
中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
内
在
と
超
越

１―　　―

板
　
垣
　
哲
　
夫

（
日
本
思
想
史
学
）

本
論
文
は
、
拙
稿
「
前
期
西
田
幾
多
郎
（
最
初
期
～
一
九
二
五
年
三
月
）
に

お
け
る
内
在
と
超
越
」（『
山
形
大
学
大
学
院
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
研
究
科
紀
要
』

第
７
号
）
に
続
き
、
中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一

〇
月
）
の
思
想
に
お
け
る
内
在
と
超
越
と
の
あ
り
か
た
を
考
察
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

内
在
と
は
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
人
間
の
あ
り
か
た
で
あ
り
、
超
越

と
は
、
世
界
の
う
ち
か
ら
超
越
し
て
い
く
人
間
の
あ
り
か
た
で
あ
り
、
両
者
は
、

超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
、
超
越
か
ら
離
反

し
て
い
る
内
在
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
い
う
四
つ
の
あ
り
か
た
を

構
成
し
て
い
る
。

中
期
の
西
田
の
思
想
は
、
中
期
前
年
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
二
九
年
一

二
月
）
と
中
期
後
半
（
一
九
三
〇
年
一
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
と
に
区
分

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
期
の
西
田
の
思
想
に
お
け
る
中

心
的
な
あ
り
か
た
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
っ
た
が
、
前
期
に
お

い
て
西
田
の
思
想
の
中
心
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
か
ら
、
内
在
を
把

捉
し
て
い
る
超
越
へ
と
徐
々
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
中
期
の
前
半
に
お
い
て

は
、
前
期
に
お
け
る
こ
の
移
行
が
さ
ら
に
進
み
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越

が
中
心
的
と
な
り
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
が
副
次
的
と
な
っ
て
き
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
期
の
後
半
に
な
る
と
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
が

中
心
的
と
な
り
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
が
副
次
的
と
な
っ
て
き
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。（
１
）

１
　
中
期
前
半
の
思
想
に
お
け
る
内
在
と
超
越

（
１
）　
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越

中
期
前
半
に
お
け
る
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
の
中
核
と
し
て
、「
主

語
」
に
対
置
さ
れ
る
「
述
語
」、
及
び
「
場
所
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
ず
「
述
語
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

「
判
断
の
立
場
か
ら
意
識
を
定
義
す
る
な
ら
ば
、
何
処
ま
で
も
述
語
と
な
つ

て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
意
識
の
範
疇
は
述
語
性

に
あ
る
の
で
あ
る
。
…
…
判
断
は
主
語
と
述
語
と
の
関
係
か
ら
成
る
、
苟
も

判
断
的
知
識
と
し
て
成
立
す
る
以
上
、
そ
の
背
後
に
広
が
れ
る
述
語
面
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
何
処
ま
で
も
主
語
は
述
語
に
於
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三

二
年
一
〇
月
）に
お
け
る
内
在
と
超
越
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…
…
。
所
謂
経
験
的
知
識
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
が
判
断
的
知
識
で
あ
る
か
ぎ

り
、
そ
の
根
柢
に
述
語
的
一
般
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
の
経
験
的

知
識
に
は
「
私
に
意
識
せ
ら
れ
る
」
と
い
ふ
こ
と
が
伴
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
自

覚
が
経
験
的
判
断
の
述
語
面
と
な
る
の
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』

２６

二
七
八
～
二
七
九
頁
）

主
語
と
述
語
と
か
ら
な
る
判
断
に
お
い
て
、
主
語
は
、
判
断
の
「
背
後
」、「
根

柢
」
に
あ
る
（
超
越
し
て
い
る
）
述
語
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
内
在
で
あ
り
、
述

語
は
、
内
在
（
主
語
）
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
意
識
、
判

断
、
自
覚
の
根
底
を
、
述
語
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

次
に
「
述
語
」
と
「
場
所
」
と
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
嘗
て
実
体
 

を
定
義
し
て
判
断
の
主
語
と
な
つ

て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
と
云
つ
た
。
私
は
実
体
の
定
義
と
し
て
未
だ
こ
れ

以
上
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
若
し
斯
く
云
ひ
得
る
な
ら

ば
、
之
を
逆
に
し
て
述
語
と
な
つ
て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
に
於
て
、
尚
一

層
深
い
意
義
に
於
て
有
る
も
の
を
考
へ
得
る
で
は
な
か
ら
う
か
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
唯
主
語
の
方
向
に
の
み
、
判
断
の
基
礎
と
な
る
超
越
的
な
る
も
の

を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
真
に
判
断
の
基
礎
と
な
る
超
越
的
な
る
も
の
は
主

語
の
方
向
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
述
語
の
方
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ボ

ザ
ン
ケ
の
云
ふ
如
く
、
此
机
が
樫
か
ら
造
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
時
、
真
の
主

語
と
な
る
も
の
は
此
机
で
は
な
く
、
実
在the

R
eality

で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
綜
合
的
全
体
と
い
ふ
如
き
も
の
が
真
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
 

 

と
な
る
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
意
味
に
於
け
る
超
越
的
な
る
も

の
が
判
断
の
基
礎
と
し
て
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
か
ゝ
る
も
の
が
於

て
あ
る
場
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

右
の
如
き
意
味
に
於
て
、
述
語
的
な
る
も
の
が
全
然
超
越
的
と
考
へ
ら
れ

る
と
共
に
、
そ
れ
は
主
語
的
意
義
に
於
て
有
と
い
ふ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
主
語
的
有
に
対
し
て
は
全
然
無
と
い
ふ
べ
き
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
主
語
的
有
は
之
に
よ
つ
て
主
語
的
有
で
あ
り
、
之

に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
主
語
的
方
向
に
於
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
云
へ

ば
、
述
語
的
な
る
も
の
が
超
越
的
と
な
り
、
無
と
な
れ
ば
な
る
程
、
主
語
的

な
る
も
の
は
個
物
的
と
な
る
」（「
取
残
さ
れ
た
る
意
識
の
問
題
」　
年
『
全

２６

　
』
一
三
～
一
四
頁
）

１２主
語
（「
実
体

」、「
実
在the

Reality

」、「
基
体
 

」）
に

対
し
、
述
語
が
対
置
さ
れ
、
判
断
に
お
い
て
述
語
は
、
主
語
が
「
於
て
あ
る
場

所
」で
あ
り
、「
判
断
の
基
礎
と
な
る
超
越
的
な
る
も
の
」で
あ
る
。
述
語
は
、
主

語
（
内
在
）
を
把
捉
し
て
い
る
述
語
（
場
所
）（
超
越
）
で
あ
り
、「
主
語
的
有
」

（
内
在
）
が
「
於
て
あ
る
」「
無
」（
超
越
）
で
あ
る
の
で
あ
る
。

「
対
象
が
主
観
的
作
用
を
超
越
し
て
自
立
す
る
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
客
観
的

な
る
対
象
の
成
立
す
る
場
所
は
、
主
観
的
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
、
場
所
其
者

が
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
が
作
用
と
い
ふ
如
き
も
の
を
対
象
化



中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
内
在
と
超
越

３―　　―

し
て
見
る
時
、
亦
か
ゝ
る
思
惟
対
象
の
場
所
に
映
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
意

味
其
者
と
い
ふ
も
の
す
ら
客
観
的
と
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
か
ゝ
る
も
の
の

成
り
立
つ
場
所
も
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
そ
の
様
な
も
の
は
単

な
る
無
に
過
ぎ
な
い
と
云
ふ
で
も
あ
ら
う
。
併
し
思
惟
の
世
界
に
於
て
は
無

も
亦
客
観
的
意
義
を
有
つ
の
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
〇
九
～

２６

二
一
〇
頁
）

「
主
観
的
作
用
」（
主
語
）（
内
在
）
を
「
客
観
的
な
る
対
象
」、「
場
所
」、「
意

味
」、「
無
」（
述
語
）（
超
越
）
が
把
捉
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
内
在
を
把
捉
し

て
い
る
超
越
）、
前
者
は
主
観
、
後
者
は
客
観
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
一
般
概
念
と
い
ふ
の
は
有
の
場
所
が
無
の
場
所
に
映
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な

い
、
有
の
場
所
と
無
の
場
所
と
触
れ
合
ふ
所
に
概
念
の
世
界
が
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
…
…
有
が
無
に
於
て
あ
る
が
故
に
、
作
用
の
根
柢
に
は
い
つ
で
も

一
般
概
念
な
る
も
の
、
述
語
的
な
る
も
の
が
含
ま
れ
て
居
る
。
併
し
そ
れ
は

単
に
対
立
的
無
に
映
さ
れ
て
居
る
の
で
な
く
、
直
に
真
の
無
に
於
て
あ
る
が

故
に
、
遊
離
せ
る
抽
象
的
概
念
で
は
な
く
し
て
、
内
在
的
対
象
と
な
る
。
内

在
的
対
象
と
は
真
の
無
の
場
所
に
固
定
せ
ら
れ
た
一
般
概
念
で
あ
る
。
作
用

は
必
ず
内
在
的
対
象
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
却
つ
て
内
在

的
対
象
に
於
て
作
用
が
あ
る
の
で
あ
る
、
内
在
的
対
象
と
し
て
限
定
せ
ら
れ

た
場
所
に
よ
つ
て
作
用
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年『
全
４
』二
六

２６

六
～
二
六
七
頁
）

「
有
」、「
内
在
的
対
象
」（
内
在
）
を
把
捉
し
て
い
る
「
無
の
場
所
」（
超
越
）

と
し
て
、「
一
般
概
念
」、「
述
語
的
な
る
も
の
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
超
越

に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
内
在
と
し
て
の
「
内
在
的
対
象
」
は
、
超
越
を
把

捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
「
作
用
」
の
根
底
で
あ
る
の
で
あ
る
。

「
判
断
は
主
語
と
述
語
面
と
を
繋
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
判
断
が
述
語
面
の
主

語
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
主
語
面
に
属
し
、
潜
在
的
に
之
に
含
ま
れ
る
と
考
へ

ら
れ
る
場
合
は
、
抽
象
的
一
般
者
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
、
之
に
反
し
、

判
断
が
述
語
面
に
属
し
、
完
全
に
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
考
へ
ら
れ
た
時
、

具
体
的
一
般
者
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
所
謂
認
識
対
象

界
の
論
理
的
構
造
」　
年
『
全
５
』
三
一
頁
）

２８

「
抽
象
的
一
般
者
」
が
、「
述
語
面
」（
超
越
）
を
把
捉
し
て
い
る
「
主
語
面
」

（
内
在
）
に
お
け
る
「
述
語
面
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
具
体
的
一
般
者
」
は
、

「
主
語
面
」（
内
在
）
を
把
捉
し
て
い
る
「
述
語
面
」（
超
越
）
に
お
け
る
「
述
語

面
」
で
あ
る
。

こ
の
「
具
体
的
一
般
者
」
を
「
客
観
的
対
象
」、「
意
味
」、「
価
値
」
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
。

「
客
観
的
対
象
が
超
時
間
的
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
意
味

も
超
時
間
的
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
我
我
は
何
時
で
も
同
一
の
意
味
を

考
へ
得
る
の
で
あ
る
。
意
味
が
斯
く
判
断
作
用
の
時
間
性
を
超
越
す
る
と
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ら
ば
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
意
味
は
判
断
の
時
間
性
を
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超
越
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
。
意
味
は
時
を
超
越
し
そ
れ
自
身
に
於
て

永
遠
で
あ
る
と
云
つ
て
も
、
意
味
は
固
よ
り
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
、
意

味
の
み
な
ら
ず
客
観
的
対
象
と
い
へ
ど
も
存
在
で
は
な
い
、
判
断
の
対
象
が

価
値
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
之
に
由
る
の
で
あ
る
。
存
在
で
あ
つ
て
も
そ
れ
が

判
断
の
対
象
と
し
て
真
偽
を
決
す
る
も
の
と
な
つ
た
時
、
そ
れ
は
存
在
で
は

な
く
、
一
種
の
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
味
が
判
断
作
用
を
超
越
す

る
と
云
ふ
の
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
超
越
す
る
の
で
あ
る
か
。
本
体
は
主

語
と
な
つ
て
述
語
と
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
本
体
は
我
々
の
判
断
作

用
を
超
越
し
て
そ
れ
自
身
に
永
遠
な
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
は
で
き
る
。
併

し
此
の
如
き
意
味
に
於
て
は
、
超
越
的
意
味
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
判

断
の
主
語
的
方
向
に
於
て
超
越
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
超
越
的
存
在
に

外
な
ら
な
い
、
之
と
異
な
つ
て
意
味
の
超
越
性
を
求
め
る
に
は
之
を
述
語
的

方
向
に
於
て
す
る
の
外
は
な
い
。
判
断
に
客
観
性
を
与
へ
る
も
の
は
存
在
で

な
く
し
て
価
値
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
判
断
の
真
の
主
語
と
な
る
も
の

は
特
殊
な
る
も
の
で
は
な
く
し
て
綜
合
的
全
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
判

断
は
そ
の
述
語
的
方
向
に
於
て
超
越
的
な
る
も
の
に
接
触
す
る
の
で
あ
る
」

（「
知
る
も
の
」　
年
『
全
４
』
三
六
〇
～
三
六
一
頁
）

２７

判
断
に
お
け
る
「
対
象
」（
超
越
）
は
「
作
用
」（
内
在
）
を
把
捉
し
て
い
る

（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の
で
あ
り
、「
客
観
的
対
象
」、「
意
味
」、「
価

値
」
で
あ
り
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）、「
時
間
」、「
存
在
」（
超
越
を
把

捉
し
て
い
る
内
在
）で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
判
断
の
主
語
的
方
向
に
於
て
超
越

す
る
」「
本
体
」
は
内
在
で
あ
り
（「
主
語
的
方
向
」
に
お
け
る
「
超
越
｣
は
内

在
で
あ
る
）、「
客
観
的
対
象
」、「
意
味
」、「
価
値
」
は
、「
述
語
的
方
向
」
に
お

け
る
「
綜
合
的
全
体
」
と
し
て
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
「
具
体
的
一
般
者
」
を
、
内
在
す
る
も
の
を
「
映
す
」「
鏡
」
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
。

「
一
般
が
特
殊
を
自
己
自
身
の
限
定
と
し
て
、
之
を
自
己
の
内
に
成
立
せ
し

め
る
と
共
に
、
特
殊
に
対
し
て
は
何
処
ま
で
も
一
般
其
者
と
し
て
特
殊
と
は

な
ら
な
い
、
単
に
特
殊
が
之
に
於
て
あ
る
無
な
る
場
所
と
考
へ
ら
れ
た
時
、

自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
鏡
と
な
る
の
で
あ
る
」（「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」

　
年
『
全
４
』
三
二
〇
頁
）

２７「
見
る
と
か
映
す
と
か
い
ふ
の
は
譬
喩
に
過
ぎ
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
か
も
知

ら
ぬ
が
、
包
摂
判
断
に
於
て
主
語
が
述
語
の
中
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
映

す
と
か
見
る
と
か
い
ふ
こ
と
の
根
本
的
意
義
に
外
な
ら
な
い
。
述
語
的
な
る

も
の
が
映
す
鏡
で
あ
り
、
見
る
眼
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
四

２６

八
頁
）

「
一
般
」、「
無
な
る
場
所
」、「
述
語
」、「
鏡
」、「
眼
」（
超
越
）
が
、「
特
殊
」、

「
主
語
」（
内
在
）
を
「
映
」
し
、「
見
」
る
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の

で
あ
る
。

「
更
に
働
く
も
の
を
も
除
去
す
る
時
、
純
な
る
状
態
の
世
界
を
見
る
、
即
ち
本
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体
な
き
様
相
の
世
界
を
見
る
。
統
一
を
内
に
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
純
粋
作
用

の
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
更
に
之
を
推
し
進
め
て
純
粋
状
態

の
世
界
と
云
ふ
如
き
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
構
成
的
範
疇

の
世
界
以
前
に
考
へ
ら
れ
る
反
省
的
範
疇
の
世
界
は
、
此
の
如
き
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
映
す
と
云
へ
ば
我
々
は
直
に
一
つ
の
働
き
を
考
へ
る
の
で

あ
る
が
、
働
く
と
い
ふ
こ
と
か
ら
映
す
と
い
ふ
こ
と
は
出
て
来
な
い
。
却
つ

て
無
限
に
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
働
く
も
の
を
導
き

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
働
く
と
い
ふ
考
は
有
限
な
る
一
般
者
、
色

ど
ら
れ
た
場
所
の
中
に
無
限
の
内
容
を
映
さ
う
と
す
る
よ
り
起
る
の
で
あ

る
。
す
べ
て
の
有
を
否
定
す
る
無
の
場
所
に
於
て
は
、
働
く
こ
と
は
単
に
知

る
こ
と
と
な
る
、
知
る
と
い
ふ
こ
と
は
映
す
こ
と
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年
２６

『
全
４
』
二
二
八
頁
）

「
働
く
」「
本
体
」
の
「
構
成
は
範
疇
の
世
界
」
に
お
い
て
は
、「
有
限
な
る
一

般
者
、
色
ど
ら
れ
た
場
所
」（
内
在
）
の
う
ち
に
「
無
現
の
内
容
」（
超
越
）
を

と
ら
え
よ
う
と
す
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
反
省
的
範
疇
の
世
界
」
に
お
い
て
は
、「
無
の
場
所
」（
超
越
）
の
う
ち
に
「
本

体
な
き
様
相
の
世
界
」、「
純
粋
状
態
の
世
界
」
を
「
映
」
し
、「
知
」
る
（
内
在

を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の
で
あ
る
。
ま
た
前
者
よ
り
も
後
者
を
よ
り
根
底
的

な
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
の
、「
映
す
」、「
見
る
」、「
知
る
」、
根
底
的
な
あ
り
か
た
を
「
叡
智
的
実

在
」
と
し
、「
色
が
色
自
身
を
見
る
こ
と
が
色
の
発
展
で
あ
り
、
自
然
が
自
然
自

身
を
見
る
こ
と
が
自
然
の
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叡
智
的
性
格
は
感
覚
の

外
に
あ
つ
て
之
を
統
一
す
る
の
で
は
な
く
、
感
覚
の
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、

と
し
て
い
る
（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
五
〇
～
二
五
一
頁
）。
根
底
的
な

２６

「
叡
智
的
実
在
」
を
、「
自
身
を
見
る
」「
感
覚
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
我
々
は
具
体
的
に
色
を
見
る
場
合
、
い

つ
で
も
一
般
的
な
る
も
の
を
背
景
に
於
て
見
て
居
る
の
で
あ
る
、
単
に
特
殊
的

な
る
も
の
は
却
つ
て
考
へ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
色
の
経
験
の
根
柢
に
色

一
般
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
得
る
な
ら
ば
、
之
を
押
し
進
め
て
す
べ
て
の
感
覚
の

根
柢
に
感
覚
一
般
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
」、
と
し
て
い
る
（「
働

く
も
の
」　
年
『
全
４
』
一
八
七
頁
）。「
考
へ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
」「
特

２５

殊
な
る
も
の
」
は
、
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
で
あ
り
、
具
体
的
な
色
、

感
覚
の
経
験
の
根
底
を
、「
自
身
を
見
る
」「
色
一
般
」、「
感
覚
一
般
」（
内
在
を

把
捉
し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
期
に
お
い
て
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い

た
意
識
、
自
覚
、
意
志
は
、
中
期
前
半
に
お
い
て
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超

越
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。

意
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
経
験
的
事
実
が
意
識
を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
意
識
が
経
験
的
事
実
を

限
定
す
る
の
で
あ
る
。
私
が
意
識
す
る
と
云
へ
ば
事
実
的
知
識
と
考
へ
ら
れ
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る
が
、
斯
く
考
へ
ら
れ
た
私
が
意
識
す
る
の
で
は
な
い
、
私
が
意
識
す
る
と

い
ふ
意
識
は
却
つ
て
右
の
如
き
一
種
の
超
越
的
述
語
面
と
し
て
考
へ
ら
る
べ

き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
私
と
い
ふ
の
は
超
越
的
述
語
面
が
自
己
自
身

を
限
定
す
る
場
合
に
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
」（「
知
る
も
の
」　
年
『
全
４
』

２７

三
七
五
～
三
七
六
頁
）

「
私
が
意
識
す
る
と
云
へ
ば
、
一
種
の
事
実
的
知
識
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら

う
が
、
私
は
意
識
と
い
ふ
の
は
事
実
で
は
な
く
し
て
一
種
の
範
疇
で
あ
る
と

考
へ
る
の
で
あ
る
」（「
知
る
も
の
」　
年
『
全
４
』
三
七
九
頁
）

２７

「
我
の
意
識
と
い
ふ
の
は
事
実
の
意
識
で
は
な
く
し
て
寧
ろ
知
識
成
立
の
条

件
で
あ
る
、
一
つ
の
場
所
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
、
所
謂
事
実
的
知
識
が
之

に
於
て
成
立
す
る
超
越
的
述
語
面
に
他
な
ら
な
い
。
具
体
的
一
般
者
に
於
て

事
実
的
知
識
が
成
立
す
る
と
考
へ
ら
れ
た
時
、
そ
の
超
越
的
述
語
面
が
我
で

あ
る
、
か
ゝ
る
超
越
的
述
語
面
が
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
と
い
ふ
こ
と
が

自
己
の
意
識
で
あ
る
」（「
知
る
も
の
」　
年
『
全
４
』
三
八
一
頁
）

２７

意
識
は
「
事
実
」（
内
在
）
で
は
な
く
、「
範
疇
」（
超
越
）
で
あ
る
。「
私
が

意
識
す
る
と
い
ふ
意
識
」
は
「
事
実
」（
内
在
）
で
は
な
く
、「
超
越
的
述
語
面
」

（
超
越
）
に
お
け
る
「
自
己
自
身
」
の
「
限
定
」、「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」

こ
と
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
で
あ
る
。
意
識
、「
超
越
的
述
語
面
」、

「
場
所
」、「
具
体
的
一
般
者
」（
超
越
）
が
「
経
験
的
事
実
」（
内
在
）
を
「
限

定
」
す
る
こ
と
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
が
、「
事
実
的
知
識
」
な
の
で

あ
る
。

自
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
覚
的
意
識
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
に
は
、
我
々
は
判
断
的
一
般
者
の
述

語
面
と
い
ふ
も
の
か
ら
出
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
ヽ
る
述
語
面
に
於
て
、
そ

の
主
語
的
な
る
も
の
が
、
も
は
や
判
断
の
主
語
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
之
を
内
に
超
越
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
所
謂
自
覚
的
意
識

と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
意
識
面
と
考
へ
る
も
の
は
、

そ
の
底
に
超
越
的
な
る
主
語
を
包
ん
だ
判
断
的
一
般
者
の
述
語
面
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
」（「
述
語
的
論
理
主
義
」　
年
『
全
５
』
八
一
頁
）

２８

判
断
は
、
西
田
に
お
い
て
、
一
般
者
（
超
越
）
の
自
己
限
定
（
内
在
を
把
捉

し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
判
断
に
お
け
る
「
主
語

的
な
る
も
の
」（
内
在
）
が
、「
判
断
の
主
語
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
之
を
内
に
超
越
し
た
も
の
」
と
な
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）

こ
と
に
お
い
て
、
自
己
（
超
越
）
が
自
己
自
身
（
内
在
）
を
知
る
こ
と
で
あ
る

自
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
に
お
い
て
は
、「
判
断
的
一
般
者
」（
超
越
）

が
「
超
越
的
な
る
主
語
」（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
を
把
捉
し
て
い
る

（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の
で
あ
る
。

「
自
覚
的
限
定
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
自
己
が
自
己
自
身

を
知
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
、
自
己
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
啻
に
限
定
す
る
も
の
が
限
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
限
定
せ
ら
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れ
る
も
の
が
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
が
自
己
自
身
を
包

む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
己
は
自
己
に
於
て
自
己
を
限
定
す
る
の

で
あ
る
。
知
る
と
い
ふ
こ
と
の
根
本
的
形
式
を
判
断
と
考
へ
、
判
断
と
は
一

般
者
の
自
己
限
定
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
知
る
こ
と
を
知
る
と
云
ふ
こ
と
は
、

一
般
者
が
一
般
者
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
直

覚
的
知
識
」　
年
『
全
５
』
一
九
八
頁
）

２９

「
自
覚
其
者
の
立
場
か
ら
云
へ
ば
、
自
覚
と
い
ふ
こ
と
は
自
己
が
自
己
に
於

て
自
己
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
と
い
ふ
こ

と
は
「
自
己
が
」
が
「
自
己
に
於
て
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
、
即
ち
場
所
其

者
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」（「
総
説
」　
年
『
全
５
』
四
二
七
頁
）

２９

超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
し
て
の
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
（
超
越
か

ら
離
反
し
て
い
る
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
に
お
い
て
、
知
る
自
己
（
超

越
）
は
内
在
か
ら
離
反
す
る
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）。
こ
の
、
内
在

を
把
捉
し
て
い
る
超
越
か
ら
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
へ
の
超
越
が
、

「
一
般
者
が
一
般
者
自
身
を
限
定
す
る
」
こ
と
、「
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す

る
」
こ
と
、「
自
己
が
」
が
「
自
己
に
於
て
」、「
場
所
其
者
」
に
な
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。

意
志
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
意
識
面
と
い
ふ
の
が
、
か
ヽ
る
自
覚
的
自
己
を
包
む
べ
く
広
げ
ら
れ
た
判

断
的
一
般
者
の
述
語
面
と
す
る
な
ら
ば
、
意
識
面
に
も
亦
種
々
な
る
層
を
考

へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
、
而
し
て
そ
の
最
も
深
き
も
の
を
意
志
の
意

識
面
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
が
真
に
意
識
面
の
底
に
超
越
し
て
、

自
己
が
自
己
の
意
識
を
失
ふ
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
―
引
用
者
）

と
云
ふ
に
当
つ
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
極
限
的
な
る
意
識
面
を
考
へ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
判
断
的
一
般
者
の
底
に
超
越
的
な
る
も
の
（
超
越
か
ら

離
反
し
て
い
る
内
在
―
引
用
者
）
を
見
る
時
、
そ
れ
が
超
越
的
（
超
越
か
ら

離
反
し
て
い
る
内
在
―
引
用
者
）
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
働
く
も
の
で
あ

る
、
合
目
的
的
な
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
尚
働
く
も
の
で
あ
る
。
述
語
面
が

之
を
含
む
べ
く
広
げ
ら
れ
、
超
越
的
な
る
も
の
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る

内
在
―
引
用
者
）
が
之
に
属
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
始
め
て
知
る

も
の
と
な
り
、
述
語
面
は
意
識
面
と
な
る
。
而
し
て
意
識
面
が
超
越
的
な
る

も
の
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
―
引
用
者
）
を
包
む
と
云
ふ
意
味
を

有
す
る
限
り
、
働
く
も
の
を
内
に
包
む
も
の
と
し
て
、
意
識
作
用
と
な
る
、

既
に
意
志
の
形
を
な
す
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
ゝ
る
立
場
を
極
限
に
ま
で

進
め
て
、
我
々
は
自
由
意
志
の
考
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
意
志
の
底
に

は
自
己
自
身
を
見
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
意
識
面
が
見
る
自
己
に
附

着
し
た
時
、
意
志
的
意
識
面
と
な
る
の
で
あ
る
。
此
故
に
意
志
的
意
識
面
は

知
的
意
識
面
よ
り
も
広
く
、
之
を
包
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
意
志
的
意
識
面
ま

で
は
、
尚
判
断
的
一
般
者
の
述
語
面
を
深
め
て
行
つ
た
も
の
と
し
て
、
意
識
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面
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
併
し
意
志
的
意
識
面
の
底
に
尚
自

覚
的
な
る
も
の
を
包
む
真
の
無
の
場
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
我
々
の
意
識

面
は
之
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
意
志
的
と
な
る
の
で
あ
る
」（「
述
語
的

論
理
主
義
」　
年
『
全
５
』
八
六
～
八
七
頁
）

２８

「
意
志
は
単
な
る
作
用
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
見
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
然
ら
ざ
れ
ば
機
械
的
作
用
や
本
能
的
作
用
と
択
ぶ
所
は
な
い
。
意
志

の
背
後
に
於
け
る
暗
黒
は
単
な
る
暗
黒
で
は
な
く
し
て
、
デ
ィ
オ
ニ
ー

シ
ュ
ー
ス
の
所
謂dazzling

obscurity

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
ゝ
る
立

場
に
於
け
る
内
容
が
対
立
的
無
の
立
場
に
映
さ
れ
た
る
時
、
作
用
と
し
て
の

自
由
意
志
を
見
る
の
で
あ
る
。
…
…
作
用
と
し
て
の
自
由
の
前
に
状
態
と
し

て
の
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
二
八
～
二
二
九

２６

頁
）

意
志
に
お
い
て
は
、
自
覚
に
お
い
て
と
同
様
、「
意
識
面
の
底
に
超
越
」
す
る

「
自
己
」（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
を
、「
広
げ
ら
れ
」
た
「
述
語
面
」

（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
が
「
包
む
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越

か
ら
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
へ
の
超
越
）
の
で
あ
る
。
意
志
、
自
覚

は
と
も
に
、「
真
の
無
の
場
所
」、「
見
る
自
己
」、「dazzling

obscurity

」（
内

在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）を
め
ざ
し
て
い
る
極
限
的
な
意
識
な
の
で
あ
る
。

ま
た
「
作
用
と
し
て
の
自
由
」
が
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
の
に

対
し
、「
状
態
と
し
て
の
自
由
」
は
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

身
体
と
意
識
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

「
我
々
の
意
識
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
、
右
に
云
つ
た
如
き
行
為
的
自
己
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
身
体
は
か
ヽ
る
行
為
的
自
己
の
表
現
と
し

て
、
我
々
の
意
識
の
基
礎
と
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
的
自
己

の
立
場
に
立
て
ば
、
身
体
は
我
々
の
意
志
の
機
関
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら

う
。
併
し
身
体
は
単
な
る
道
具
で
は
な
い
、
身
体
は
意
識
の
底
に
あ
る
深
い

自
己
の
表
現
で
あ
る
。
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
我
々
の
身
体
は
形
而
上
学
的
意

義
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
真
の
自
己
の
内
容
に
は
、
必
ず

行
為
を
伴
は
ね
ば
な
ら
な
い
、
身
心
一
如
の
所
に
我
々
の
真
の
自
己
が
現
れ

る
の
で
あ
る
」（「
叡
智
的
世
界
」　
年
『
全
５
』
一
五
六
頁
）

２８

身
体
を
、
意
識
の
根
底
に
あ
る
「
深
い
自
己
」、「
行
為
的
自
己
」（
内
在
）
の

「
表
現
」（
超
越
）（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ

の
「
深
い
自
己
」
を
「
叡
智
的
自
己
」（
超
越
）
と
し
て
と
ら
え
、
自
然
を
、

「
叡
智
的
自
己
」
の
「
ノ
エ
マ
的
内
容
」、「
形
式
的
叡
智
的
自
己
の
内
容
」（
内

在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え
、
身
体
を
、「
叡
智
的
自
己
の
ノ

エ
シ
ス
的
内
容
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）と
し
て
と
ら
え
て
い
る（「
自

覚
的
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
及
そ
れ
と
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」

　
年
『
全
５
』
三
〇
四
頁
）。

２９「
我
々
の
想
像
的
影
像
か
ら
其
情
意
的
内
容
を
減
じ
て
行
け
ば
、
即
ち
ノ
エ

シ
ス
的
内
容
を
減
じ
て
行
け
ば
、
単
な
る
叡
智
的
ノ
エ
マ
の
限
定
面
に
近
づ



中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
内
在
と
超
越

９―　　―

く
、
即
ち
所
謂
自
然
界
に
近
づ
く
、
そ
の
極
、
自
然
界
と
合
一
す
る
所
に
所

謂
身
体
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
は
自
然

に
精
神
的
内
容
を
入
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
精
神
的
内
容
か
ら
情
意

的
内
容
を
除
去
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
斯
く
我
々
の
意
識
内
容
が
所
謂

身
体
的
限
定
に
近
づ
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
我
々
が
漸
次
自
己
を
失
ふ
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
極
、
死
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
想
像
か
ら
情
意
的
内
容
を
除
去

す
れ
ば
、
単
な
る
記
憶
と
な
る
、
記
憶
に
於
て
は
尚
自
己
は
自
己
を
維
持
し

て
居
る
、
併
し
知
覚
に
至
り
感
覚
に
至
る
に
及
ん
で
、
自
己
は
自
己
を
失
つ

て
自
然
と
結
合
す
る
。
更
に
感
覚
を
も
失
へ
ば
、
身
体
は
単
な
る
自
然
と
な

る
と
共
に
、
身
体
と
い
ふ
も
の
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
が
所
謂
死
で

あ
る
。
我
々
の
感
覚
的
身
体
即
ち
広
義
に
於
け
る
感
官
と
い
ふ
も
の
は
、
自

己
に
よ
つ
て
限
定
せ
ら
れ
た
自
然
物
で
あ
る
、
自
然
界
の
一
部
が
快
不
快
の

感
情
の
伴
ふ
か
ぎ
り
、
自
己
の
身
体
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
之
を
失
へ

ば
単
な
る
自
然
物
と
異
な
る
所
は
な
い
」（「
自
覚
的
一
般
者
に
於
て
あ
る
も

の
及
そ
れ
と
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」　
年
『
全
５
』
二
八
二
～

２９

二
八
三
頁
）

「
精
神
的
内
容
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
か
ら
「
情
意
的
内
容
」（
内

在
）
を
除
去
し
た
も
の
が
身
体
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
で
あ
る
。「
記

憶
」
は
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
り
（
把
捉
さ
れ
て
い
る
内
在
は
、

「
維
持
」
さ
れ
て
い
る
「
自
己
」
で
あ
る
）、「
知
覚
」、「
感
覚
」
と
な
る
に
従

い
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
き
、
自
然
＝
「
死
」（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超

越
）
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
は
、「
快
不
快
の
感
情
」（
内
在
）
が
「
伴

ふ
」
自
然
（
超
越
）（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
で
あ
る
。

身
体
が
一
般
化
さ
れ
た
も
の
が
表
現
で
あ
る
。

「
合
目
的
的
世
界
に
於
て
は
、
物
が
合
目
的
的
で
あ
る
の
で
あ
る
、
目
的
が
物

の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
る
、
意
識
に
於
て
事
物
的
な
る
も
の
が
衝
動

的
な
る
と
一
般
で
あ
る
、
自
己
が
尚
事
物
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ

る
。
然
る
に
意
志
的
自
覚
と
い
ふ
の
は
、
上
に
云
つ
た
如
く
既
に
自
己
自
身

を
見
る
も
の
に
よ
つ
て
裏
附
け
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
、
自
己
の
中
に
自

己
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
意
志
自
由
の
意
識
が
あ
る
の
で
あ

る
。
か
ゝ
る
意
志
的
自
覚
の
立
場
が
超
越
的
自
己
の
立
場
に
持
ち
来
さ
れ
た

時
、
即
ち
我
々
の
自
己
が
自
己
自
身
を
見
る
も
の
と
な
つ
た
時
、
客
観
的
実

在
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
表
現
的
と
な
る
」（「
一
般
者
の
自
己
限
定
」　
年
２９

『
全
５
』
三
七
二
頁
）

「
合
目
的
的
世
界
」
に
お
い
て
は
、「
物
」、「
事
物
」（
内
在
）
が
「
目
的
」、

「
自
己
」（
超
越
）
を
把
捉
し
て
い
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
の
で
あ

る
。「
表
現
」
に
お
い
て
は
、「
自
己
自
身
を
見
る
も
の
」、「
超
越
的
自
己
」（
超

越
）
が
「
客
観
的
実
在
」
と
し
て
、「
自
己
自
身
」（
内
在
）
を
「
構
成
」
し
、

「
見
」、「
表
現
」
す
る
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の
で
あ
る
。

「
か
か
る
意
味
に
於
て
自
己
が
自
己
を
見
る
作
用
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
、
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広
義
に
於
け
る
表
現
作
用
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
芸
術
的
作
品

の
如
き
も
の
に
於
て
は
、
意
識
的
自
覚
に
於
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己

の
個
性
を
ノ
エ
マ
的
に
見
る
の
で
あ
る
。
表
現
的
意
識
に
於
て
、
我
々
は
叡

智
的
自
己
の
立
場
に
立
つ
と
云
ひ
得
る
、
叡
智
的
自
己
は
表
現
的
に
自
己
自

身
を
限
定
す
る
、
表
現
的
意
識
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
叡
智
的
意
識
の
意
味

を
有
す
る
の
で
あ
る
」（「
一
般
者
の
自
己
限
定
」　
年
『
全
５
』
三
七
一
頁
）

２９

「
自
己
の
個
性
」（
内
在
）
を
「
ノ
エ
マ
的
に
見
る
」（
超
越
）「
表
現
」（
内
在

を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
を
「
叡
智
的
」
と
し
て
い
る
。

「
単
な
る
意
識
的
自
己
の
限
定
面
を
越
え
て
、
而
も
未
だ
叡
智
的
自
己
の
限

定
面
に
至
ら
な
い
意
志
的
自
己
の
限
定
面
と
い
ふ
如
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
が
社
会
的
意
識
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
我
々

の
意
志
的
自
己
は
自
己
の
個
性
的
内
容
を
社
会
的
意
識
に
於
て
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
社
会
的
自
己
は
我
々
の
個
人
的
意
志
的
自
己
に
対
し
て
は
、
一

般
的
な
自
己
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
抽
象
的
た
る
を
免
れ
な
い
。
併
し
社
会

的
意
識
内
容
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
所
謂
意
識
内
容
と
考
へ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
、
既
に
客
観
的
意
義
を
有
つ
た
も
の
で
あ
る
、
叡
智
的
ノ
エ
マ
の

意
義
を
有
つ
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
自
己
の
ノ
エ
マ
的
内
容
は
表
現
的
内

容
の
性
質
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
的
意
識
を
構
成
す
る

と
考
へ
ら
れ
る
言
語
や
、
種
々
の
礼
俗
な
ど
の
内
容
は
、
単
な
る
意
識
内
容

と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
表
現
的
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
の
社
会
は
動
物
の
本
能
的
社
会
と
異
な
つ
て
、
文
化
的
世
界
の
意
義
を

有
す
る
所
以
で
あ
る
」（「
自
覚
的
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
及
そ
れ
と
そ
の

背
後
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」　
年
『
全
５
』
三
一
五
頁
）

２９

「
言
語
」、「
礼
俗
」
等
の
「
社
会
的
意
識
内
容
」
は
、「
客
観
的
意
義
」、「
叡

智
的
ノ
エ
マ
の
意
義
」
を
有
つ
「
表
現
的
内
容
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超

越
）
で
あ
る
。「
動
物
の
本
能
的
社
会
」
に
お
い
て
は
、「
本
能
」（
内
在
）
に
埋

没
し
て
い
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
の
に
対
し
、
人
間
の
「
文
化

的
世
界
」
に
お
い
て
は
、「
社
会
」、「
文
化
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
（
内
在
を
把

捉
し
て
い
る
超
越
）
の
で
あ
る
。

（
２
）　
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越

自
覚
、
意
志
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
が
め
ざ
し
て
い
る
「
真
の
無

の
場
所
」（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「

有
る
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
認
め
ら
れ
た
無
い
と
い
ふ
も
の
は
、
尚
対
立

的
有
で
あ
る
。
真
の
無
は
か
ゝ
る
有
と
無
と
を
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
か
ゝ
る
有
無
の
成
立
す
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
有
を
否
定
し
有

に
対
立
す
る
無
が
真
の
無
で
は
な
く
、
真
の
無
は
有
の
背
景
を
成
す
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
一
八
頁
）

２６



中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
内
在
と
超
越

１１―　　―

「
真
の
場
所
に
於
て
は
或
物
が
そ
の
反
対
に
移
り
行
く
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

矛
盾
に
移
り
行
く
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
類
概
念
の
外
に
出
る

こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
の
場
所
は
単
に
変
化
の
場
所
で
は
な

く
し
て
生
滅
の
場
所
で
あ
る
。
類
概
念
を
も
越
え
て
生
滅
の
場
所
に
入
る

時
、
も
は
や
働
く
と
い
ふ
こ
と
の
意
味
も
な
く
な
る
、
唯
見
る
と
い
ふ
の
外

は
な
い
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
一
九
頁
）

２６

「
真
の
意
識
の
立
場
は
最
後
の
無
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
意
識
の
底

に
は
、
之
を
繋
ぐ
他
の
物
が
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
、
か
ゝ
る
も
の
が
あ
ら
ば
意

識
で
は
な
い
。
意
識
の
流
は
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
時
々
刻
刻
に
移
り
行
き
、

一
瞬
の
過
去
に
も
返
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
根

柢
に
は
永
遠
に
移
ら
ざ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
唯
こ
の
永
遠
に
移
ら

ざ
る
も
の
が
無
な
る
が
故
に
、
意
識
は
繰
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
三
七
～
二
三
八
頁
）

２６

「
有
を
否
定
し
有
に
対
立
す
る
無
」
が
、
内
在
（「
有
」）
を
把
捉
し
て
い
る
超

越
（「
無
」）
で
あ
る
の
に
対
し
、「
有
の
背
景
を
成
す
」「
真
の
無
」
は
、
内
在

か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。「
そ
の
反
対
に
移
り
行
く
」、「
働
く
」、「
類

概
念
」、「
変
化
の
場
所
」
が
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
そ
の
矛
盾
に
移
り
行
く
」、「
唯
見
る
」、「
類
概
念
の
外
に
出
る
」、「
生
滅
の
場

所
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。
意
識
を
「
繋
ぐ
他
の
物
」

は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
り
、「
一
瞬
の
過
去
に
も
返
る
こ
と
が
で

き
な
い
」、「
繰
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
は
、
内
在
か
ら
の
離
反
で
あ
り
、「
永

遠
に
移
ら
ざ
る
」「
無
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

「
真
の
無
の
場
所
」
を
、「
限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
」（
具
体
的
一
般
者
）
の

根
底
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

「
矛
盾
的
関
係
に
於
て
立
つ
真
理
を
見
る
に
は
、
我
々
は
所
謂
一
般
概
念
の

外
に
出
て
之
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
一
般
的
な

る
も
の
が
見
ら
れ
得
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
先
験
的
知
識
の
成
立
す
る
所
以
で

あ
る
。
之
に
よ
つ
て
我
々
は
斯
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
然
ら
ざ
れ
ば
知
識
は

成
立
せ
な
い
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
既
に
一
般
概
念
の
外
に
出
な
が
ら
、

如
何
に
し
て
更
に
判
断
の
根
柢
と
な
る
一
般
的
な
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ら
う
か
。
一
般
概
念
の
外
に
出
る
と
い
ふ
の
は
、
一
般
概
念
が
な

く
な
る
こ
と
で
は
な
い
、
却
つ
て
深
く
そ
の
底
に
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
る
、

限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
か
ら
、
そ
の
根
柢
た
る
真
の
無
の
場
所
に
到
る
こ

と
で
あ
る
、
有
の
場
所
其
者
を
無
の
場
所
と
見
る
の
で
あ
る
、
有
其
者
を
直

に
無
と
見
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
我
々
は
こ
れ
ま
で
有
で
あ
つ
た
場
所
の

内
に
無
の
内
容
を
盛
る
こ
と
が
で
き
る
、
相
異
の
関
係
に
於
て
あ
つ
た
も
の

の
中
に
矛
盾
の
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
性
質
的
な
る
も
の
の
中
に
働

く
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
見
る
知
覚
的
空
間
は
直

に
先
験
的
空
間
で
は
な
い
。
併
し
そ
れ
は
先
験
的
空
間
に
於
て
あ
る
の
で
あ

る
、
而
し
て
先
験
的
空
間
の
背
後
は
真
の
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
の
場



―　　―１２

山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
七
巻
第
二
号

所
に
於
て
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
意
識
を
意
味
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は
先
験
的

意
識
に
於
て
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
是
故
に
一
般
概
念
の
外
に
出
る

と
い
ふ
こ
と
は
、
却
つ
て
之
に
よ
つ
て
、
真
に
一
般
的
な
る
も
の
を
見
る
こ

と
で
あ
る
」（「
場
所
」　
年
『
全
４
』
二
五
四
～
二
五
五
頁
）

２６

「
一
般
的
な
る
も
の
」、「
限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
」、「
相
異
の
関
係
に
於
て

あ
つ
た
も
の
」、「
性
質
的
な
る
も
の
」、「
知
覚
的
空
間
」
が
、
内
在
を
把
捉
し

て
い
る
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
、「
一
般
概
念
の
外
」、「
先
験
的
知
識
」、「
真
の

無
の
場
所
」、「
矛
盾
の
関
係
」、「
働
く
も
の
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る

超
越
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
根
底
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
の
う
ち
に
と
ら
え

な
お
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
唯
、
知
る
と
云
ふ
こ
と
を
一
般
者
の
自
己
限
定
と
考
へ
、
か
ゝ
る
考
を
絶
対

無
の
一
般
者
に
ま
で
押
し
進
め
た
時
、
如
何
な
る
意
味
に
て
も
限
定
を
超
越

す
る
と
共
に
、
そ
こ
は
絶
対
無
の
場
所
と
し
て
尚
映
す
と
云
ふ
意
味
が
残
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
が
我
々
の
知
識
の
根
本
的
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
心
は
最
後
に
於
て
唯
、
映
す
鏡
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
叡
智

的
世
界
」　
年
『
全
５
』
一
八
二
頁
）

２８

「
自
己
が
真
に
自
己
自
身
を
失
つ
て
自
己
の
無
を
見
る
と
い
ふ
立
場
に
於
て

は
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
の
行
為
的
立
場
を
も
越
え
た
立
場
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
単
に
見
る
と
い
ふ
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
一
般
者
の

自
己
限
定
」　
年
『
全
５
』
四
〇
三
頁
）

２９

超
越
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
内
在
と
し
て
の
「
限
定
」、「
自
己
自
身
」

か
ら
離
反
す
る
こ
と
に
お
け
る
、「
絶
対
無
の
場
所
」
へ
の
超
越
（
内
在
か
ら
離

反
し
て
い
る
超
越
）
に
お
い
て
、「
映
す
鏡
」、「
単
に
見
る
」
と
い
う
、
内
在
を

把
捉
し
て
い
る
超
越
の
極
限
的
な
あ
り
か
た
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
真
の
無
の
場
所
」
を
「
表
現
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

「
真
に
自
己
自
身
を
見
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
見

ら
れ
る
自
己
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
、
自
己
が
絶
対
に
無
な
る
こ
と
を
見

る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
我
々
は
真
に
自
己
自
身
を
忘
じ
た
所
に
真
の
自
己
が

あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
知
的
直
観
と
い
ふ
も
単
に
物
と
我
と
が
合
一
す

る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
の
無
を
見
る
自
己
の
ノ
エ
マ
的
限
定
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
右
の
如
き
叡
智
的
自
己
の
ノ
エ
マ
的
限
定
が
広
義
に
於
て

表
現
作
用
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
自
己
の
無
な
る
こ
と
を
見
る
自
己

の
ノ
エ
マ
的
内
容
が
表
現
の
内
容
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」（「
一
般
者

の
自
己
限
定
」　
年
『
全
５
』
三
七
四
頁
）

２９

「
真
の
無
の
場
所
」
と
は
、「
見
ら
れ
る
自
己
」（
内
在
）
が
「
な
く
な
る
」

（
内
在
か
ら
の
離
反
）
場
所
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
で
あ
り
、「
表

現
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
表
現
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る

超
越
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
３
）　
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在

「
判
断
的
一
般
者
の
超
越
的
述
語
面
が
意
識
面
と
考
へ
ら
れ
た
時
、
そ
の
底

に
超
越
す
る
主
語
的
な
る
も
の
は
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
、
自
己
と
は
自
覚
的

一
般
者
の
自
己
限
定
面
た
る
意
識
面
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
」（「
自
己
自
身

を
見
る
も
の
の
於
て
あ
る
場
所
と
意
識
の
場
所
」　
年
『
全
５
』
一
二
二
頁
）

２８

「
私
の
超
越
的
述
語
面
と
い
ふ
も
の
は
、
自
己
の
中
に
無
現
に
深
い
主
語
的

統
一
を
見
る
も
の
で
あ
る
、
自
ら
無
に
し
て
而
も
自
己
の
中
に
自
己
を
限
定

す
る
も
の
で
あ
る
。
超
越
的
述
語
面
と
い
ふ
の
は
判
断
的
限
定
の
立
場
か
ら

考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
の
真
の
自
己
と
い
ふ
の
は
か
ゝ
る
一
般

者
を
越
え
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
一
般
者
を
越
え
た
無
限
に
深
い
一

般
者
の
中
に
映
さ
れ
た
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
語
的
統
一
が
、
我
々
の

真
の
自
己
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
内
容
が
限
定
せ
ら
れ
る
か
ぎ

り
、
何
等
か
の
意
味
に
於
て
そ
れ
が
概
念
的
知
識
へ
の
関
係
を
有
つ
と
考
へ

得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
我
々
の
真
の
自
己
は
何
処
ま
で
も
深
い
所
に
あ

る
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
主
語
的
統
一
の
意
味
を
絶
し
た
も
の
で
あ
る
、
故
に

意
志
す
る
も
の
、
否
、
自
己
自
身
を
見
る
も
の
が
真
の
自
己
で
あ
る
。
真
の

自
己
は
概
念
を
絶
し
た
世
界
に
於
て
住
む
の
で
あ
る
、
主
語
的
統
一
の
成
立

せ
な
い
世
界
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
か
ゝ
る
世
界
が
我
々
に
最
も

直
接
な
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
底
に
は
何
物
も
な
い
、
我
々
は
知
的
対

象
の
世
界
に
於
て
住
む
の
で
な
く
、
知
的
対
象
の
世
界
は
真
に
我
々
の
住
む

世
界
の
表
面
に
過
ぎ
な
い
」（「
所
謂
認
識
対
象
界
の
論
理
的
構
造
」　
年
２８

『
全
５
』
二
八
～
二
九
頁
）

「
判
断
的
一
般
者
の
超
越
的
述
語
面
」、「
自
覚
的
一
般
者
の
自
己
限
定
面
」
で

あ
る
「
意
識
面
」（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
の
「
底
に
超
越
す
る
」

「
自
己
」
は
、
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。「
主
語
的
統
一
」（
超
越

を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
、「
概
念
的
知
識
」、「
知
的
対
象
の
世
界
」（
内
在

を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）と
は
依
拠
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
を「
越
え
た
」、

「
無
限
に
深
い
一
般
者
」（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
と
、「
達
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
主
語
的
統
一
」
で
あ
る
「
真
の
自
己
」（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る

内
在
）
と
は
、
前
者
の
う
ち
に
後
者
が
「
映
さ
れ
」
て
い
る
と
い
う
関
係
に
お

い
て
あ
る
の
で
あ
る
。

「
意
識
に
於
て
我
々
が
実
在
的
と
考
へ
る
も
の
は
、「
我
」
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
、
我
に
於
て
あ
る
も
の
で
あ
る
、
我
と
い
ふ
も
の
を
対
象
的
に
考
へ
る

な
ら
ば
、
何
処
ま
で
も
個
物
的
な
る
も
の
で
あ
る
、
個
別
化
の
無
限
な
る
行

先
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
意
味
に
於
て
は
、
所
謂
主
語
と
な

つ
て
述
語
と
な
ら
な
い
個
物
を
も
越
え
て
あ
る
も
の
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら

う
。
之
に
反
し
、
知
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
対
象
的
な
る

も
の
を
内
に
包
む
も
の
で
あ
る
、
所
謂
個
物
的
な
る
も
の
を
も
包
む
も
の
で

あ
る
、
否
個
別
化
の
無
限
の
行
先
を
も
包
む
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
唯
、
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実
在
と
し
て
個
物
的
な
る
私
は
判
断
の
主
語
的
方
向
に
於
て
、
所
謂
主
語
と

な
つ
て
述
語
と
な
ら
な
い
個
物
的
な
る
も
の
を
越
え
る
と
共
に
、
之
を
包
む

と
い
ふ
方
向
に
於
て
は
、
判
断
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
之
に
於
て
判
断
的
知
識
が
成
立
す
る
と
い
ふ
具
体
的
一
般
者
の
超
越
的

述
語
面
を
も
越
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
直
覚
的
知
識
」　
年
２９

『
全
５
』
一
八
九
～
一
九
〇
頁
）

「
我
」
を
、「
判
断
の
主
語
的
方
向
に
於
て
、
所
謂
主
語
と
な
つ
て
述
語
と
な

ら
な
い
個
物
的
な
る
も
の
を
越
え
る
」
も
の
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）

と
し
て
と
ら
え
る
と
と
も
に
、「
判
断
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
之
に
於
て
判
断
的
知
識
が
成
立
す
る
と
い
ふ
具
体
的
一
般
者
の
超
越
的

述
語
面
を
も
越
え
た
も
の
」（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
。「
我
」
の
う
ち
に
、
両
者
の
対
応
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
真
に
自
己
自
身
を
見
る
も
の
は
、
自
己
意
識
を
失
つ
た
自
己
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
ゝ

る
も
の
を
私
は
叡
智
的
自
己
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
を
失
ふ
と
い
つ

て
も
自
己
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
、
見
ら
れ
た
自
己
の
意
識
を
失
ふ
と
い

ふ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
、
ノ
エ
マ
を
取
巻
く
ノ
エ
シ
ス
的
縁
暈
を
失

ふ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
意
識
が
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
深
ま

り
、
自
己
自
身
を
見
る
も
の
に
至
れ
ば
至
る
程
、
自
己
の
影
を
映
す
も
の
よ

り
自
己
自
身
を
見
る
も
の
に
至
る
の
で
あ
る
、
自
己
の
限
定
面
は
抽
象
的
意

識
面
か
ら
具
体
的
意
識
面
に
至
る
の
で
あ
る
、
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
自
己
が

自
己
の
意
識
面
を
越
え
る
こ
と
を
自
己
が
自
己
を
超
越
す
る
と
云
ふ
の
で
あ

る
。
超
越
す
る
と
云
つ
て
も
、
始
か
ら
自
己
は
自
己
を
超
越
し
て
居
る
の
で

あ
る
、
唯
、
自
己
自
身
に
還
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
自

己
の
意
識
面
を
私
は
叡
智
的
自
己
の
意
識
面
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
」（「
一

般
者
の
自
己
限
定
」　
年
『
全
５
』
三
五
六
頁
）

２９

「
真
の
自
己
」
を
「
叡
智
的
自
己
」
と
し
、
そ
の
あ
り
か
た
を
、「
自
己
の
影

を
映
す
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の
で
は
な
く
、「
自
己
自
身
を
見
る
」

（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
と
し
て
い
る
。「
見
ら
れ
た
自
己
の
意
識
」、

「
ノ
エ
マ
を
取
巻
く
ノ
エ
シ
ス
的
縁
暈
」（
超
越
）
を
「
失
ふ
」
こ
と
（
超
越
か

ら
の
離
反
）
に
お
い
て
「
自
己
自
身
を
見
る
」（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内

在
）
の
で
あ
る
。「
自
己
が
自
己
の
意
識
面
を
越
え
る
こ
と
」
は
、「
自
己
自
身

に
還
る
」
こ
と
で
あ
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
の
で
あ
る
。

「
或
時
代
に
生
れ
た
我
々
の
自
己
は
、
そ
れ
が
ノ
エ
マ
的
に
自
己
を
限
定
す

る
か
ぎ
り
時
代
精
神
に
支
配
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
自
己
自
身
の
無
を

見
る
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
の
底
に
は
何
処
ま
で
も
深
い
或
物
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
我
々
の
自
己
の
底
に
は
歴
史
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
行
為
の
底
に
は
、
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
何
処
ま
で
も
深
い
自
己
が
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
能
と
か
社
会
と
か
歴
史
と
か
い
ふ
も
の
で
は
な
く

し
て
何
処
ま
で
も
省
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
で
あ
る
、
無
を
見
る
自
己
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の
自
己
限
定
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
能
と
か
社
会
と
か
歴
史
と
か
い

ふ
も
の
は
、
か
ゝ
る
自
己
の
ノ
エ
マ
的
に
映
さ
れ
た
る
影
像
で
あ
る
、
見
ら

れ
た
自
己
に
過
ぎ
な
い
。
斯
く
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
自
己
が
超
越
的
と
な
る

時
、
映
さ
れ
た
る
自
己
の
イ
デ
ヤ
的
内
容
は
い
つ
も
十
全
た
る
を
得
な
い
、

そ
こ
に
は
主
客
合
一
は
成
立
せ
な
い
。
ノ
エ
マ
的
に
即
し
て
見
ら
れ
る
自
己

は
い
つ
も
抽
象
的
た
る
を
免
れ
な
い
、
唯
一
般
的
自
己
と
い
ふ
も
の
が
見
ら

れ
る
ま
で
で
あ
る
。
客
観
的
に
考
へ
ら
れ
る
所
謂
社
会
と
か
時
代
的
精
神
と

か
い
ふ
の
は
、
斯
く
し
て
考
へ
ら
れ
た
抽
象
的
に
し
て
一
般
的
な
る
行
為
的

自
己
の
影
像
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
」（「
一
般
者
の
自
己
限
定
」　
年
『
全
５
』

２９

四
〇
一
～
四
〇
二
頁
）

「
映
さ
れ
た
る
自
己
の
イ
デ
ヤ
的
内
容
」、「
ノ
エ
マ
的
に
即
し
て
見
ら
れ
る

自
己
」、「
客
観
的
に
考
へ
ら
れ
る
」「
本
能
」、「
社
会
」、「
歴
史
」、「
時
代
精

神
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
に
対
し
て
、「
自
己
自
身
の
無
を
見
る
自

己
の
ノ
エ
シ
ス
の
底
」（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）が
対
置
さ
れ
て
い
る
。

後
者
を
超
越
は
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
者
は
「
十
全
た
る
を
得
な
い
」

の
で
あ
り
、「
抽
象
的
た
る
を
免
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。

「
而
し
て
ノ
エ
シ
ス
は
ノ
エ
マ
を
包
む
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
ノ
エ
シ
ス
面

は
ノ
エ
マ
面
よ
り
広
い
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
自
身
の
ノ
エ
マ
的
限

定
が
自
己
の
発
展
と
す
れ
ば
、
自
己
自
身
の
否
定
を
見
る
自
己
は
、
自
己
自

身
の
肯
定
を
見
る
自
己
よ
り
も
、
広
い
自
己
限
定
面
を
有
つ
と
考
へ
る
こ
と

が
で
き
る
。
ノ
エ
シ
ス
が
直
に
ノ
エ
シ
ス
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
方
向
に

於
て
、
我
々
は
自
己
自
身
を
見
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
、
喜
ぶ
自
己
よ
り

も
悲
む
自
己
は
大
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
か
ゝ
る
方
向
の
極
限
に

於
て
、
我
々
は
意
識
的
自
己
其
者
を
見
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
、
即
ち

場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
し
、
ノ
エ
シ
ス
が
直
に
ノ
エ
マ
と
な
る
と
云
ふ
こ

と
が
で
き
る
。
か
ゝ
る
場
合
、
自
他
直
に
相
接
し
、
他
人
の
喜
を
喜
び
、
他

人
の
悲
を
悲
む
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
極
限
に
於
て

最
早
ノ
エ
マ
的
限
定
が
成
立
せ
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
ノ
エ
シ
ス
が
ノ
エ

シ
ス
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
立
場
が
成
立
す
る
。
も
は
や
ノ
エ
マ
的
限
定

が
成
立
せ
な
い
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
自
己
が
自
己
を
失
ふ
と
も
考
へ
ら
れ

る
で
あ
ら
う
。
併
し
ノ
エ
シ
ス
が
ノ
エ
マ
を
包
む
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、

自
愛
的
自
己
の
自
己
限
定
面
が
自
覚
的
一
般
者
の
純
な
る
ノ
エ
シ
ス
的
限
定

面
と
し
て
、
自
覚
的
一
般
者
の
場
所
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
広
げ
ら
れ
る
と
考

へ
る
こ
と
が
で
き
る
、
是
に
於
て
意
識
的
自
己
が
直
に
意
識
的
自
己
を
意
識

す
る
の
で
あ
る
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
同
情
を
以
て
世
界
苦
と
い
ふ
の

は
此
の
如
き
立
場
に
於
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）。
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
が
ノ

エ
マ
的
限
定
を
越
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
他
人
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
も
自
己

の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
同
一
の
限
定
面
の
中
に
入
り
来
る
の
で
あ
る
。
何
処

ま
で
も
他
人
の
ノ
エ
マ
的
限
定
が
自
己
の
ノ
エ
マ
的
限
定
と
な
る
の
で
は
な

い
。
か
う
い
ふ
意
味
に
於
て
我
々
は
何
処
ま
で
も
他
人
の
意
識
を
意
識
す
る
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と
い
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
、
他
人
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
が
自
己
の
ノ
エ

シ
ス
的
限
定
面
と
同
一
の
限
定
面
に
入
り
来
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
之
と
同
感

す
る
の
で
あ
る
」（「
自
覚
的
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
及
そ
れ
と
そ
の
背
後

に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」　
年
『
全
５
』
三
一
〇
～
三
一
一
頁
）

２９

「
ノ
エ
シ
ス
が
直
に
ノ
エ
シ
ス
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
方
向
」
に
お
け
る
、

「
自
己
自
身
を
見
る
」
こ
と
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
に
お
い
て
、

「
自
愛
的
自
己
の
自
己
限
定
面
」（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
が
「
自
覚

的
一
般
者
の
場
所
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
広
げ
ら
れ
」、「
意
識
的
自
己
が
直
に
意

識
的
自
己
を
意
識
す
る
」
に
至
り
、「
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
」
す
る
に
至
る

（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
い
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内

在
か
ら
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
へ
の
移
行
）
の
で
あ
る
。「
自
他
直
に

相
接
し
、
他
人
の
喜
を
喜
び
、
他
人
の
悲
を
悲
む
」「
同
情
」、「
同
感
」
は
、
こ

の
両
者
、
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
、
及
び
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る

超
越
に
依
拠
し
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
根
本
的
に
は
、
超
越
か
ら

離
反
し
て
い
る
内
在
に
依
拠
し
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
超
越
的
自
己
が
意
識
的
自
己
の
立
場
に
堕
す
る
こ
と
が
悪
と
考
へ
ら
れ
る

が
、
肉
其
者
は
悪
で
は
な
い
、
肉
に
向
ふ
意
志
が
悪
な
の
で
あ
る
。
我
々
の

自
己
が
意
識
的
自
己
即
ち
心
理
的
自
己
の
立
場
に
立
て
ば
、
そ
の
欲
す
る
所

は
善
で
も
な
く
悪
で
も
な
い
、
動
物
は
善
で
も
な
く
悪
で
も
な
い
の
で
あ

る
。
悪
な
る
意
志
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
随
意
的
意
志
で
あ
る
、
イ
デ

ヤ
を
否
定
し
、
無
に
向
ふ
の
意
志
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
内
容
を
否
定
す
る

と
共
に
、
之
を
充
す
に
意
識
的
欲
望
を
以
て
す
る
時
、
肉
は
悪
と
な
る
の
で

あ
る
。
す
べ
て
反
価
値
的
な
る
も
の
は
ノ
エ
マ
の
方
向
に
見
ら
れ
る
の
で
な

く
ノ
エ
シ
ス
の
方
向
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
叡
智
的
自
己
が
自
己
自
身
の

内
容
を
否
定
し
、
意
識
的
自
己
の
内
容
を
以
て
自
己
を
充
す
場
合
、
反
価
値

的
な
る
も
の
が
現
れ
る
の
で
あ
る
（
反
価
値
可
能
と
い
ふ
こ
と
が
叡
智
的
ノ

エ
シ
ス
を
現
ず
る
も
の
で
あ
る
）」（「
叡
智
的
世
界
」　
年
『
全
５
』
一
七
四

２８

～
一
七
五
頁
）

「
而
し
て
我
々
の
意
識
的
自
己
の
限
定
と
い
ふ
の
は
体
験
的
自
己
の
抽
象
的

ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
る
を
以
て
、
我
々
の
意
志
的
自
己
の

底
に
は
、
い
つ
も
反
価
値
的
意
志
と
い
ふ
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
す
べ
て
の
ノ
エ
マ
的
限
定
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
自
己
否
定
の
意
志

と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
、
悪
の
根
源
、
誤
謬
の
根
源
は
此
に
あ
る

の
で
あ
る
」（「
総
説
」　
年
『
全
５
』
四
七
六
頁
）

２９

「
超
越
的
自
己
」
が
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
、「
意

識
的
自
己
」
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。「
意
識
的
自
己
」
に
お

い
て
、「
肉
其
者
」、「
そ
の
欲
す
る
所
」（
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超

越
）
は
善
で
も
悪
で
も
な
く
、「
肉
に
向
ふ
意
志
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内

在
）
が
悪
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
叡
智
的
自
己
」、「
意
志
的
自
己
の
底
」

（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
に
は
、「
イ
デ
ヤ
を
否
定
し
、
無
に
向
ふ
」



中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
内
在
と
超
越
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「
反
価
値
的
意
志
」（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
が
包
蔵
さ
れ
て
い
る
と

し
て
い
る
。

（
４
）　
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在

１
の
（
１
）
に
お
い
て
、
自
覚
が
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た
が
、
自
覚
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
し
て

も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

「
我
々
が
我
々
の
表
象
自
身
を
表
象
す
る
、
否
私
の
表
象
を
私
が
考
へ
る
と

い
ふ
時
、
超
越
的
な
る
も
の
の
内
在
化
と
い
ふ
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

自
覚
は
超
越
的
な
る
も
の
を
内
在
化
す
る
の
で
あ
る
」（「
働
く
も
の
」　
年
２５

『
全
４
』
一
九
八
頁
）

「
自
覚
的
主
観
は
何
処
ま
で
も
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
内
在
的
で
な

い
自
覚
的
主
観
と
い
ふ
如
き
こ
と
は
自
家
撞
着
で
あ
る
。
此
の
如
き
自
覚
の

背
後
に
本
体
と
い
ふ
如
き
も
の
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
形
而
上
学
に
陥

る
と
云
つ
て
も
よ
い
。
し
か
し
自
覚
の
背
後
に
此
の
如
き
形
而
上
学
的
本
体

が
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
自
覚
の
自
覚
た
る
所
以
は
失
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」　
年
『
全
４
』
三
一
一
頁
）

２７

自
覚
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
自
己
が
、
超
越
か
ら
離
反

し
て
い
る
内
在
と
し
て
の
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

（
１
の
（
１
））
が
、
同
時
に
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
意
識
的
自
己
は
抽
象
的
ノ
エ
シ
ス
面
の
底
に
超
越
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

自
己
自
身
を
見
る
も
の
に
至
り
、
叡
智
的
ノ
エ
マ
面
を
以
て
自
己
自
身
の
限

定
面
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
唯
、
行
為
に
よ
つ
て
自
己

其
者
を
客
観
的
に
見
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
、
情
意
的
内
容
は
行
為
に
よ

つ
て
客
観
的
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
身
体
的
運
動
に
よ
つ
て
自
己
の
身
体

を
知
る
と
い
ふ
の
も
、
此
の
如
き
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
自
覚
的

一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
及
そ
れ
と
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」　２９

年
『
全
５
』
二
九
九
頁
）

「
純
な
る
ノ
エ
シ
ス
的
立
場
の
背
後
に
、
叡
智
的
自
己
が
考
へ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
意
志
的
自
己
と
な
り
、
意
志
的
自
己
は
既
に
叡
智
的
ノ
エ
マ
を

自
己
限
定
の
内
容
と
な
す
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
そ
れ
が
行
為
的
自
己
と
な

り
、
行
為
的
自
己
の
立
場
に
至
つ
て
、
始
め
て
自
己
自
身
を
脱
し
て
客
観
的

自
己
の
立
場
に
至
つ
た
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
行
為
的
自
己
の
自
己

限
定
と
い
へ
ば
、
上
に
云
つ
た
如
く
叡
智
的
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
意

味
を
有
つ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
元
来
、
意
識
一
般
と
い
ふ
の
は
ノ
エ
マ
的

叡
智
的
自
己
な
る
が
故
に
、
そ
の
方
向
を
徹
底
す
れ
ば
、
ノ
エ
シ
ス
的
意
義

を
極
小
に
し
た
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
と
い
ふ
如
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。
而
し
て
そ
れ
は
抽
象
的
と
い
へ
、
そ
の
内
容
は
客
観
的
知
識
と
い
へ
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る
。
併
し
我
々
は
思
惟
的
自
己
か
ら
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
を
除
去
し
て
、
直
に

ノ
エ
マ
的
方
向
に
超
越
す
る
の
で
は
な
い
、
行
為
的
思
惟
と
し
て
超
越
す
る

の
で
あ
る
、
そ
こ
に
は
既
に
客
観
的
意
志
の
意
味
が
含
ま
れ
て
居
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
知
識
の
客
観
性
の
根
拠
は
実
に
此
に
あ
る
の
で
あ
る
」（「
自
覚

的
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
及
そ
れ
と
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」

　
年
『
全
５
』
三
四
四
～
三
四
五
頁
）

２９「
ノ
エ
シ
ス
的
意
義
を
極
小
に
し
た
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
」（
内
在
を
把
捉
し

て
い
る
超
越
）
を
批
判
し
、「
叡
智
的
ノ
エ
マ
」（
超
越
）
を
「
自
己
限
定
の
内

容
」
と
す
る
「
ノ
エ
シ
ス
的
立
場
」
で
あ
る
、「
意
志
的
自
己
」、「
行
為
的
自

己
」、「
客
観
的
自
己
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
を
対
置
し
て
い
る
の
で

あ
る
。「
身
体
」（
超
越
）
も
「
身
体
的
運
動
」（「
行
為
」）（
内
在
）
に
お
い
て

「
客
観
的
」
に
と
ら
え
ら
れ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
の
で
あ
る
。

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の「
能
動
的
感
覚
」に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
彼
（
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
―
引
用
者
）
は
我
々
の
感
覚
を
、
習
慣
に
対
す

る
関
係
で
二
種
類
に
分
け
て
ゐ
る
。im

pressions
passives

と
  impress

ions
actives

と
で
あ
る
。
我
々
が
普
通
に
感
覚
と
呼
ん
で
ゐ
る
の
は
前
者

即
ち
受
動
的
感
覚
で
、
こ
れ
は
反
復
さ
れ
、
習
慣
的
と
な
れ
ば
そ
の
印
象
が

段
々
と
弱
く
な
つ
て
行
く
類
の
も
の
で
あ
る
。
最
初
甘
い
と
感
じ
た
砂
糖
の

甘
さ
も
、
慣
れ
れ
ば
そ
れ
程
甘
い
と
も
感
じ
な
く
な
り
、
ま
た
最
初
耳
に
つ

い
た
河
の
流
れ
の
音
も
慣
れ
れ
ば
気
に
な
ら
な
い
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
に
対
し
、
反
復
し
練
習
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
鋭
く
な
る
感
覚
が
あ
る
。

そ
れ
が
後
者
即
ち
能
動
的
感
覚
で
、
例
へ
ば
ピ
ア
ノ
を
練
習
す
る
こ
と
で
音

の
区
別
が
正
確
に
な
る
と
か
、
或
は
テ
ニ
ス
を
や
り
始
め
た
時
は
手
を
ど
う

働
か
し
た
ら
よ
い
か
解
ら
な
か
つ
た
の
が
、少
し
慣
れ
る
と
さ
う
し
た
筋
肉

感
覚
 sensation

m
usculaire

が
段
々
と
明
瞭
に
な
る
と
い
ふ
類
で
あ
る
。

射
撃
と
か
、
総
じ
て
技
術
に
伴
ふ
感
覚
は
か
う
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
で
は

受
動
的
感
覚
と
能
動
的
感
覚
と
そ
の
二
つ
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
が
我
々
に
直

接
な
感
覚
か
と
云
へ
ば
、
無
論
能
動
的
感
覚
で
あ
ら
う
。
我
々
が
自
己
を
感

ず
る
の
は
能
動
的
 actif

に
で
あ
り
、
何
か
運
動
感
覚
の
や
う
な
も
の
、
も
う

少
し
深
く
云
へ
ば
意
志
の
感
覚
の
や
う
な
も
の
に
於
て
自
己
を
直
接
感
じ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。ビ
ラ
ン
は
そ
れ
をl'effortvolontaire

と
呼
ん
だ
。
そ
れ

が
つ
ま
り
自
我
で
あ
り
、volont姦

m
oi

で
あ
る
。
真
の
自
我
と
は
能
動
的

な
も
の
で
あ
る
」（「
哲
学
概
論
」　
～
　
年
『
全
　
』
九
四
～
九
五
頁
）

２６

２７

１５

「
受
動
的
感
覚
」
が
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
、「
能

動
的
感
覚
」
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
能
動

的
感
覚
」
は
「
意
志
的
自
己
」
で
あ
り
、「
身
体
的
運
動
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。

「
所
謂
意
識
内
容
と
し
て
の
感
覚
が
、
直
に
客
観
的
事
実
と
し
て
物
理
学
の

基
礎
と
な
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
が
意
味
化
せ
ら
れ
、
更
に
客
観
的
意
味
と

し
て
物
理
学
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
。
併
し
か
ゝ
る
意
味
的
実
在
を
自
己

の
内
容
と
し
て
限
定
す
る
客
観
的
意
志
は
、
客
観
的
意
志
と
し
て
は
却
つ
て
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無
内
容
に
近
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
自
然
界
は
最
も
合
理
的
な

る
経
験
界
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
之
に
反
し
、
歴
史
的
世
界
と
い
ふ
の

は
、
客
観
的
意
志
の
自
己
限
定
の
内
容
と
し
て
、
最
も
非
合
理
的
な
る
事
実

の
世
界
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
之
と
共
に
、
知
的
叡
智
的
自
己
と

も
い
ふ
べ
き
客
観
的
意
志
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
歴
史
的
世
界
と
い
ふ

の
が
最
も
客
観
的
な
る
事
実
の
世
界
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
客
観
的
事

実
と
い
ふ
も
の
が
、
非
合
理
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
客
観
的
意
志
の
内

容
と
し
て
、
限
定
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
意
味
内
容
を

も
自
己
の
内
容
と
し
て
、
非
合
理
的
に
限
定
す
る
客
観
的
意
志
の
限
定
が
、

最
も
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
歴
史
的
事
実
が
最
も
客
観
的
と

云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
科
学
的
事
実
の
根
柢
に
歴
史
的
事
実
が
あ
る
と
云
ふ

こ
と
が
で
き
る
」（「
自
覚
的
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
及
そ
れ
と
そ
の
背
後

に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」　
年
『
全
５
』
三
三
四
頁
）

２９

「
自
然
界
」
に
お
い
て
は
、「
意
味
化
せ
ら
れ
」
た
、「
合
理
的
」
な
「
意
味
的

実
在
」（
超
越
）
が
「
無
内
容
に
近
き
」「
客
観
的
意
志
」（
内
在
）
を
把
捉
し
て

い
る
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の
に
対
し
、「
歴
史
的
世
界
」
に
お
い
て

は
、「
如
何
な
る
意
味
内
容
を
も
自
己
の
内
容
と
し
て
、
非
合
理
的
に
限
定
す
る

客
観
的
意
志
」（
内
在
）
が
「
最
も
非
合
理
的
な
る
事
実
の
世
界
」、「
客
観
的
事

実
」（
超
越
）
を
把
捉
し
て
い
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
の
で
あ
る
。

超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
行
為
と
歴
史
と
を
次
の
よ
う
に
対
比
し

て
い
る
。

「
歴
史
の
内
容
も
、
無
論
、
叡
智
的
ノ
エ
マ
の
内
容
と
考
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら

う
。
併
し
そ
れ
は
、
意
志
的
自
己
の
限
定
の
背
後
に
考
へ
ら
れ
る
如
き
叡
智

的
自
己
の
具
体
的
限
定
を
除
い
た
、
形
式
的
叡
智
的
自
己
の
ノ
エ
マ
的
内
容

に
過
ぎ
な
い
。
之
に
反
し
、
行
為
の
内
容
と
い
ふ
の
は
、
意
志
的
自
己
が
ノ

エ
シ
ス
的
方
向
に
超
越
し
、
叡
智
的
自
己
其
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
つ

て
見
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。
歴
史
の
内
容
と
行
為
の
内
容
と
は
或
点
に
於
て

相
接
触
し
、
相
混
同
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
私
は
少
く
も
相
異

な
つ
た
立
場
に
於
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
前
者
は
叡

智
的
自
己
の
ノ
エ
マ
的
内
容
と
い
ふ
べ
く
、
後
者
は
既
に
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的

内
容
と
も
考
ふ
べ
き
で
あ
る
」（「
自
覚
的
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
及
そ
れ

と
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」　
年
『
全
５
』
三
三
八
～
三
三
九
頁
）

２９

行
為
の
方
が
歴
史
よ
り
も
、
内
在
（「
ノ
エ
シ
ス
」）
の
比
重
が
大
き
い
と
と

ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
　
中
期
後
半
の
思
想
に
お
け
る
内
在
と
超
越

（
１
）　
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在

中
期
後
半
の
西
田
は
自
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
の
は
対
象
的
限
定
に
相
互
的
に
対
立
す
る
の
で
は
な

く
、
無
限
な
る
対
象
的
限
定
を
自
己
否
定
と
し
て
内
に
含
む
と
い
ふ
意
味
を

有
つ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
否
単
に
含
む
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
か
ゝ

る
自
己
否
定
を
自
己
肯
定
と
す
る
意
義
を
有
つ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

故
に
真
の
自
覚
に
於
て
あ
る
も
の
は
、
ノ
エ
マ
的
方
向
と
ノ
エ
シ
ス
的
方
向

と
へ
無
限
の
方
向
を
有
つ
と
考
へ
ら
れ
る
、
而
も
ノ
エ
シ
ス
が
ノ
エ
マ
を
包

む
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
然
ら
ざ
れ
ば
自
覚
的
と
は
考
へ
ら
れ
な

い
。
而
し
て
斯
く
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
否
定
を
肯
定
と
す
る
自
己

矛
盾
的
存
在
と
し
て
、
無
に
し
て
有
を
限
定
す
る
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
な

い
」（「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
の
意
識
作
用
」　
年
『
全
６
』
九
一
頁
）

３０

中
期
前
半
に
お
い
て
自
覚
は
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
中
期
後
半
に
お
い
て
は
、
自
覚
は
、「
無
限
な
る
対
象

的
限
定
」、「
ノ
エ
マ
」、「
有
」（
超
越
）
を
把
捉
し
て
い
る
「
自
覚
的
限
定
」、

「
ノ
エ
シ
ス
」、「
無
」（
内
在
）（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。
中
期
前
半
に
お
い
て
「
有
」
は
内
在
、「
無
」
は
超
越
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
中
期
後
半
に
お
い
て
「
有
」
は
超
越
、「
無
」
は
内
在
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

「
真
の
自
覚
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
無
限
の

過
程
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
無
限
な
る
過
程
の
行
先
が
そ
の
出

立
点
に
含
ま
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
か
ゝ
る

意
味
に
於
て
有
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
全
体
か
ら
部
分
が
考
へ
ら
れ
る

の
で
な
く
、
部
分
か
ら
全
体
が
考
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
意
味
を
有
つ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
個
物
が
考
へ
ら
れ
る
と
い

ふ
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
逆
に
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
一
般
者
が
考
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
点
か
ら
点
に
移
る
と
い
ふ
意
味
を
有
つ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
非
連
続
の
連
続
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」（「
生
の
哲
学
に
つ
い
て
」　
年
『
全
６
』
四
三
〇
頁
）

３２

自
覚
に
お
い
て
、「
無
限
な
る
過
程
の
行
先
」（
超
越
）
は
「
そ
の
出
立
点
」

（
内
在
）
に
「
含
ま
れ
て
居
」
り
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）、「
全
体
」

（
超
越
）
か
ら
「
部
分
」（
内
在
）
が
「
考
え
ら
れ
る
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る

超
越
）
の
で
は
な
く
、「
部
分
」（
内
在
）
か
ら
「
全
体
」（
超
越
）
が
「
考
へ
ら

れ
る
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
の
で
あ
り
、「
一
般
者
」（
超
越
）
の

「
自
己
限
定
」
と
し
て
「
個
物
」（
内
在
）
が
「
考
へ
ら
れ
る
」（
内
在
を
把
捉
し

て
い
る
超
越
）
の
で
は
な
く
、「
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

一
般
者
が
考
へ
ら
れ
る
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
し
て
い
る
。
自
覚

は
、「
点
」（
内
在
）
か
ら
「
点
」
に
「
移
る
」（
超
越
）
と
い
う
「
意
味
」
を

も
っ
て
お
り
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）、「
非
連
続
」（
内
在
）
の
「
連

続
」（
超
越
）（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
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「
知
識
に
於
て
は
我
々
は
物
を
外
に
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
情
意
に
於
て

は
我
々
は
物
を
内
に
見
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
情
意
の
内
容
と
い
ふ
の
は

物
を
物
と
し
て
見
る
の
で
な
く
、
物
を
我
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
物

を
人
格
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
々
が
物
に
対
し
て
有
つ
我
々
の
自
己
限

定
の
内
容
で
あ
る
。
か
ゝ
る
物
の
見
方
は
物
を
外
に
見
る
の
で
は
な
く
、
物

を
内
に
見
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
自
己
の
底
に
他
を

見
、
そ
の
他
が
自
己
で
あ
る
と
い
ふ
私
の
所
謂
真
の
直
観
と
考
へ
ら
れ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
内
に
自
己
を
見
る
と
い
ふ
自
覚
に
於

て
、
内
に
見
ら
れ
る
絶
対
の
他
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
物
で
は
な
く
し
て
、

他
人
と
い
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
而
し
て
か
ゝ
る
他
が
自
己
に
於

て
見
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
自
己
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
覚
的
限
定
の
形
式
に
於
て
物
の
人
格
化
と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
而
し
て
か
ゝ
る
人
格
的
世
界
の
内
容
が
情
意
の
内
容
と
考
へ
ら

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
私
と
汝
」　
年
『
全
６
』
三
八
八
～

３２

三
八
九
頁
）

「
直
観
と
い
ふ
の
は
通
常
、
芸
術
的
直
観
を
典
型
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
如
く
、

我
々
が
直
に
物
と
合
一
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
、
自
己
自
身
の
底
に
絶

対
の
他
を
蔵
し
、
自
己
が
自
己
の
底
か
ら
他
に
転
じ
行
く
と
云
ふ
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
己
と
他
と
が
一
と
な
る
と
云
ふ
の
で
は
な
く
、
自
己

の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
考

へ
る
こ
と
の
で
き
な
い
矛
盾
で
あ
ら
う
が
、
斯
く
し
て
絶
対
の
否
定
、
絶
対

の
死
に
よ
つ
て
生
き
る
と
い
ふ
真
の
弁
証
法
的
運
動
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら

れ
、
無
媒
介
的
に
一
よ
り
他
に
移
る
と
い
ふ
真
の
内
的
推
移
と
い
ふ
も
の
も

考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
覚
の
事
実
と
い
ふ
も
の
が
考
え
ら
れ
る

か
ぎ
り
、
か
ゝ
る
限
定
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（「
私
と
汝
」　
年
３２

『
全
６
』
三
九
〇
～
三
九
一
頁
）

「
情
意
」
を
自
覚
と
し
て
と
ら
え
、
自
覚
を
「
直
観
」
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
。
自
覚
に
お
け
る
、
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
を
、「
絶
対
の

他
」
で
あ
る
「
他
人
」
と
し
て
と
ら
え
、
自
覚
さ
れ
た
世
界
を
「
人
格
的
世
界
」

と
し
、
自
覚
に
お
け
る
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
を
、「
絶
対
の
否
定
、
絶

対
の
死
に
よ
つ
て
生
き
る
と
い
ふ
真
の
弁
証
法
的
運
動
」、「
無
媒
介
的
に
一
よ

り
他
に
移
る
と
い
ふ
真
の
内
的
推
移
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

自
覚
と
同
様
に
、「
行
為
的
主
観
」
を
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
。

「
絶
対
無
の
場
所
に
於
て
あ
る
も
の
に
対
し
て
対
立
的
に
限
定
せ
ら
れ
る
場

所
が
行
為
的
主
観
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
故
に
行
為
的
主
観
と
考
へ

ら
れ
る
も
の
は
主
観
の
最
後
の
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
ゝ
る
意

味
に
於
て
限
定
せ
ら
れ
た
場
所
の
自
己
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
、
行
為

的
自
己
の
自
己
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
的
内
容
が
イ

デ
ヤ
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
絶
対
無
の
場
所
に
於
て
あ
る
も
の
に
対
し
、
対
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立
的
に
考
へ
ら
れ
る
場
所
と
い
ふ
も
の
は
何
処
ま
で
も
行
為
的
主
観
の
意
義

を
有
つ
て
居
る
、
換
言
す
れ
ば
行
為
的
主
観
は
何
処
ま
で
も
「
於
て
あ
る
も

の
」
を
包
む
意
味
を
有
つ
て
居
る
」（「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」　
年
『
全

３１

６
』
二
二
五
頁
）

「
行
為
的
主
観
」
は
、「
於
て
あ
る
も
の
」（
超
越
）
を
「
包
む
」「
場
所
」（
超

越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
期
前

半
に
お
い
て
場
所
は
超
越
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
中
期
後
半
に
お
い

て
内
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
イ
デ
ヤ
」
は
、

内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
行
為
を
「
働
く
」
こ
と
と
し
て
い
る
。「
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
ゝ

る
意
味
に
於
て
個
物
が
個
物
に
移
り
行
く
こ
と
で
あ
る
、
自
己
自
身
を
否
定
し

て
他
に
移
り
行
く
こ
と
で
あ
る
。
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
個
人
的
自
己
が
自
己
自

身
を
限
定
す
る
こ
と
が
行
為
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（「
自

由
意
志
」　
年
『
全
６
』
三
二
五
頁
）。「
働
く
」
と
は
、「
自
己
自
身
を
否
定
し

３２

て
他
に
移
り
行
く
」
こ
と
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

行
為
の
時
間
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
単
に
限
定
す
る
も
の
な
き
も
の
の
限
定
と
し
て
、
過
去
よ
り
未
来
に
互
る

無
限
な
る
進
行
の
時
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ

て
働
く
も
の
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
か
ゝ
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
る

に
は
、
時
の
流
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
未
来
か
ら
過
去
に
向
つ
て
流
れ
る
と

い
ふ
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
過
去
か
ら
未
来
へ
流
れ
る
も
の
の
逆
流

の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
、
時
を
包
む
も
の
の
自
己
限
定
と
し

て
、
働
く
も
の
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
自
由
意
志
」　３２

年
『
全
６
』
三
一
六
頁
）

「
過
去
よ
り
未
来
に
互
る
無
限
な
る
進
行
の
時
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い

る
超
越
で
あ
り
、「
未
来
か
ら
過
去
に
向
つ
て
流
れ
る
」
時
間
構
造
は
、
超
越

（「
過
去
」）
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
（「
未
来
」）
で
あ
る
。
ま
た
「
時
を
包
む
も

の
の
自
己
限
定
」
は
、
超
越
（「
時
」）
を
把
捉
し
て
い
る
（「
包
む
」）
内
在
で

あ
る
。「
行
為
に
於
て
は
我
々
は
過
去
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

未
来
か
ら
限
定
す
る
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（「
私
と
汝
」　
年
『
全
６
』

３２

三
六
〇
頁
）。

行
為
に
お
け
る
、
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
で
あ
る
「
イ
デ
ヤ
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
絶
対
無
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
に
よ
つ
て
基
礎
附
け
ら
れ
、
客
観
的
対
象
を

包
む
意
義
を
有
す
る
行
為
的
限
定
が
、
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
方
向
に
深

ま
る
に
従
つ
て
、
イ
デ
ヤ
的
内
容
が
見
ら
れ
る
、
而
も
そ
れ
は
何
処
ま
で
も

行
為
的
自
己
の
自
己
限
定
の
内
容
と
し
て
内
部
知
覚
的
事
実
の
意
義
を
有
す

る
の
で
あ
る
。
イ
デ
ヤ
的
内
容
と
は
我
々
の
内
部
知
覚
的
事
実
と
考
へ
ら
れ

る
も
の
が
行
為
的
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
方
向
に
深
め
ら
れ
た
も
の
に
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過
ぎ
な
い
、
而
も
内
部
知
覚
的
事
実
が
即
客
観
的
事
実
で
あ
る
と
い
ふ
如
き

主
客
の
合
一
性
を
失
は
な
い
も
の
で
あ
る
」（「
表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
」

　
年
『
全
６
』
四
二
頁
）

３０「
今
が
今
自
身
を
摑
む
作
用
が
行
為
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
に

よ
つ
て
摑
ま
れ
た
今
の
内
容
が
イ
デ
ヤ
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
即
ち

永
遠
の
今
の
内
容
が
行
為
に
よ
つ
て
ノ
エ
マ
的
に
見
ら
れ
る
と
云
つ
て
よ

い
。
行
為
に
於
て
我
々
は
い
つ
も
永
遠
な
る
も
の
に
触
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る

所
以
で
あ
る
」（「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」　
年
『
全
６
』

３１

一
四
九
頁
）

行
為
に
お
い
て
「
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
」（
内
在
）
が
「
深
め
ら
れ
」
る
に
従

い
、「
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
」
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
の
「
イ
デ
ヤ
」
性
が
強
ま

る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
客
観
的
事
実
」、「
永
遠
な
る
も
の
」は「
イ
デ
ヤ
」

で
あ
る
。

「
欲
求
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
無
の
自
己
限
定
と
し
て
現
在
自
身
の
自
己
限
定
の
有
す
る
飛
躍
的
限
定
と

は
、
固
、
欲
求
と
い
ふ
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
求
に
於
て
は

非
連
続
的
な
る
も
の
が
連
続
を
求
め
る
の
で
あ
る
、
個
物
的
な
る
も
の
が
一

般
的
な
る
も
の
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」（「
自
愛
と
他
愛
及
び
弁

証
法
」　
年
『
全
６
』
二
六
九
頁
）

３２

「
欲
求
」
に
お
い
て
、「
非
連
続
的
な
る
も
の
」、「
個
物
的
な
る
も
の
」（
内

在
）
が
、「
連
続
」、「
一
般
的
な
る
も
の
」（
超
越
）
を
把
捉
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「

表
現
の
内
容
に
し
て
自
己
自
身
を
実
現
す
る
意
味
を
有
つ
た
欲
求
と
い
ふ

も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
は
、
我
々
の
身
体
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
身
体
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
一
方
に
行
為
の
機
関
の
意
義
を
有

す
る
と
共
に
、
そ
れ
が
自
己
自
身
を
表
現
す
る
意
味
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
働
く
も
の
と
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
と
が
一
に
な
つ
て

居
る
。
非
時
間
的
と
考
へ
ら
れ
る
表
現
の
世
界
と
時
間
的
と
考
へ
ら
れ
る
実

在
の
世
界
と
を
対
立
的
に
考
へ
れ
ば
、
我
々
の
身
体
と
考
へ
る
も
の
は
両
者

の
接
触
点
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
は
身
体

に
於
て
自
己
自
身
を
実
現
す
る
、
即
ち
自
覚
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
、
単

な
る
表
現
と
は
身
体
な
き
行
為
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
我
々

の
欲
求
と
考
へ
る
も
の
は
か
ゝ
る
意
味
で
の
身
体
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
身
体
が
欲
求
の
ヒ
ポ
ケ
ー
メ
ノ
ン
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
、
逆
に
欲
求

が
身
体
を
作
る
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
」（「
自
愛
と
他
愛
及
び
弁
証
法
」

　
年
『
全
６
』
二
六
二
頁
）

３２「
時
間
的
と
考
へ
ら
れ
る
実
在
の
世
界
」
に
お
け
る
「
欲
求
」、「
行
為
」、「
働

く
も
の
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
に
お
い
て
、「
身
体
」
は
、
内
在
に

よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
で
あ
り
、「
非
時
間
的
と
考
へ
ら
れ
る
表
現
の

世
界
」
に
お
け
る
「
表
現
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
に
お
い
て
、「
身
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体
」
は
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。「
身
体
な
き
行
為
」
で
あ
る

「
単
な
る
表
現
」
と
は
、
超
越
（「
身
体
」）
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
（「
行
為
」）

で
あ
る
。

中
期
の
西
田
に
お
け
る
時
間
の
と
ら
え
か
た
を
み
て
み
よ
う
。

「
自
己
の
あ
る
所
、
そ
こ
が
今
で
あ
り
、
此
処
で
あ
る
、
現
在
か
ら
過
去
未
来

が
見
ら
れ
、
此
処
か
ら
其
処
、
彼
処
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
或
は
現
在
は

摑
ま
れ
な
い
も
の
、
此
処
は
見
ら
れ
な
い
も
の
と
云
ふ
で
も
あ
ら
う
。
併
し

単
な
る
其
処
か
ら
此
処
は
考
へ
ら
れ
な
い
、
過
去
か
ら
現
在
は
考
へ
ら
れ
な

い
、
否
、
現
在
と
い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
時
と
い
ふ
も
の
が
な
く
、
此
処
と

い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
方
角
と
い
ふ
も
の
は
な
い
」（「
私
の
絶
対
無
の
自
覚

的
限
定
と
い
ふ
も
の
」　
年
『
全
６
』
一
七
三
頁
）

３１

空
間
に
お
い
て
は
「
此
処
」（
内
在
）
が
「
其
処
」、「
彼
処
」（
超
越
）
よ
り

も
根
源
的
で
あ
り
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）、
時
間
に
お
い
て
は
「
今
」、

「
現
在
」（
内
在
）
が
「
過
去
」、「
未
来
」（
超
越
）
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
（
超

越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

「
普
通
に
は
永
遠
の
過
去
よ
り
永
遠
の
未
来
に
流
れ
行
く
絶
対
時
と
い
ふ
如

き
も
の
が
考
へ
ら
れ
、
我
々
は
之
に
於
て
生
れ
之
に
於
て
死
に
行
く
と
考
へ

ら
れ
る
。
併
し
上
に
も
云
つ
た
如
く
、
か
か
る
考
へ
方
に
よ
つ
て
真
の
時
と

い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
時
は
自
己
が
自
己
を
限
定
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
現
在
が
現
在
を
限
定
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、

各
人
の
自
己
の
あ
る
所
そ
こ
に
各
自
の
時
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

我
が
時
に
於
て
あ
る
の
で
な
く
、
時
が
我
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
、
絶
対
時

と
い
ふ
如
き
も
の
は
考
へ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
」（「
永
遠
の
今
の
自
己

限
定
」　
年
『
全
６
』
一
八
七
頁
）

３１

時
間
は
、「
各
人
の
自
己
の
あ
る
所
」、「
我
」（
内
在
）
に
お
け
る
、「
自
己
が

自
己
を
限
定
す
る
こ
と
」、「
現
在
が
現
在
を
限
定
す
る
こ
と
」（
超
越
を
把
捉
し

て
い
る
内
在
）と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。「
永
遠
の
過
去
よ
り
永
遠
の
未
来

に
流
れ
行
く
絶
対
時
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

「
過
去
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
既
に
合
理
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
未
来

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
将
に
合
理
化
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
真
の
非
合

理
的
な
る
も
の
は
現
在
の
底
に
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
非

合
理
的
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
永
遠
の
今
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

か
ゝ
る
永
遠
の
今
の
内
容
が
直
覚
的
に
限
定
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
自

己
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定

と
い
ふ
も
の
」　
年
『
全
６
』
一
三
二
頁
）

３１

「
過
去
」、「
未
来
」
は
、「
現
在
の
底
」、「
永
遠
の
今
」、「
自
己
」（「
非
合
理

的
な
る
も
の
」）（
内
在
）
が
「
合
理
化
」
さ
れ
た
（
超
越
）
も
の
（
内
在
を
把

捉
し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

「
内
的
感
官
に
即
し
て
自
己
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
い
ふ
意
味
を
有
し
、
斯
く
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
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と
し
て
現
在
が
過
去
未
来
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
即
ち
現
在
を
中
心
と

し
て
一
つ
の
世
界
が
定
ま
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
々
が
行
為
す
る
と
い
ふ
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
於
て
、
我
々
は
い
つ

も
永
遠
の
今
と
い
ふ
も
の
に
接
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
我
々
の
行
為
は
い
つ

も
そ
こ
か
ら
出
立
す
る
の
で
あ
る
。
内
部
知
覚
に
即
し
て
自
己
と
い
ふ
も
の

が
考
へ
ら
れ
る
の
も
、
か
く
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
そ
こ
に
行
為
の
意
味
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」　
年
３１

『
全
６
』
一
三
三
頁
）

「
現
在
が
過
去
未
来
を
限
定
す
る
」
と
い
う
時
間
構
造
を
、「
行
為
的
主
観
」

に
お
け
る
「
行
為
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

「
我
々
は
日
常
時
々
刻
々
に
瞬
間
に
接
し
て
居
る
と
考
へ
て
居
る
、
併
し
そ

の
実
、
我
々
は
い
つ
も
唯
、
過
去
に
接
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
瞬
間
に
接
し

て
居
る
の
で
は
な
い
、
単
に
因
果
に
押
し
流
さ
れ
て
居
る
の
み
で
あ
る
。

唯
、
我
々
が
真
に
一
身
を
賭
す
る
時
の
み
、
真
に
決
断
す
る
時
の
み
、
我
々

は
真
の
瞬
間
に
触
れ
る
の
で
あ
る
」（「
自
愛
と
他
愛
及
び
弁
証
法
」　
年
３２

『
全
６
』
二
九
〇
頁
）

「
過
去
」、「
因
果
」
に
「
押
し
流
さ
れ
て
居
る
」
あ
り
か
た
が
、
内
在
を
把
捉

し
て
い
る
超
越
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
、「
真
の
瞬

間
に
触
れ
」て
い
る
、「
真
に
一
身
を
賭
す
る
時
」、「
真
に
決
断
す
る
時
」は
、
超

越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。

「
記
憶
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
か
ゝ
る
意
味
に
於
け
る
自
愛
的
自
己
の
ノ

エ
マ
的
限
定
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
、
過
現
未
を
包
む
現
在
の
自
己
限
定

と
し
て
記
憶
と
い
ふ
如
き
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
記
憶
に
於
て
は
非

連
続
の
連
続
の
意
義
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
分
離
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、

記
憶
的
に
統
一
せ
ら
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
、
記
憶
に
於
て
は

我
々
は
個
々
の
事
実
に
従
ふ
の
で
あ
り
、
個
々
の
事
実
に
従
へ
ば
従
ふ
程
記

憶
は
明
で
あ
る
の
で
あ
る
。
想
像
と
か
思
惟
と
か
に
於
て
の
如
く
何
等
か
の

意
味
に
於
て
ノ
エ
マ
的
に
統
一
が
見
ら
る
ゝ
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
記
憶
で
は
な

い
。
か
ゝ
る
無
統
一
の
統
一
、
そ
こ
に
真
に
内
面
的
自
己
の
統
一
と
い
ふ
も

の
が
あ
る
の
で
あ
る
、
我
々
が
真
に
内
面
的
自
己
の
統
一
と
し
て
記
憶
的
統

一
と
考
へ
る
も
の
は
分
離
的
統
一
と
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
内
的
感
官
と

考
へ
ら
れ
る
も
の
は
個
々
の
事
実
を
見
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
眼
な
く
し
て

見
る
眼
で
あ
る
。
内
的
感
官
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
の
尖
端
に
於
て
我
々
は
絶

対
に
非
合
理
的
な
る
も
の
に
撞
着
す
る
の
で
あ
る
、
絶
対
の
否
定
に
撞
着
す

る
の
で
あ
る
。
而
も
そ
こ
か
ら
蘇
る
の
が
想
起
で
あ
る
、
か
ゝ
る
否
定
の
肯

定
と
し
て
個
々
の
事
実
が
分
離
的
に
統
一
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
自
愛
的
自
己

と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」　
年
３１

『
全
６
』
二
一
九
～
二
二
〇
頁
）

「
記
憶
」
を
、「
過
現
未
を
包
む
現
在
の
自
己
限
定
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る

内
在
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
「
記
憶
」
に
お
い
て
、「
連
続
」、「
統
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一
」（
超
越
）
よ
り
も
「
非
連
続
」、「
分
離
」、「
個
々
の
事
実
」（
内
在
）
が
優

位
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。「
眼
な
く
し
て
」（
内
在
）「
見
る
」（
超
越
）「
眼
」

は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
り
、「
非
合
理
的
な
る
も
の
」、「
絶
対
の

否
定
」
は
内
在
で
あ
り
、「
蘇
る
」、「
肯
定
」
は
超
越
で
あ
る
。
ま
た
「
想
像
」、

「
思
惟
」
は
「
ノ
エ
マ
的
に
統
一
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
内
在
を
把
捉
し
て

い
る
超
越
で
あ
る
。

「
斯
く
ノ
エ
マ
的
限
定
の
意
義
に
於
て
永
遠
の
今
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、

ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
意
義
に
於
て
記
憶
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
忘
れ
る
と
い
ふ
こ
と
も
記
憶
の
中
に
あ
る
と

云
つ
た
如
き
記
憶
は
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
の
意
義
を
有
つ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
朝
起
き
て
昨
日
の
我
と
今
日
の
我
と
直
に
結
合
す

る
と
考
へ
る
所
に
も
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
の
意
義
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
記
憶
は
内
的
時
で
あ
り
時
は
外
的
記
憶
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
」（「
私

の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」　
年
『
全
６
』
一
三
八
～
一
三
九

３１

頁
）

「
内
的
時
」
で
あ
る
「
記
憶
」
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
り
、

「
外
的
記
憶
」
で
あ
る
「
時
」
は
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。「
記

憶
」
の
う
ち
に
あ
る
「
忘
れ
る
と
い
ふ
こ
と
」
は
、
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る

内
在
で
あ
る
。

中
期
の
西
田
に
お
け
る
他
者
の
と
ら
え
か
た
を
み
て
み
よ
う
。

「
そ
れ
で
は
、
我
々
が
自
己
自
身
の
底
に
見
る
絶
対
の
他
と
考
へ
る
も
の
を

如
何
に
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
真
の
自
覚
の
意
味
が
成
立
し
、
人
格
的
自
己

と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
他
と
考
へ
ら
れ
る
も
の

は
、
唯
物
論
者
の
云
ふ
如
き
単
な
る
他
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
、
又
唯
心
論
者

の
考
へ
る
如
き
大
な
る
自
己
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
つ
て
も
な
ら
ぬ
。
そ
れ

は
絶
対
に
他
な
る
と
共
に
私
を
し
て
私
た
ら
し
め
る
意
味
を
有
つ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
そ
れ
は
汝
と
い
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私

に
対
し
て
汝
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
絶
対
の
他
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
物
は
尚
我
に
於
て
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
汝

は
絶
対
に
私
か
ら
独
立
す
る
も
の
、
私
の
外
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
而
も
私
は
汝
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
私
で
あ
り
、
汝
は
私

の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
汝
で
あ
る
。
汝
を
し
て
汝
た
ら
し
め
る
も

の
は
私
で
あ
り
、
私
を
し
て
私
た
ら
し
め
る
も
の
は
汝
で
あ
る
。
私
と
汝
と

は
絶
対
の
非
連
続
と
し
て
、
私
が
汝
を
限
定
し
汝
が
私
を
限
定
す
る
の
で
あ

る
。
我
々
の
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
と
し
て
汝
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
我
々
の
自
覚
的
限
定
と
考
へ
る
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

斯
く
私
が
私
の
底
に
汝
を
見
、
汝
が
汝
の
底
に
私
を
見
、
非
連
続
の
連
続
と

し
て
私
と
汝
と
を
結
合
す
る
社
会
的
限
定
と
い
ふ
如
き
も
の
を
真
の
愛
と
考

へ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
自
覚
的
限
定
と
考
へ
る
も
の
は
愛
に
よ
つ
て
成
立
す

る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
」（「
私
と
汝
」　
年
『
全
６
』
四
一
四

３２
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～
四
一
五
頁
）

「
唯
物
論
者
の
云
ふ
如
き
単
な
る
他
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で

あ
り
、「
唯
心
論
者
の
考
へ
る
如
き
大
な
る
自
己
」
は
、
超
越
か
ら
離
反
し
て
い

る
内
在
で
あ
る
。「
尚
我
に
於
て
あ
る
」「
物
」
は
内
在
で
あ
る
の
に
対
し
、「
絶

対
に
私
か
ら
独
立
す
る
も
の
、
私
の
外
に
あ
る
も
の
」
で
あ
る
「
汝
」
は
超
越

で
あ
る
。「
汝
を
し
て
汝
た
ら
し
め
る
も
の
は
私
で
あ
り
」と
は
、
内
在（「
私
」）

を
把
捉
し
て
い
る
超
越
（「
汝
」）
で
あ
り
、「
私
を
し
て
私
た
ら
し
め
る
も
の
は

汝
で
あ
る
」
と
は
、
超
越
（「
汝
」）
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
（「
私
」）
で
あ
る
。

こ
の
両
者
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）

の
表
裏
一
体
を
、「
社
会
的
限
定
」、「
真
の
愛
」
と
し
、「
我
々
の
自
覚
的
限
定
」

（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
は
こ
の
「
社
会
的
限
定
」、「
真
の
愛
」
の
基
盤

に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
己
と
他
者
と
の
関
係
と
時
間
と
の
照
応
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
愛
の
分
離
的
限
定
に
よ
つ
て
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
ふ
べ
き
個
人
的
自

己
は
、
そ
の
根
柢
に
於
て
人
か
ら
人
へ
の
飛
躍
的
結
合
の
意
義
を
有
す
る
と

共
に
、
一
方
に
於
て
絶
対
の
他
に
面
し
て
居
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
越
ゆ

べ
か
ら
ざ
る
障
壁
に
撞
着
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
此
故
に
各
の
個
人
の
立
場

に
於
て
無
限
な
る
時
の
流
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
他
と
飛

躍
的
に
結
合
す
る
意
義
を
有
し
な
が
ら
而
も
絶
対
の
他
に
よ
つ
て
遮
ら
れ
る

時
、
無
限
な
る
時
の
流
れ
と
い
ふ
如
き
も
の
が
成
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
内
部

知
覚
的
自
己
と
し
て
単
な
る
内
的
時
、
或
は
主
観
的
時
と
い
ふ
も
の
が
考
へ

ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
は
真
の
時
で
は
な
い
。
之
に
反
し
、
自
己
が

全
然
他
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
又
時
と
い
ふ
如
き
も
の
は

考
へ
ら
れ
な
い
。
真
の
時
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
我
々
個
人
的
自
己
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
が
絶
対
の
障
壁
に
撞
着
す
る
と
共
に
、
之
を
越
え
る
意
味
を

有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
が
他
を
自
己
と
し
よ
う
と
す
る
無
限

な
る
自
己
限
定
の
尖
端
に
於
て
、
之
を
越
え
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

他
を
自
己
と
な
す
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
格
的
統
一
の
立
場
に
於
て

真
に
現
実
的
な
る
時
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
自
由
意
志
」　
年
『
全

３２

６
』
三
二
四
～
三
二
五
頁
）

「
自
己
が
全
然
他
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
」
の
「
無
限
な
る
時

の
流
」
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。「
内
部
知
覚
的
自
己
」
に

お
け
る
「
単
な
る
内
的
時
」、「
主
観
的
時
」
は
、
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内

在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、「
他
を
自
己
と
し
よ
う
と
す
る
」「
人
格
的
統
一
」

に
お
け
る
「
真
の
時
」
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。

衝
動
と
当
為
と
を
対
置
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
終
に
現
れ
る
も
の
が
始
か
ら
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
我
々

の
合
目
的
的
因
果
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
、
生
物
学
的
現
象
と
い
ふ
も
の
は

斯
く
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
我
々
も
生
物
と
し
て
か
ゝ
る
法
則
に
よ
つ
て
支
配
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せ
ら
れ
る
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
併
し
我
々
は
身
体
的
自
己
と
し
て
何
処

ま
で
も
生
物
学
的
法
則
に
支
配
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
我
々
は
単
な
る
身
体

的
自
己
で
は
な
い
。
単
な
る
生
理
的
法
則
を
以
て
し
て
は
我
々
の
意
識
現
象

は
説
明
せ
ら
れ
な
い
。
単
な
る
物
質
か
ら
意
識
は
出
て
来
な
い
。
生
物
学
的

見
方
と
い
ふ
の
は
合
目
的
的
と
云
つ
て
も
、
単
な
る
環
境
的
限
定
を
基
礎
と

し
た
生
命
の
見
方
に
過
ぎ
な
い
。
過
去
を
基
礎
と
し
た
時
の
見
方
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
瞬
間
的
限
定
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
ゝ

る
時
に
は
真
の
瞬
間
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
か
か
る
生
命
に
は
真
に
生
き
る

と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
真
に
我
々
の
人
格
的
生
命
を
限
定
す
る
も
の
は
、

か
ゝ
る
限
定
を
も
否
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
何
処
ま
で
も
過

去
か
ら
の
限
定
を
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
か
ら
の
限
定
と

い
つ
て
も
、
過
去
は
無
限
の
彼
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
真
の
過
去
は
瞬
間

的
限
定
の
底
に
あ
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
底
に
於
け
る
絶
対
の
否
定
か
ら
過

去
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
無
限
の
過
去
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る

瞬
間
的
限
定
の
底
か
ら
、
之
を
翻
す
こ
と
に
よ
つ
て
働
く
も
の
と
し
て
の

我
々
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
単
に
合
目
的
的
作
用
と
い
ふ
如

き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
当
為
の
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
私
と
い
ふ
も
の
が
外
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ

が
如
何
に
合
目
的
的
と
云
つ
て
も
、
真
の
私
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
。
衝
動

に
従
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
自
己
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
当
為
が
衝
動
を
包
む
所
に
、
真
に
自
由
な
る
人
格
的
自
己
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
」（「
私
と
汝
」　
年
『
全
６
』
三
七
三
～
三
七
四
頁
）

３２

「
合
目
的
的
因
果
」、「
生
物
学
的
法
則
」、「
単
な
る
環
境
的
限
定
を
基
礎
と
し

た
生
命
の
見
方
」、「
過
去
を
基
礎
と
し
た
時
の
見
方
」は
、「
衝
動
」で
あ
り
、
内

在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
、「
過
去
か
ら
の
限
定
」（
超
越
）

を
「
包
む
」「
瞬
間
的
限
定
」（
内
在
）、「
人
格
的
生
命
」
は
、「
当
為
」
で
あ

り
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。「
当
為
」
が
「
衝
動
」
を
「
包
む
」

と
は
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。

中
期
の
西
田
に
お
け
る
歴
史
の
と
ら
え
か
た
を
み
て
み
よ
う
。

「
時
間
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
固
歴
史

的
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
が
世
界
と
考
へ
る
も
の
の
原
型
は
所
謂
自

然
界
で
は
な
く
し
て
、
歴
史
的
世
界
と
い
ふ
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
絶
対
無
の
自
覚
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
の
根
柢
に
於
て
絶
対
の
愛

の
自
己
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
自
己
限
定
面
と
い
ふ
も
の
は
何

処
ま
で
も
社
会
的
と
い
ふ
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々
を

包
む
と
い
ふ
意
味
を
有
す
る
と
共
に
又
否
定
の
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
我
々
に
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
と
い

ふ
も
の
は
か
ゝ
る
意
味
に
於
け
る
社
会
的
限
定
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然

界
と
い
ふ
の
は
そ
の
否
定
的
方
向
の
極
限
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

（「
時
間
的
な
る
も
の
及
び
非
時
間
的
な
る
も
の
」　
年
『
全
６
』
二
四
一
頁
）

３１
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「
絶
対
無
の
自
覚
は
ノ
エ
シ
ス
的
に
は
社
会
的
に
自
己
自
身
を
限
定
し
ノ
エ

マ
的
に
は
時
間
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
ノ
エ

シ
ス
が
ノ
エ
マ
を
包
む
と
い
ふ
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
が
自
己
自
身
の
内

に
時
間
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
的
限

定
が
歴
史
的
限
定
を
包
む
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
即
ち
ノ
エ
シ
ス
的
限
定

が
ノ
エ
マ
的
限
定
を
包
む
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
時
を
越
え
た
も
の
、
永

遠
な
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
時
間
的
な
る
も
の
及
び
非
時
間

的
な
る
も
の
」　
年
『
全
６
』
二
三
八
頁
）

３１

「
歴
史
と
は
普
通
考
へ
ら
れ
る
如
く
、
過
去
か
ら
現
在
及
び
未
来
が
定
ま
る

と
い
ふ
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定

す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
時
に
於
て
変
じ

行
く
も
の
が
歴
史
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
却
つ
て
時
を
包
む
も
の
が
歴

史
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
人
と
し
て
の
私
は
、
単
に
過
去
か
ら
限
定

せ
ら
れ
て
居
る
私
で
は
な
く
、
過
現
未
を
包
む
現
在
に
於
て
あ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
を
包
む
も
の
の
自
己
限
定
と
し
て
永
遠
な
る
も
の
の
内

容
を
見
る
と
い
ふ
意
義
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
歴
史
人
た
る
の
意
義
を

有
す
る
の
で
あ
る
」（「
歴
史
」　
年
『
全
　
』
四
七
頁
）

３１

１２

「
我
々
が
世
界
と
考
へ
る
も
の
の
原
型
」
を
、「
自
然
界
」（
内
在
か
ら
離
反
し

て
い
る
超
越
）
で
は
な
く
、「
時
間
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
」
で
あ
る

「
歴
史
的
世
界
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
歴
史
的
世
界
」
の
根
底
を
、「
社
会

的
限
定
」（「
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
」）（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
が
「
歴
史

的
限
定
」（「
ノ
エ
マ
的
限
定
」）（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
を
「
包
む
」

構
造
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
「
包
む
」

構
造
に
お
け
る
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
が
、「
過
現
未
」（
超
越
）
を

「
包
む
」「
現
在
」（
内
在
）
で
あ
る
。「
時
を
越
え
た
も
の
、
永
遠
な
る
も
の
」

と
は
「
現
在
」（
内
在
）
で
あ
り
、「
時
を
包
む
も
の
の
自
己
限
定
」（
超
越
を
把

捉
し
て
い
る
内
在
）
に
お
い
て
「
見
」
ら
れ
る
「
永
遠
な
る
も
の
の
内
容
」
は
、

内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
、「
見
」
ら
れ
る

「
永
遠
な
る
も
の
の
内
容
」
を
、「
真
理
」、「
時
代
精
神
」
と
し
て
い
る
。

「
時
を
越
え
時
に
先
立
つ
て
存
在
す
る
永
遠
不
変
の
真
理
と
考
へ
ら
れ
る
も

の
が
、
時
間
的
に
顕
現
し
来
る
と
考
ふ
べ
き
で
な
く
、
我
々
は
無
の
自
覚
的

限
定
と
し
て
日
々
に
新
な
る
真
理
を
構
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
真

理
の
永
遠
性
が
あ
り
、
自
律
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
性
と
い
ふ
も
の
が

真
理
を
否
定
す
る
の
で
な
く
、
歴
史
的
な
る
が
故
に
真
理
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
が
で
き
る
。
時
を
包
む
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
い
ふ
も
の
が
行
為
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
ゝ
る
限
定
の
内
容
と
し
て
永
遠
な
る
も
の
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
」（「
歴
史
」　
年
『
全
　
』
四
九
～
五
〇
頁
）

３１

１２

「
無
の
限
定
と
し
て
非
連
続
の
連
続
と
考
へ
ら
れ
る
我
々
の
自
覚
が
、
ノ
エ

マ
的
に
人
格
的
統
一
の
内
容
を
見
る
如
く
、
歴
史
的
限
定
に
於
て
そ
の
時
代

そ
の
時
代
を
統
一
す
る
イ
デ
ヤ
的
内
容
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
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ち
所
謂
時
代
精
神
と
い
ふ
如
き
も
の
が
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
現

在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
時
の
限
定
が
考
へ
ら
れ
る
如

く
、
そ
の
時
代
、
そ
の
時
代
が
絶
対
と
し
て
そ
こ
か
ら
全
人
生
と
い
ふ
も
の

が
見
ら
れ
、
限
定
せ
ら
れ
行
く
の
で
あ
る
。
歴
史
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ

る
に
は
、
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
そ
の
根
柢

に
社
会
的
限
定
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
内
容
が
時
代

精
神
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」（「
歴
史
」　
年
『
全
　
』
五
〇
頁
）

３１

１２

「
時
を
越
え
時
に
先
立
つ
て
存
在
す
る
永
遠
不
変
の
真
理
と
考
へ
ら
れ
る
も

の
が
、
時
間
的
に
顕
現
し
来
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超

越
で
あ
り
、「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
と
し
て
の
「
行
為
」（
超
越
を
把
捉
し

て
い
る
内
在
）
に
お
い
て
「
構
成
」
さ
れ
て
い
る
「
日
々
に
新
な
る
真
理
」
は
、

内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
で
あ
る
。「
時
代
精
神
」
は
、「
そ
の
時

代
」（
内
在
）
を
「
統
一
」
し
、「
絶
対
」
化
す
る
「
イ
デ
ヤ
的
内
容
」（
内
在
に

よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）　
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越

２
の
（
１
）
で
述
べ
た
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
思
想
が
、
中

期
後
半
の
西
田
の
思
想
に
お
い
て
中
心
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下

に
述
べ
る
よ
う
に
、「
表
現
」
を
そ
の
中
核
と
す
る
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超

越
で
あ
る
思
想
が
、
中
期
後
半
の
西
田
に
お
い
て
副
次
的
に
存
在
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

「
私
は
先
づ
表
現
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
客

観
的
存
在
に
し
て
主
観
的
な
る
意
味
的
内
容
を
宿
す
も
の
を
広
義
に
於
て
表

現
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
へ
ば
言
語
の
如
く
、
そ
れ
は
物
理
的
音
響

と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
単
な
る
音
響
で
は
な
く
我
々
の
思
想
の
表

現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
に
於
け
る
意
味
と
存
在
と
の
結
合
に
つ
い
て

は
、
単
な
る
符
号
の
如
き
も
の
か
ら
芸
術
的
作
品
の
如
き
も
の
に
至
る
ま
で

種
々
の
程
度
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
併
し
此
等
の
も
の
を
す

べ
て
表
現
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
、
社
会
の
風
俗
、
習
慣
、
制
度
の
如
き
も

の
を
も
広
義
に
於
て
一
種
の
表
現
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
如
何
に
し
て

我
々
に
か
ゝ
る
表
現
的
内
容
が
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
無
論
、
直
接

に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
と
い
ふ

如
き
も
の
も
表
現
に
即
し
て
考
へ
ら
れ
る
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
併
し
苟

も
客
観
的
存
在
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
主
観
的
意
味
の
内

容
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
先
づ
如
何
に
し
て
か
ゝ
る
こ
と
が
可

能
な
る
か
を
問
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
存
在
が
意
味
を
有
つ
と
い
ふ
表
現
的
存
在

或
は
意
味
的
実
在
と
い
ふ
も
の
を
理
解
す
る
に
は
、
我
々
の
行
為
的
自
己
の

自
己
限
定
と
い
ふ
如
き
も
の
か
ら
出
立
し
て
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

思
ふ
。
単
に
知
識
的
に
は
、
客
観
的
存
在
そ
の
も
の
が
自
己
自
身
の
中
に
意



中
期
西
田
幾
多
郎
（
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
内
在
と
超
越

３１―　　―

味
的
内
容
を
有
し
、
自
己
自
身
を
表
現
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
外
界
を
自
己
実
現
の
場
所
と
見
做
し
、
外
を
内
と
見
る
の
は
行

為
的
自
己
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
身
体
が
自
己
実
現
の
道
具

で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
表
現
的
意
義
を
有
す
る
如
く
、
身
体
を
通
じ
て
外
物

が
自
己
実
現
の
道
具
と
見
ら
れ
、
更
に
か
ゝ
る
主
観
の
客
観
化
的
方
向
を
徹

底
し
て
、
主
観
が
客
観
の
中
に
没
入
し
た
時
、
客
観
的
存
在
そ
の
も
の
が
自

己
自
身
の
内
容
を
表
現
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
客
観

的
精
神
と
い
ふ
如
き
も
の
も
斯
く
し
て
考
へ
得
る
と
思
ふ
。
我
々
が
行
為
的

自
己
の
自
覚
の
底
に
自
己
自
身
を
没
し
て
、
無
に
し
て
見
る
自
己
の
立
場
に

立
つ
時
、
す
べ
て
有
る
も
の
は
自
己
自
身
を
自
覚
し
自
己
自
身
を
表
現
す
る

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
ゝ
る
立
場
か
ら
は
、
却
つ
て
所
謂
意
識

的
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
表
現
に
即
し
て
見
ら
れ
た
自
己
に
過
ぎ
な
い

と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」（「
表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
」　
年
３０

『
全
６
』
一
三
～
一
五
頁
）

「
存
在
」（
超
越
）
が
「
意
味
」（
内
在
）
を
も
つ
「
表
現
」
を
、「
行
為
的
自

己
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）（
２
の
（
１
）
に
お
い
て
既
述
）
に
お
け

る
「
主
観
」（
内
在
）
が
「
客
観
」（
超
越
）
の
う
ち
に
「
没
入
」
し
た
も
の

（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。「
表
現
」を
、「
行
為
」

に
お
け
る
内
在
、
超
越
の
関
係
を
反
転
さ
せ
た
も
の
、「
行
為
」
と
表
裏
一
体
的

な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
意
識
的
自
己
」
も
、
超
越
を
把
捉

し
て
い
る
内
在
で
あ
る
と
と
も
に
、「
表
現
に
即
し
て
見
ら
れ
た
自
己
」（
内
在

を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
単
に
知

識
的
」
に
と
ら
え
る
と
ら
え
か
た
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
に
お
い

て
は
「
表
現
」
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
言
語
と
い
ふ
如
き
も
の
に
於
て
は
事
実
的
な
る
も
の
、
所
謂
実
在
的
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
が
自
己
自
身
の
中
に
意
味
を
含
ん
で
居
る
の
で
は
な
い
、
即

ち
事
実
的
な
る
も
の
が
直
に
自
己
自
身
を
言
表
す
る
の
で
は
な
い
。
表
現
の

内
容
と
そ
れ
を
宿
す
も
の
と
が
互
に
外
面
的
で
あ
る
、
言
語
は
符
号
的
で
あ

る
。
之
に
反
し
自
己
自
身
を
限
定
す
る
事
実
そ
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
も
の

は
絶
対
無
の
ノ
エ
マ
的
自
覚
の
内
容
と
し
て
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
意
義

を
有
つ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
自
己
自
身
を
自
覚
的
に
限
定
す
る

も
の
の
ノ
エ
マ
面
的
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
行
為
的
に
自
己
自
身
を
限

定
す
る
意
味
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
絶
対
無
の
自
覚
の
ノ
エ
シ
ス
的
限

定
の
方
向
に
於
て
行
為
的
自
己
の
自
己
限
定
と
い
ふ
も
の
が
見
ら
れ
る
か
ぎ

り
、
事
実
的
な
る
も
の
が
そ
れ
自
身
の
中
に
意
味
を
有
し
自
己
自
身
を
表
現

す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
芸
術
的
作
品
と
い
ふ
如
き
も
の
は
勝
義
に
於

て
斯
く
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
歴
史
的
事
実
と
い
ふ
如
き
も
の
に
至

つ
て
は
、
既
に
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
事

実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
自
己
自
身
を
表
現
す

る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
を
内
に
包
む
意
味
を
有
つ
て
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居
る
の
で
あ
る
」（「
表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
」　
年
『
全
６
』
五
三
～
五

３０

四
頁
）

「
表
現
の
内
容
」（
内
在
）
と
「
そ
れ
を
宿
す
も
の
」（
超
越
）
と
が
「
互
に
外

面
的
で
あ
る
」「
符
号
的
」
表
現
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
と
、「
事

実
的
な
る
も
の
が
そ
れ
自
身
の
中
に
意
味
を
有
し
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の

と
な
る
」
表
現
（
内
在
（「
意
味
」）
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
（「
事
実
的
な
る
も

の
」））
と
を
区
別
し
て
い
る
。

表
現
を
、
社
会
、
歴
史
、
時
間
に
よ
る
、
個
人
に
対
す
る
「
限
定
」
と
し
て

と
ら
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
社
会
的
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
我
々
は
之
に
よ
つ
て
生
れ
、
之
に
於

て
生
き
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
又
何
処
ま
で
も
我
々
を
否
定
す
る
（
意

義
を
有
つ
た
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
に
生
き
る
こ
と
は
個

人
的
に
死
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
社
会
は
歴
史
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

…
…
。
絶
対
愛
に
よ
つ
て
裏
附
け
ら
れ
た
無
の
自
覚
的
限
定
と
し
て
社
会
的

限
定
が
、
一
面
に
何
処
ま
で
も
否
定
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、
之
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
は
、
そ
の
根

柢
に
於
て
は
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
き
る
と
い
ふ
弁
証
法

的
限
定
の
意
義
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
ゝ
る
弁
証
法
的

限
定
の
尖
端
に
於
て
、
死
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
き
る
、
即
ち
真
に
無
に
し

て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
自
由
な
る
個
人
と
い

ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
。
か
ゝ
る
個
人
の
表
現
的
自
己
限
定
が
時
の
限
定
と

考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
の
限
定
と
は
表
現
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
の
表
現

的
限
定
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
は
我
々
自
身
に
本
質
的
な
る
も
の
の

表
現
的
限
定
、
即
ち
自
己
自
身
に
於
て
あ
る
も
の
の
表
現
的
限
定
と
い
ふ
こ

と
が
で
き
る
」（「
時
間
的
な
る
も
の
及
び
非
時
間
的
な
る
も
の
」　
年
『
全

３１

６
』
二
四
八
～
二
四
九
頁
）

個
人
（
内
在
）
に
対
す
る
「
社
会
的
限
定
」、「
歴
史
的
」
限
定
、「
時
の
限

定
」（
超
越
）（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）を
、「
表
現
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」、

「
我
々
自
身
に
本
質
的
な
る
も
の
」、「
自
己
自
身
に
於
て
あ
る
も
の
」（
内
在
）

の
「
表
現
的
限
定
」（
超
越
）（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
人
に
お
い
て
「
否
定
」、「
死
」
で
あ
る
「
表
現
的
限
定
」

と
、
肯
定
、
生
で
あ
る
「
自
覚
」、「
行
為
的
主
観
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内

在
）（
２
の
（
１
）
に
お
い
て
既
述
）
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
弁
証
法
的
限
定
」

（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
を
指
摘
し
て

い
る
。

「
表
現
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
社
会
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
社

会
的
限
定
と
い
ふ
も
の
な
く
し
て
表
現
の
世
界
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
社
会
的
限
定
の
基
に
は
、
固
、
愛
の
自
己
限
定
と
い
ふ
も
の

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
愛
の
自
己
限
定
な
く
し
て
社
会
的
限
定
と
い
ふ
も
の

は
考
へ
ら
れ
な
い
。
愛
の
限
定
と
い
ふ
の
は
自
己
を
棄
て
る
こ
と
に
よ
つ
て
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自
己
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
時
の

限
定
と
い
ふ
の
は
、
か
ゝ
る
意
味
に
於
け
る
愛
の
限
定
に
よ
つ
て
基
礎
附
け

ら
れ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
の
ノ
エ
マ
的
限
定
と
い
ふ
の
が
永
遠
の

今
の
自
己
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
愛
す
る
も
の
は

時
間
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
自
己
自

身
を
表
現
し
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
の
は
、
社
会
的
に
自

己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
的
限
定
と
い
ふ
の
は
愛
の
限
定
と

い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
愛
の
自
己
限
定
と
い
ふ
の
は
時
間
的
に
自
己
自
身
を
限

定
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
は
、

永
遠
の
今
の
自
己
限
定
の
意
味
に
於
て
時
間
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と

い
ふ
こ
と
が
で
き
る
」（「
時
間
的
な
る
も
の
及
び
非
時
間
的
な
る
も
の
」　３１

年
『
全
６
』
二
五
七
～
二
五
八
頁
）

「
表
現
」
を
基
礎
づ
け
て
い
る
「
社
会
的
限
定
」、「
時
間
的
」
限
定
は
さ
ら
に

「
愛
」
に
よ
る
「
自
己
限
定
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

「
愛
」
に
よ
る
「
自
己
限
定
」
と
は
、「
自
己
を
棄
て
る
こ
と
」（
超
越
）
に
よ
っ

て
「
自
己
を
見
出
す
こ
と
」（
内
在
）
で
あ
る
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）

と
し
て
い
る
。

「
行
為
的
自
己
の
自
己
限
定
と
い
ふ
の
は
自
愛
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

行
為
的
自
己
が
自
己
自
身
を
失
ふ
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
我
々
は
他
愛
に
入
る

の
で
あ
る
。
前
に
云
つ
た
如
く
他
愛
は
自
愛
の
拡
げ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、

そ
の
否
定
の
方
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。
対
象
的
限
定
線
に
沿
う
て
之
を
包
む

べ
く
考
へ
ら
れ
た
も
の
が
自
愛
で
あ
り
、
か
ゝ
る
方
向
を
否
定
し
て
汝
を
包

む
の
が
他
愛
で
あ
る
。
真
に
対
象
界
を
自
己
の
内
に
見
る
時
、
対
象
界
が
自

己
の
中
に
没
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
更
に
自
己
に
対
す
る
も
の
は
も
は
や

物
で
は
な
く
汝
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
ゝ
る
対
立
に
於
て
私
が
な
く
な
る

と
考
へ
ら
れ
る
時
、
す
べ
て
が
汝
で
あ
る
。
…
…
自
愛
的
自
己
が
自
己
自
身

を
失
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
他
愛
に
入
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
他
愛
に
入
る
と

い
ふ
こ
と
は
自
愛
の
方
向
を
否
定
す
る
絶
対
の
愛
の
立
場
に
結
び
付
く
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」（「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」　
年
『
全
６
』
二
一

３１

〇
頁
）

「
行
為
的
自
己
の
自
己
限
定
」
で
あ
り
、
対
象
を
「
包
む
」
自
己
で
あ
る
「
自

愛
」（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
か
ら
、「
対
象
界
が
自
己
の
中
に
没
」
し
、

「
私
」
が
な
く
な
り
、「
す
べ
て
が
汝
で
あ
る
」「
他
愛
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い

る
超
越
）
を
峻
別
し
、
表
現
を
「
他
愛
」
が
基
礎
づ
け
て
い
る
と
と
ら
え
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
自
己
自
身
の
底
に
蔵
す
る
絶
対
の
他
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
絶
対
の
汝
と

い
ふ
意
義
を
有
す
る
が
故
に
、
我
々
は
自
己
の
底
に
無
限
の
責
任
を
感
じ
、

自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
罪
悪
と
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は

い
つ
も
自
己
自
身
の
底
に
深
い
不
安
と
恐
怖
と
を
蔵
し
、
自
己
意
識
が
明
と

な
れ
ば
な
る
程
、
自
己
自
身
の
罪
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
自
己
自
身
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の
底
に
自
然
を
蔵
す
る
と
云
つ
て
も
、
理
性
を
蔵
す
る
と
云
つ
て
も
、
か
ゝ

る
考
は
出
て
来
な
い
。
又
自
己
自
身
の
底
に
見
る
他
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が

尚
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
責
任
と
い
ふ
も
の
は
出
て
来
な
い
。
唯
、

私
自
身
の
底
に
汝
を
蔵
し
そ
れ
に
よ
つ
て
私
が
私
自
身
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

か
ら
、
私
は
私
の
存
在
そ
の
も
の
の
底
に
無
限
の
責
任
を
有
す
る
の
で
あ

る
」（「
私
と
汝
」　
年
『
全
６
』
四
二
〇
頁
）

３２

「
私
自
身
の
底
」
に
「
蔵
」
す
る
「
絶
対
の
汝
」（
超
越
）
に
よ
っ
て
「
私
が

私
自
身
で
あ
る
」（
内
在
）こ
と（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）に
お
い
て
、「
責

任
」、「
罪
悪
」
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
表
現
が
「
責
任
」、

「
罪
悪
」に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。表

現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
「
身
体
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

「
実
に
我
々
の
自
我
の
同
一
は
所
謂
意
識
を
通
じ
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
。
自
我
を
一
つ
に
結
合
す
る
も
の
は
か
へ
つ
て
身
体
な
の
で
あ
る
。
身
体

は
我
に
と
つ
て
知
り
難
き
も
の
、
我
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
に
対
し

て
他
な
る
も
の
の
意
味
を
も
つ
。
し
か
も
そ
の
身
体
を
通
じ
て
我
の
意
識
の

結
合
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
の
身
体
が
我
に
対
し
て
既
に
他
な
る
も

の
、
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
他
人
の
身
体
は
一
層
我
に
対
し
て
疏
遠

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
相
互
の
身
体
と
身
体
と
の
間
に
は
い
か

な
る
結
合
も
考
へ
ら
れ
な
い
の
か
。
絶
対
に
 getrennt

な
も
の
と
も
の
と

を
結
合
す
る
も
の
は
表
現
で
あ
る
。
し
か
る
に
身
体
は
表
現
で
あ
る
か
ら
し

て
よ
く
相
互
に
離
れ
て
ゐ
る
も
の
を
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
は
表
現
で

あ
る
。
身
体
の
表
現
を
通
じ
て
人
格
の
同
一pers環

nliche
Identit寒

t

 が
成

立
し
、
又
他
の
人
格
と
の
結
合
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 Leib

を
通
じ
て
の
結
合
で
あ
り
、
即
ち
、leibhaftig

な
結
合
で
あ
り
、Leben

の

結
合
で
あ
る
。
…
…
絶
対
な
一
々
の
人
格
の
間
の
 Getrenntheit

は
愛
に

よ
つ
て
消
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
ど
こ
ま
で
も
分
離
の
原
理
と
し

て
身
体
的
な
も
の
が
残
る
の
で
あ
る
。
人
格
は
単
な
る
理
性
で
は
な
く
し

て
、
む
し
ろ
個
体
的
な
る
も
の
の
極
限
で
あ
る
。
従
つ
て
そ
れ
は
分
離
し
て

ゐ
て
結
合
し
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
二
重
の
働
き
を
身
体

的
な
も
の
が
営
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
…
…
さ
て
時
間
に
於
て
は
瞬
間
が
時

を
決
定
せ
ん
と
す
る
が
、
瞬
間
は
そ
れ
自
ら
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な

が
ら
一
般
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
如
く
に
我
に
於
て
個
物
が
一
般
を

限
定
せ
ん
と
す
る
の
がBegierde

な
の
で
あ
る
。
瞬
間
に
も
比
す
べ
き
個

物
が
一
般
を
限
定
し
得
た
時
、
そ
れ
が
即
ち
欲
望
の
満
足
で
あ
る
。
し
か
し

か
く
欲
望
が
一
般
を
限
定
し
、
従
つ
て
自
己
を
一
般
化
し
得
た
時
、
個
物
は

個
物
と
し
て
は
死
し
た
の
で
あ
る
」（「
生
と
実
在
と
論
理
」　
年
『
全
　
』

３２

１４

三
五
六
～
三
五
八
頁
）

「
従
つ
て
 Person

は
い
か
に
 spiritual

に
な
つ
て
も
、
他
と
の
間
に
へ
だ
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た
り
を
有
し
、
か
く
し
て
肉
体
的
な
意
味
を
と
ゞ
め
る
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る

肉
体
な
く
し
て
は
我
と
し
て
の
人
格
は
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
肉
体
は

昇
華
さ
れ
た
肉
体
 sublim

ated
body

で
は
あ
ら
う
。
し
か
し
自
覚
的
限
定

は
あ
く
ま
で
肉
体
的
限
定
を
含
む
の
で
あ
る
。
た
ゞ
自
覚
的
限
定
は
肉
体
的

に
な
れ
ば
な
る
だ
け
死
の
方
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
永
遠
の
今
の
限
定
に
於

て
死
の
面
が
勝
つ
た
時
に
肉
体
が
あ
る
の
で
あ
る
」（「
生
と
実
在
と
論
理
」

　
年
『
全
　
』
三
六
三
～
三
六
四
頁
）

３２

１４

表
現
と
し
て
の
「
身
体
」（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
に
お
い
て
「
自

我
」
は
統
合
さ
れ
、「
人
格
の
同
一
」
が
成
立
す
る
。「
人
格
の
同
一
」
は
、「
身

体
」（
超
越
）
を
把
捉
し
て
い
る
「
自
我
」（
内
在
）（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内

在
）
で
あ
る
。
自
己
の
人
格
と
他
者
の
人
格
は
、「
分
離
の
原
理
」
で
あ
る
、

「
疏
遠
」
な
「
身
体
」
に
お
い
て
「
分
離
」
す
る
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超

越
）
と
と
も
に
、
表
現
と
し
て
の
「
身
体
」
に
お
い
て
「
結
合
」
す
る
（
内
在

を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
の
で
あ
る
。

「
欲
望
」
と
は
、「
個
物
」（
内
在
）
の
「
一
般
化
」（
超
越
）（
内
在
を
把
捉
し

て
い
る
超
越
）
で
あ
り
、
表
現
と
し
て
の
「
身
体
」
へ
の
志
向
で
あ
り
、「
欲
望

の
満
足
」
と
は
、
こ
の
「
一
般
化
」、
こ
の
志
向
の
極
大
化
で
あ
り
、「
個
物
」

の
「
死
」
で
あ
る
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）。

注
（
１
）『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
～
一
九
八
〇
年
四
月
、
全
　１９

巻
か
ら
の
出
典
の
場
合
、「
述
語
的
論
理
主
義
」　
年
『
全
５
』
七
五
頁
の
よ
う
に
記
し
た

２８

（
執
筆
者
西
田
幾
多
郎
は
省
略
、
一
九
二
八
年
発
表
、
全
集
第
五
巻
七
五
頁
）。
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ITAGAKI Tetsuo

In this article, I have examined Nishida’s philosophical development in his middle period 

(from April 1925 to October 1932), taking two key facets – immanence and transcendence 

– into account.  It is worth noting that two key facets can form the following four patterns: 

first, “immanence assimilating transcendence,” second, “transcendence assimilating 

immanence,”third,“immanence separated from transcendence,” and fourth,“transcendence 

separated from immanence.” I argue that Nishida’s middle period can further be divided 

into two: the first half (from April 1925 to December 1929) and the latter half (from January 

1930 to October 1932).

Nishida’s thought in the earlier period (from his earliest days through March 1925) was 

mainly concerned with “immanence assimilating transcendence,” and yet his focus 

gradually shifted to “transcendence assimilating immanence.” In the first half of the middle 

period, the transition of this kind deepened more. As a consequence, “transcendence 

assimilating immanence” became dominant, while “immanence assimilating 

transcendence” came to occupy a secondary place. It is notable, however, that this relation 

was inverted in the latter half of the middle period: “immanence assimilating 

transcendence” turned to be primary, when “transcendence assimilating immanence” 

worked secondarily.

Immanence and Transcendence in Kitaro Nishida’s 
Middle Period(from April 1925 to October 1932)


