れ
、
も
は
や
そ
こ
で
は
「
宗
教
的
自
己
其
者
の
自
省
」
が
な
さ

れ
な
い
の
に
対
し
、
「
哲
学
」
に
お
い
て
は
、
「
絶
対
無
」
の
立
場
か
ら
、

「
種
々
な
る
知
識
の
立
場
及
び
そ
の
構
造
を
明
に
す
る
」
こ
と
が
目
指
さ

れ
、
「
宗
教
的
自
己
」
さ
え
も
が
「
自
己
自
身
の
内
へ
」
と
「
反
省
」
せ

し
め
ら
れ
て
、
「
宗
教
を
哲
学
の
立
場
か
ら
考
え
る
」
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
く
る
（
H
“
・
。
窃
賦
h
）
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
人
間
存
在
」
と
い
う

論
文
に
お
い
て
は
、
「
宗
教
的
体
験
の
立
場
」
で
は
、
「
自
己
と
い
う
も
の

が
死
に
き
っ
て
、
絶
対
が
出
て
来
る
こ
と
」
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
目
。
。
り
。
。
）
。
こ
れ
と
違
っ
て
、
「
論
理
と
生
命
」
の
論
文
で
は
、
「
哲
学
」

は
、
あ
く
ま
で
「
世
界
観
の
ロ
ゴ
ス
的
内
容
」
の
展
開
に
と
ど
ま
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
（
戸
旨
①
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」

と
い
う
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
、
「
我
々
の
自
己

は
そ
の
成
立
の
根
抵
に
お
い
て
宗
教
的
で
あ
り
、
哲
学
的
知
識
は
此
に
基

礎
附
け
ら
れ
」
て
お
り
（
臼
』
の
㎝
）
、
「
哲
学
は
宗
教
に
通
ず
る
」
（
H
戸

田
㎝
）
も
の
な
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
晩
年
の
「
自
覚
に
つ
い
て
」

の
論
文
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
哲
学
」
は
あ
く
ま
で
、
「
根
本
的

実
在
学
」
（
臼
』
①
・
。
）
で
あ
り
、
終
始
、
「
自
覚
的
分
析
的
」
（
H
翠

・。

ｯ
』
雪
』
刈
α
b
謡
』
竃
）
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
西
田
の
究
極
の
立
場

は
、
あ
く
ま
で
も
「
宗
教
的
要
求
」
に
関
す
る
、
こ
う
し
た
自
覚
的
分
析

的
な
、
宗
教
哲
学
的
な
思
索
で
あ
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
宗
教
的
「
要
求
」
を
根
拠
づ
け
る
哲
学
的
思
索
で
は
あ
っ
て
も
、
真
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実
在
の
絶
対
的
秘
義
の
「
啓
示
」
も
し
く
は
そ
れ
に
も
と
つ
く
宗
教
的

「
行
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
救
い
」
の
道
を
自
問
す
る

「
思
索
的
探
究
」
の
限
界
内
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
一
年
五
月
二
十
五
日
受
理
）

〈
注
記
〉

渡邊二郎

　
西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
『
善
の
研
究
』
に
つ
い
て
は
、

そ
の
岩
波
文
庫
版
（
第
四
九
刷
、
お
。
。
O
）
の
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
括
弧
内
に
示

し
、
そ
の
他
の
諸
著
作
の
う
ち
、
上
田
閑
照
編
の
三
巻
の
岩
波
文
庫
版
「
西
田
幾
多

郎
哲
学
論
集
同
』
喝
臼
」
（
お
○
。
↓
1
。
。
q
⊃
）
所
収
の
諸
論
文
の
場
合
に
は
、
そ
の
巻
数

（
ロ
～
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
括
弧
内
に
示
し
、
そ
れ
以
外
の
諸
著

作
の
場
合
に
は
、
岩
波
書
店
刊
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
全
十
九
巻
（
第
三
刷
、
お
司
。
。
－

。。

n）

ﾌ
巻
数
（
漢
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
括
弧
内
に
示
し
て
お
い
た
。

な
お
、
本
稿
は
、
平
成
十
年
六
月
六
日
ω
に
京
都
大
学
文
学
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
「
西
田
・
田
辺
記
念
講
演
会
」
で
講
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
機
会
を
お
与

え
く
だ
さ
っ
た
京
都
大
学
の
諸
先
生
方
に
は
衷
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
と
思

う
。
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Philosophisches　Denken　von　Kitaro　Nishida

Jiro　WATANABE

ZUSAM：瓢ENFASSU畏G

　Kitaro　Nishida　ist　mit　der　Ver6ffentlichung　seiRes　ersteR　Werkes　“Zen　no

Kenkyu　（Das　Studiar［1　des　Guten）”　damals　sehr　bekannt　gewordeR．

　In　der　Tat　ist　in　diesem　Buch　al｝es，　was　ey　sptiter　Roch　zur　Entfaltgng　zu　bringen

suchte，　bereits　keirahaft　beschlossen．　Besonders　wichtig　ist　seine　Meinung　ttber　das

Gute，　daB　man　sich　dessen　als　der　“Stimme　des　inneren　Verlangens”　in　der

unmittelbaren　Erfahrung　bewuBt　werden　kann．　Nishidas　philosophischer
Standpunkt　der　damaligen　sogenannten　“reineR　Erfahr＃ng”　ist　erst　im
Zusamrnenhang　mit　diesem　ethischen　Ver｝angen，　aufgrund　“der　tiefsten　Erfassung

des　Lebens”　das　bessere　Leben　zu　verwirklichen，　entstaRden．　Er　wollte　seither　das

ganze　Leben　hindurch　aus　“dem　tiefsten　Grgnd　des　Herzens”　philosophieren　und

faBte　von　diesem　Standpunkt　aus　in　seiner　spateren　Periode　seine
GrundanschauungeR　Uber　Mensch　und　Welt　in　manche　bekannte　Forraeln，　die

jeweils　seine　philosophischen　Positionen　zutreffeRd　ausdrUckteR．

　Aber　dieses　ethische　Verlangen　stbBt　in　der　Wirklichkeit　notwendig　auf

unUberwindbare　Schwierigkeken．　Daher　kommt　die　“Traurigkeit”　als　Grundstim－

mung　des　schrRerzvollen　Lebens　zttm　Vorschein．　Nishida　war　darura　der　Meinung，

daB　die　Philosophie　letzteR　Endes　auf　die　“Religion”　a｝s　die　h6chste　Stufe　des

Denkens　zur“ckgehen　mttB．


