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昨
日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
は

一
つ
?

本
章
で
西
田
は
、
意
識
現
象
を
唯

一
実
在
と
す
る
立
場
か
ら
、
「多
」
(あ
る
い
は

「他
」)
の
問
題
に
対
す
る
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
わ

れ
わ

れ
も
日
常
し
ば
し
ば
多
数

の
問
題
、
他
者
の
問
題
に
遭
遇
す
る
。
そ
れ
ら
の
異
同
の
問
題
、
ま
た
相
互
に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と

い
う

よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

一
般
に
、
異
な
る
時
や
異
な
る
場
所
で
の
現
象
は
、
互
い
に
異
な
る
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
孤
立
し
た
現
象

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
象
を
す
べ
て
意
識
現
象
と
す
る
西
田
に
と

っ
て
、
ま

っ
た
く
異
質
な
多
な
る
意
識
現
象
が
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
な

い
。
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き

の
う

き

ょ
う

み

な

「
た
と
え
ば
昨
日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
と
は
全
く
独
立
で
あ

っ
て
、
も
は
や

一
の
意
識
と
は
見
倣
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
。

し
か
し
直
接
経
験
の
立
脚
地
よ
り
考
え
て
見
る
と
、
此
の
如
き
区
別
は
単
に
相
対
的
区
別
で
あ

っ
て
絶
対
的
区
別
で
は
な

い
。
何
人
で
も

お
の
お
の

統

一
せ
る

一
の
意
識
現
象
と
考
え
て
い
る
思
惟
ま
た
は
意
志
等
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
の
過
程
は

各

相
異
な

っ
て
い
る
観
念
の
連
続
に

す
ぎ
な
い
。
精
細
に
こ
れ
を
区
別
し
て
見
れ
ば
こ
れ
ら
の
観
念
は
別
々
の
意
識
で
あ
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
こ
の
連

続
せ
る
観
念
が
個
々
独
立
の
実
在
で
は
な
く
、

一
の
意
識
活
動
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
昨
日
の
意

識
と
今
日
の
意
識
と
は

一
の
意
識
活
動
と
し
て
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
」
(九
〇
1
九

一
頁
)

き

の

う

き

ょ
う

昨
日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
と
は
何
が
違
う
の
か
。
そ
う
問
え
ば
、
「そ
も
そ
も
時
間
が
違
う
」
と
の
答
え
が
返

っ
て
こ
よ
う
。
そ
う

い
う

相
手

は
、
少
な
く
と
も
時
間
が
違

っ
て
い
る
以
上
、
意
識
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
だ
と
言

っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
「時
間
が
違
う
」

と
は

一
体
何
が
ど
う
違
う
こ
と
な
の
か
。

「
意
識
現
象
は
時
々
刻
々
に
移
り
ゆ
く
も
の
で
、
同

一
の
意
識
が
再
び
起
こ
る
こ
と
は
な
い
。
昨
日
の
意
識
と
今

日
の
意
識
と
は
、
よ
し

そ
の
内
容
に
お
い
て
同

一
な
る
に
せ
よ
、
全
然
異
な

っ
た
意
識
で
あ
る
と

い
う
考
え
は
、
直
接
経
験

の
立
脚
地

よ
り
見
た
の
で
は
な
く
て
、

か
え

っ
て
時
間
と
い
う
も
の
を
仮
定
し
、
意
識
現
象
は
そ
の
上
に
顕
れ
る
も
の
と
し
て
推
論
し
た
結
果
で
あ
る
」
(九

一
頁
)

つ
ま
り
、
時
間
と
い
う

の
は
仮
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
西
田
の
答
え
で
あ
る
。
意
識
現
象
こ
そ
唯

一
実
在
と
す
る
西
田
の
立

脚
点

か
ら
す
れ
ば
、
時
間
は
意
識
現
象
か
ら
説
明
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
意
識
現
象
を
時
間
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
常
識
的
な
考

え
は
、
現
象
は
時
間
の
流
れ
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
う
な
ら
ば
現
象
と
時
間
と
を
別
々
に
考
え

て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
世
界

(物
理
的
世
界
11
現
象
世
界
)
を
空
間
的
な
三
次
元
世
界
と
考
え
、

こ
の
世
界
が
時
間
軸
上
を



進
ん
で
い
く
と
考
え
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
西
田
は
、
時
間
を
単
独
に
存
在
す
る
も
の
と
は
考
え
な

い
。
時
間
は
意
識

の
統

一
を
前
提
と
し
て

(
2
)

成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
意
識
内
容
を

「整
頓
す
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
時
間

(や
空
間
)
が
そ
う
し
た
派
生
的
な
も
の

　

　

だ
と
す
る
と
、
意
識
に
と

っ
て
真
に
重
要
な
も
の
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。

5西 田幾多郎 『善の研究』 を読む一 第二編 「実在」 を中心 に一(3)

な
ん
ぴ
と

「直
接
経
験
よ
り
見
れ
ば
同

一
内
容
の
意
識
は
直
ち
に
同

一
の
意
識
で
あ
る
、
真
理
は
何
人
が
何
時
代
に
考
え
て
も
同

一
で
あ
る
よ
う
に
、

我
々
の
昨
日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
と
は
同

一
の
体
系
に
属
し
同

一
の
内
容
を
有
す
る
が
故
に
、
直
ち
に
結
合
せ
ら
れ
て

一
意
識
と
な
る

の
で
あ
る
。
個
人
の

一
生
と
い
う
も
の
は
此
の
如
き

一
体
系
を
成
せ
る
意
識
の
発
展
で
あ
る
」
(九
二
頁
)

昨

日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
が
同
じ
内
容
を
も

つ
と

い
う
こ
と
が
、
両
意
識
が

一
つ
の
意
識
と

い
え
る
理
由
で
あ
る
。
私
の
意
識
で
あ
る
か

ぎ
り
、
こ
の
二
つ
の
意
識
を
画
然
と
区
別
す
る
理
由
は
な
く
な
る
。
過
去
と
か
、
現
在
と
か
で
区
別
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

統

一
力

と

し

て

の
理

そ

こ

で
、

西

田

は

「
意

識

の
統

一
力

」

一
作

用

の
こ
と

で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。

に
着
目
す
る
。
意
識
は
そ
れ
自
体
が
統

一
力
を
も

っ
て
い
る
。

西
田
は
そ
れ
を

「理
」
と
も
呼
ぶ
。

い
い
か
え
れ
ば
、
意
識
と
は
こ
の
統

い

よ

「こ
の
統

一
力
は
あ
る
他
の
実
在
よ
り
出
で
来
た
る
の
で
は
な
く
、
実
在
は
か
え

っ
て
こ
の
作
用
に
由
り
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
人
は

皆
宇
宙
に

一
定
不
変
の
理
な
る
者
あ

っ
て
、
万
物
は
こ
れ
に
由
り
て
成
立
す
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
理
と
は
万
物
の
統

一
力
で
あ

っ
て
、

か兼
ね
て
ま
た
意
識
内
面
の
統

一
力
で
あ
る
、
理
は
物
や
心
に
由

っ
て
所
持
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
理
が
物
心
を
成
立
せ
し
む
る
の
で
あ
る
」

(九
三
頁
)
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こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
間
に
あ
る

「人
は
皆
宇
宙
に

一
定
不
変
の
理
な
る
者
あ

っ
て
、
万
物
は
こ
れ
に
由
り
て
成

立
す
る
と
信
じ
て
い
る
」

と
い
う
文
章
を
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ
の
文
は
、
広
く

一
般
に
行
き
渡

っ
た
信
念
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
具
体
的
に
は
ど

う

い
う
こ
と
を
さ
す
の
か
。

す
じ

め

す
じ
み
ち

「
理
」
と
は
訓
読
み
で

「
こ
と
わ
り
」
と
も
読
む
が
、
語
源
と
し
て
は
筋
目
と
か
筋
道

(秩
序
)
と
い
っ
た
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
お
そ
ら

ほ
う

り

り

ほ
う

く

「道
」
や

「法
」
と

い
う
語
も
理
と
近
似
的
な
語
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
二
字
熟
語
と
し
て
の

「道
理
」
「法
理
」
と
か

「
理
法
」
と
い
う
表
現

が
生
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
世
界
は
理
法
が
貫
徹
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
中
国
で
は
諸
子
百
家

の
思
想
展
開
の
中
で
深
め

り

き

せ
つ

(
3

)

ら
れ

て
い
っ
た
が
、
宋
の
時
代
に
は
朱
子
学
が
発
展
し
、
理
気
説
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
日
本
に
も
中
国
で
の
思
想
展
開
は
ほ
ぼ
伝
え
ら
れ
、

じ
ん
り
ん

と
く

に
江
戸
期
を
通
し
て
、
理
を
人
倫
を
含
ん
だ
宇
宙
の
根
本
原
理
あ
る
い
は
存
在

の
理
法
と
し
て
受
け
止
め
た
と

い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
仏

教

で
も
、
「仏
法
」
と
い
う
表
現
か
ら
も

い
え
る
が
、
「法

(ダ
ル
マ
、
ダ
ン
マ
)」
を
重
視
し
、
そ
こ
に
宇
宙
万
物
の
根
本
的
な
あ
り
方
を
読
み

込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
、
西
洋
に
お

い
て
は

ロ
ゴ
ス
一〇
晦
o
ω
の
思
想
伝
統
が
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
を
思
想
的
な
意
味
で
明
確
に
用

い
た
の

き

は

、

「
私

に

で
は

な

く

、

ロ
ゴ

ス

に
訊

け

」

と

い

っ
た

と

さ

れ

る

ヘ
ラ

ク

レ
イ

ト

ス

(前
五
四
〇
頃
-
前

四
八
〇
頃
)
だ

と

さ

れ

る

。
彼

は
、

万

物

を

支

配

す

る
原

理

(
ア
ル
ケ
ー
)
を

ロ
ゴ

ス
と

呼

び
、

火

と

し

て
示

し

た

。

火

は
燃

焼

に

よ

っ
て

分

離

と

結

合

を

繰

り

返

す

の

で
あ

る
。

ロ
ゴ

ス
が

大

き

な

展

開
を

見

せ

る

の

は

ロ
ー

マ
時

代

の

ス
ト

ァ
学

派

に

よ

っ
て

で
あ

る
。

世

界

を

貫

い

て

い
る

理
法

が

ロ
ゴ

ス

で
あ

り

、

こ

の

ロ
ゴ

ス

に
従

っ
て
生

き

る

の
が
賢

者

と

さ

れ
た

。

こ

の

ス
ト

ァ

の
思

想

を

と

り

入

れ

た

キ

リ

ス

ト
教

で
は

、

こ

の

ロ
ゴ

ス
は
神

の
言

葉

と

さ

れ

、

さ

(
4
)

、

、

ら
に
は
神
と
み
ら
れ
て
も

い
る
。
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
け
と
め
か
た
に
も
、
天
主

(神
)
と
は
理
を
司

る
天
の
神
と
解
す
る
理
解

な
ど
は
、
案
外
自
然
な
も
の
で
も
あ

っ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
伝
統
を
踏
ま
え

つ
つ
、
西
田
は

「
人
は
皆
…
…
信
じ
て
い
る
」
と
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

一
文
の
す
ぐ
後
、
「
こ
の
理
と
は
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万
物

の
統

一
力
で
あ

っ
て
兼
ね
て
ま
た
意
識
内
面
の
統

一
力
で
あ
る
」
と
自
身
の
文
脈

へ
と
転
意
し
て
い
る
。

つ
ま
り
理
と
は

(西
田
の
立
場
か

ら
い
え
ば
)
内
外
の
も
の
す
べ
て
に
お
い
て
そ
れ
を
統

一
し
て
い
る
力
で
あ
る
と

い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
も

っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
西
田

は
理
を
超
越
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
物
や
心
と
切
り
離
さ
れ
た
独
自
な
存
在

(そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
)
と
は
考
え
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り
、
「理
は
物

や
心
に
由

っ
て
所
持
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
理
が
物
心
を
成
立
せ
し
む
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
、
こ
の
世
界
を
理
の
展
開
と
し
て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
し
く

「活
き
た
真
の
理
」
(九
四
頁
)
と

い
え
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

プ

ラ
ト

ン
の

『
パ

イ
ド

ン
』

と

西

田

あ
る
も
の

西

田
が
さ
か
ん
に
い
う
と
こ
ろ
の

「不
変
的
或
者
」
あ
る
い
は

「
統

一
的
或
者
」
と
は
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
す
る
理
の
こ
と
で
あ
る
。

い

い
か
え
れ
ば
そ
れ
は

「統

一
力
そ
の
も

の
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
プ
ラ
ト
ン
の

『パ
イ
ド
ン
』
の

一
節
を
引
い
て
み
よ
う
。
対
話
の
主
人
公
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
万
物
を
統

一
す
る
力
に
注
目
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「万
物
は
可
能
な
か
ぎ
り
最
善
で
あ
る
よ
う
に
現
在
配
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
力
を
、
彼
ら

(多
く
の
人
々
と

そ
の
代
弁
者
の
こ
と
1

石
神
)
は
求
め
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
力
が
な
に
か
神
的
な
強
さ
を
も

つ
こ
と
を
考
え
も
し
な

い
の
で
あ
る
。
か

え

っ
て

、

そ

の
力

よ
り

も

、

も

っ
と

強
力

で
、

も

っ
と

不

死

で
、

も

っ
と

万

物

を
統

合

す

る

ア

ト

ラ

ス
を

、

い

つ
か

発

見

で
き

る
だ

ろ
う

と

思

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

善

な

る

も

の
、
結

束

す

る
も

の
が

、

本

当

に

万

物

を

結
束

し
統

合

し

て

い

る

こ
と

を

、

ま

っ
た
く

(
5
)

考
え
も
し
な
い
」

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
る

「
万
物
を
結
び
付
け
、
統
合
す
る
力
」
と
は
、
西
田
の
い
う
統

一
力
だ
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。
西
田
の
場
合
、
,
」
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の
統

一
力
を
と
り
わ
け
意
識
の
あ
り
方
に
み
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
昨
日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
と
は

一
で
あ

る
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

彼
は
さ
ら
に
こ
の
考
え
を
進
め
て
、
自
と
他
と

い
う
区
別
を
も
乗
り
越
え
て
い
く
。

つ
ま
り
、
私
の
意
識
と
他
者
の
意
識
と
を
区
別
す
る
理
由

も
な
く
、
主
観
、
客
観
と

の
区
別
も
乗
り
越
え
た
も
の
を
考
え
る
。
西
田
は
こ
こ
で

「普
遍
的
理
性
」
ま
た

「社
会
精
神
」
(九
四
頁
)
が
個
々

人

の
根
底
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

西
田
は
次

の
文
章
で
こ
の
章
を
く
く

っ
て
い
る
。

か
く

「も
し
我
々
の
意
識
の
統

一
と
異
な

っ
た
世
界
が
あ
る
と
す
る
も
、
此
の
如
き
世
界
は
我
々
と
全
然
没
交
渉
で
あ
る
。

り

か
い

の
知
り
得
る
、
理
会
し
得
る
世
界
は
我
々
の
世
界
と
同

一
の
統

一
力
の
下
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(九
五
頁
)

い
や
し
く
も
我
々

西
田
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
意
識
世
界
の
住
人
で
あ
る
。
意
識
の
統

一
以
外
に
は
こ
の
世
界
の
統

一
は
な
い
。
意
識
の
統

一
を
離
れ
て

(
6
)

も

つ
と

強

力

な

統

一
を

求

め

よ
う

と
す

る

こ
と

は

、

ち

ょ
う

ど

ソ
ク

ラ
テ

ス

が

い
う

「
ア
ト

ラ

ス
」

を

求

め

る

よ
う

な
も

の

で
あ

る
と

い
う

こ

と

が

で
き

よ
う

。

注(
1
)
本
稿
は
、
本
誌
第
十
六
号
と
十
七
号

に
掲
載
し
た
論
稿

の
続
編

で
あ
る
。
底
本

お
よ
び
表

記

の
仕
方

は
基
本
的
に
前
稿
に
し
た
が

っ
て
い
る
。
た
だ
、

各
章

の
表
記
に

つ
い
て
は
従

来
の
仕
方
と
異
な
り
、
文
庫
版

の
章

の
見
出
し
を
使
う

こ
と
と

し
た
。
な
お
、
最
近

(二
〇

一
二
年
)
岩
波
文
庫

の
改
版

が
出
版
さ
れ
、
注
と
解

説
が
新
た
に
付
加
さ
れ
て
親
し

み
や
す

い
も

の
と
な

っ
た
。

(
2
)

こ
こ
に
は
、
も
ち

ろ
ん
カ

ン
ト
の
い
わ

ゆ
る

「
直
観

の
形
式
と
し

て
の
時
間
」
と

い
う
考
え
が
反
映
し

て
い
る
と

い
え

る
。
時
間
は
空
間
と
な
ら
ん
で
、

い
わ
ば
現
象

の
整
理

の
仕
方

で
あ
り
、
そ
れ
自
身

は
主
観
的
な
も

の
に
す
ぎ
な

い
と

い
う
点

で
、
カ

ン
ト
と
西

田
は
同
じ

で
あ
る
。

(3
)
「
理
と
気

の
関
係
を

め
ぐ

る
中
国
思
想
史
上

の
学
説
。
理
は
事
物

の
法
則
性

を
あ
ら
わ
す

概
念

と
し
て
先
秦

時
代

か
ら
使

わ
れ
、
気
も
古
代
以
来
、
事

物
を
形
づ
く
り
そ
れ

に
生
命

を
与
え

る
ガ
ス
状

の
物
質
と
考
え
ら
れ
、
中
国
人
に
は
き

わ
め

て
な
じ
み
深

い
も

の
で
あ

っ
た
。
と
く

に
道
教

や
中
国
医



西田幾多郎 『善 の研究』 を読む一 第二編 「実在」 を中心 に一(3)

 

9

学

で
は
、
病
は
体
内
を
め
ぐ

る
気

の
不
調
に
よ

っ
て
生

じ
る
と
さ
れ
、
そ

の
気
を

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
す

る
こ
と

で
長
命

が
得

ら
れ
る
と
し
た
。

し
か
し
、

気

を
自
覚
的

に
そ

の
哲
学
体
系

に
組
み
込
み
、
気

の
存
在
論
を
作
り
あ
げ
た

の
は
北
宋

の
横
渠

(お
う
き

よ
)

が
最
初

で
あ
り
、
気
に
対

し
て
理
を
立

て
、

理
と
気

に
よ

っ
て
世
界
を
と

ら
え

よ
う

と
し
た

の
も

同
時
代

の
程
伊
川

(
て
い
い
せ

ん
)

に
は
じ
ま

る
。
」
『世
界
大
百
科
事

典
』
改

訂
新

版
、
平

凡
社
、

二
〇
〇
九
、
参
照
。

(4
)

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
冒
頭

の
言
葉

「初

め
に
言

(
ロ
ゴ

ス
)
が
あ

っ
た
。
言
は
神
と
共
に
あ

っ
た
。
言
は
神
で
あ

っ
た
」

(5
)
プ
ラ
ト
ン

『パ
イ
ド

ン
』
(岩

田
靖
夫
訳
)
、
岩
波
文
庫
、

一
九
九

八
、
一
二
八
頁

(6
)

ア
ト

ラ
ス
は
巨
人
神

の

一
人

で
、
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
兄
弟
。

オ
リ

ン
ボ
ス

の
神

々
と
戦

っ
て
敗

れ
、
世
界

の
西
端

で
天
空
を
双
肩
で
支
え
る
罰
を
科

せ
ら
れ
た
。

第
七
章

実
在
の
分
化
発
展

対

立

と
統

一

こ

の
章

も

、

い
く

。

意
識
現
象
を
唯

一
実
在
と
す
る
立
場
に
お
い
て
、
こ
の
唯

一
実
在
か
ら
い
か
に
し
て
種
々
の
差
別
対
立
が
生
じ
る
か
を
論
じ
て

「実
在
は

一
に
統

一
せ
ら
れ
て
い
る
と
共
に
対
立
を
含
ん
で
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に

一
の
実
在
が
あ
れ
ば
必
ず
こ
れ
に
対
す
る
他
の

実
在
が
あ
る
。
而
し
て
各
こ
の
二
つ
の
も
の
が
互
い
に
相
対
立
す
る
に
は
、
こ
の
二
つ
の
も
の
が
独
立
の
実
在
で
は
な
く
し
て
、
統

一
せ

ら
れ
た
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち

一
の
実
在
の
対
立
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
の
両
者
が
統

一
せ
ら
れ
て

一
の
実

在
と
し
て
現
わ
れ
た
問

い
に
は
、
さ
ら
に

一
の
対
立
が
生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
時
こ
の
両
者
の
背
後
に
、
ま
た

一
の
統

一
が
働

い
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
無
限
の
統

一
に
進
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に

一
方
よ
り
考
え
て
見
れ
ば
、
無
限
な
る
唯

一
実
在
が
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少
よ
り
大
に
、
浅
よ
り
深
に
、
自
己
を
分
化
発
展
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ

っ
て
、
宇
宙
現
象
は
こ
れ
に
由
り
て
成
立
し
進
行
す
る
の
で
あ
る
」
(九
六
i
九
七
頁
)

か
く此

の
如
き
過
程
が
実
在
発
現
の
方
式
で

実
在
は
、
対
立
を
含
ん
だ
統

一
と

い
う
構
造
を
も

っ
て
い
る
と
西
田
は
主
張
す
る
。
二
つ
の
も
の
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
じ

つ

は
二
つ
の
も

の
が
統

一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(そ
の
逆
も
い
え
る
)。
そ
れ
で
は
、
対
立
が
終
わ
る
と
こ
ろ
、

つ
ま
り
終
局
的
統

一

と

い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
統

一
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
新
た
な
対
立
が
生
じ
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
う
し
て
無
限
に
続
く

の
で
あ
る
。

こ
の
対
立
即
統

一
の
全
体
構
造
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。
西
田
の
い
う
実
在
が
た
だ
静
止
的
な
も
の
で
な
く
、
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
動
的
な
全
体
構
造
を
と
ら
え
る
論
理
と
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
が
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
も
対
立
の
統

一
と
し
て
無

(
1
)

限
に
動
的
な
も
の
と
も
い
え
る
が
、
必
ず
し
も
終
局
が
な
い
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
絶
対
知
と
さ
れ

る
も
の
は
、
観
念
領
域

の

最
終
的
な
境
智
を
意
味
し
て
い
る
し
、
宗
教
哲
学
で
は
神
を
そ
う
し
た
終
局
的
位
置
に
お
い
て
い
る
。
西
田
は
の
ち

に
は
っ
き
り

へ
ー
ゲ
ル
の

(
2
)

弁
証
法
を
主
語
的
論
理
だ
と
し
て
批
判
す
る
に
至
る
が
、
こ
こ

『善
の
研
究
』
で
は
そ
う
し
た

へ
ー
ゲ
ル
批
判
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、

よ
く
西
田
の
文
章
を
読
む
と
、
の
ち
に
彼
が
批
判
す
る
に
至
る
萌
芽
ら
し
き
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な

い
。

西
田
の
文
中
の

「…
…
こ
の
時
こ
の
両
者
の
背
後
に
、
ま
た

一
つ
の
統

一
が
働

い
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
文
章
の

「背
後
に
」
と
い

う
表
現
に
、
の
ち
の
述
語
的
論
理
と
し
て
の

「無
の
場
所
」
に
発
展
す
る
独
自
な
感
覚
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
上
記
の
文
章
で

は
そ
の
あ
と
、
こ
の
対
立
統

一
を
逆
に
見
れ
ば

「無
限
な
る
唯

一
実
在
が
少
よ
り
大
に
、
浅
よ
り
深
に
、
自
己
を
分
化
発
展
す
る
の
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
文
章
だ
け
を
見
る
と
、
西
田
が
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
主
語
的
論
理
そ
の
も
の
で
は
な
い

か
と
思

っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
「無
限
な
る
唯

一
実
在
」
は
実
体
で
あ
り
、
こ
の
実
体
が
主
語
と
し
て
本
来
主
語

に
内
包
さ
れ
た
属
性
を
述

語
と
し
て
展
開
す
る
と
い
う
主
語
的
論
理
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
の
立
場
は
、
対
立
即
統

一
、
分
化
即
発
展
と

い
う
べ
き
も



の
だ

と

い

っ
て

よ

い
。

そ

し

て

こ

の
統

一
は

と

ど

ま

る

こ

と

な
く

、

対

立

が
深

ま

る
と

と

も

に

ま

た
統

一
も

深

ま

っ
て

い
く

と

い
う

あ

り
方

を

す

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

が
唯

一
実

在

の
あ

り
方

だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
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対
立
の
実
例
を
見
る

西

田
は
、
こ
の
対
立
即
統

一
と
い
う
実
在
の
根
本
的
な
あ
り
方
か
ら
、
こ
こ
で
い
く
つ
か
の
対
立
の
例
を
と
り
あ
げ

て
説
明
す
る
。
①
主
観

と
客
観
、
②
能
動
と
所
動

(受
動
)、
③
無
意
識
と
意
識
、
④
現
象
と
本
質
、
と
い
っ
た
対
立
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
。
前
章
ま
で
に
す

で
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
わ
ば
集
中
的
に
唯

一
実
在
の
立
場
か
ら
ま
と
め
て
い
る
。

(
3
)

①
主
観
と
客
観
と
の
区
別
に
つ
い
て
。
こ
の
区
別
は

一
つ
の
意
識
の
相
対
す
る
両
面
に
す
ぎ
な
い
。
「我
々
の
主
観
と

い
う
も
の
は
統

一
的

方
面

で
あ

っ
て
、
客
観
と
い
う

の
は
統

一
せ
ら
れ
る
方
面
で
あ
る
」
(九
七
頁
)。
〈客
観
〉
と
い
う
概
念
は
な
に
か
独
立

し
た
対
象

の
存
在
を
連

想
さ
せ
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
た
ん
に
意
識
の
対
象
と

い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た

〈主
観
〉
は
自
己
と
い
い
換
え

る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
自
己
は
意
識
の
統

一
作
用
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
己
は
け

っ
し
て
対
象
と
は
な
ら
な

い
。

ま
た
、
時
間
的
に
前
の
意
識
を
後
の
意
識
か
ら
み
る
と
、
前
の
意
識
の
自
己
を
対
象
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う

で
は
な
く
、
自
己

(
つ
ま
り
意
識
の
統

一
活
動
中
心
)
は
前

の
意
識
か
ら
後
の
意
識

へ
と
移

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
識

の
意
識
の
意
識
…
…
と

い
う
よ
う
に
、
前

の
意
識
は
後
の
意
識
の
対
象
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
意
識
の
自
己
は

つ
ね
に
後
の
意
識
に
移

っ
て
お
り
、

つ
ま
り
は

ど
う

し
て
も
対
象
に
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
「自
己
は
か
く
し
て
無
限
の
統

一
者
で
あ
る
。
決
し
て
こ
れ
を
対
象
と
し
て
比
較
統

一
の
材
料

と
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
者
で
あ
る
」
(九
八
頁
)。

一
般
に
、
自
己
を
自
我
実
体
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
志
向
に
は
根
強

い
も

の
が
あ
る
が
、

そ
う

し
た
考
え
方
は
、
実
在

の
真

の
あ
り
方
に
基
づ

い
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
自
己
を
無
限
の
統

一
者
と
し
て
と
ら
え
て
は
じ
め
て
実
在
の

分
化
発
展
の
あ
り
方
を
証
す
る
こ
と
に
な
る
。

②
能
動
と
所
動

の
区
別
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
ま
た
同

一
の
実
在

(意
識
現
象
)
の
両
側
面
で
あ
る
。
「統

一
者
が
い

つ
で
も
能
動
で
あ

っ
て
、
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被
統

一
者
が
い
つ
で
も
所
動
で
あ
る
」
(九
九
頁
)。
「我
々
が
統

一
の
位
置
に
あ
る
と
き
は
能
動
的
で
、
自
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
他
よ
り

統

一
せ
ら
れ
た
時
は
所
動
的
で
、
必
然
法
の
下
に
支
配
せ
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
」
(同
)。

③

無
意
識
と
意
識
の
区
別
に
つ
い
て
。
「主
観
的
統

一
作
用
は
つ
ね
に
無
意
識
で
あ

っ
て
、
統

一
の
対
象
と
な
る
者

が
意
識
内
容
と
し
て
現

れ
る

の
で
あ
る
」
(
一
〇
〇
頁
)。
意
識
の
統

一
面
は
作
用
で
あ
る
か
ら
、

つ
ね
に
活
動
し
て
い
て
自
己
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
活
動

を
反
省
し
た
場
合
そ
こ
に
み
ら
れ
る

一
つ
の
観
念
と
し
て
の

「統

一
作
用
」
は
、
じ

つ
は
す
で
に
意
識
の
作
用
が
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
し
か

な

い
の
で
あ
る
。

(
4
)

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
で
意
識
の
志
向
性
を
説
明
す
る
用
語
と
し
て
ノ
エ
シ
ス
、
ノ
エ
マ
と

い
う
概
念
が
あ
る
が
、
西

田
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意

識
分
析
の
方
法
を
こ
こ
で
用

い
て
い
る
。

『善
の
研
究
』
以
後
、
西
田
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
研
究
に
注
目
し
て
い
く
が

(
フ
ッ
サ
ー
ル
は
西
田
よ
り
十

歳
ほ
ど
年
長
)、
と
く
に
ノ
エ
シ
ス
、
ノ
エ
マ
と
い
う
用
語
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

『
一
般
者
の
自
覚
的
限
定
』
に
収
め
ら
れ
た
昭
和

初
期

の
諸
論
文
に
お
い
て
で
あ
る
。

④

現
象
と
本
体

の
区
別
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
ま
た
実
在
す
る
意
識
の
両
側
面
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「我
々
が
物

の
本
体
と
い
っ
て
い
る

の
は
実
在

の
統

一
力
を
い
う

の
で
あ

っ
て
、
現
象
と
は
そ
の
分
化
発
展
せ
る
対
立
状
態
を

い
う

の
で
あ
る
」
(
一
〇

一
頁
)。
「本
体
」
と
い
う
言

葉
は
け

っ
し
て
物
体
的
な
も
の
を
さ
す
言
葉
で
は
な
く
、
意
識
の
統

一
力
を
い
う
の
で
あ
る
。

真
正
の
主
観

西
田
は
こ
こ
ま
で
論
じ
て
、
ふ
た
た
び
主
観
と
客
観

の
区
別
に
か
え

っ
て
、
本
章
を
締
め
く
く
る
。

し
ん
せ
い

し
か

「
か
く
い
え
ば
真
正
の
主
観
が
実
在
の
本
体
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
る
、
然
る
に
我
々
は
通
常
か
え

っ
て
物
体
は
客
観
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
真
正
の
主
観
を
考
え
な
い
で
抽
象
的
主
観
を
考
え
る
に
由
る
の
で
あ
る
。
此

の
如
き
主
観
は
無
力
な



る
概
念
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
は
物
の
本
体
は
か
え

っ
て
客
観
に
属
す
る
と
い
っ
た
方
が
至
当
で
あ
る
。
し
か
し
真
正
に
い
え
ば
主

観
を
離
れ
た
客
観
と
は
ま
た
抽
象
的
概
念
で
あ

っ
て
、
無
力
で
あ
る
。
真
に
活
動
せ
る
物
の
本
体
と
い
う

の
は
、
実
在
成
立
の
根
本
的
作

用
で
あ
る
統

一
力
で
あ
っ
て
、
即
ち
真
正
の
主
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(
一
〇
一
頁
)
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冒
頭
の

「真
正
の
主
観
が
実
在
の
本
体
で
あ
る
」
と
い
う

一
文
こ
そ
が
こ
こ
で
の
結
論
で
あ
る
。
西
田
の
い
う

「真
正
の
」
立
場
と
は
純
粋

経
験

の
立
場
を
い
う

の
で
あ
り
、
意
識
現
象
こ
そ
唯

一
実
在
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
経
験
を
離
れ
た
な
ら
ば
主
観
も
客
観
も
抽
象
的

な
も

の
と
な
る
。
統

一
力
を
有
す
る
こ
の
真
正
の
主
観
こ
そ

「自
己
」
な
の
で
あ
る
。

注(1
)

へ
ー
ゲ

ル

『精
神
現
象
学
』
に
お

い
て
、
絶
対
知
は
精
神

の
自
己
知
と
し

て
成
立
す

る
知

で
あ

り
、
絶
対

の
他
在

の
う
ち

に
純
粋

に
自

己
を
認
識
す

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
知
は
思
惟
と
存
在
と

の

一
致
に
お

い
て
成
立
し

て
い
る
。
問
題
は
こ

の

一
致

を
保
証
す

る
も

の
が
何

で
あ
る
か
と

い
う

こ
と
で
あ

ろ
う
。

(
2
)
昭
和
四
年
刊
行

の

『
一
般
者

の
自
覚
的
体
系
』
(と
く

に

「叡
知
的

世
界
」
「総

説
」)

に
お

い
て
、
は

っ
き
り

へ
ー
ゲ
ル
批
判
が
な
さ
れ
る
。
そ

の
要

点
は
、

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う

一
般
者
と

い
え
ど
、
西

田
が

い
う

「
個
物
を
包

み
こ
れ
を
限
定
す

る
自
覚
的
な

一
般
者
」
と

い
う
も

の
で
は
な

い
こ
と
、

つ

ま
り
述
語
的

一
般
者

で
は
な

い
、

と

い
う
も

の
で
あ

る
。
そ

の
点
か
ら
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
主
語
的
論
理
あ
る

い
は
対
象
的
論
理
を
免
れ

て
い

な

い
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

(
3
)
西
田
は

「
区
別
」
「差
別
」
「
別
」
と

い
う
言
葉
を
同
じ
意
義
に
扱

っ
て

い
る
。
本
稿

の
こ
こ
で
は

「区
別
」
に
統

一
し
た
。

(
4
)

フ

ッ
サ
ー

ル
が

『イ

デ
ー

ン
ー
』

に
お

い
て
意
識

の
志
向
性
分
析

を
行
う
さ

い
に
用

い
た
対

概
念
。
ノ

エ
シ

ス

Z
o
①
ω
一ω
は
意

識

の
作
用
的
側
面
を
、

ノ

エ
マ
Z
o
Φ
日
9
は
そ

の
作
用

の
対
象
的
側
面
を
表
す
。
す
べ
て

の
ノ

エ
シ

ス
は
必
ず
そ

の
相

関
者

と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ

エ
マ
を
も

つ
。

(
『現
象
学

事
典
』
弘
文
堂
、

一
九
九

四
)

13
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第
八
章

自
然

こ
れ
ま
で
の
章

(第
三
章
日
実
在
の
真
景
、
第
四
章

"真
実
在
は
常
に
同

一
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
、
第
五
章

"
真
実
在
の
根
本
的
方
式
、
第
六
章

"
唯

一

実
在
、
第
七
章

"実
在
の
分
化
発
展
)
に
お
い
て
、
実
在

の
あ
り
方
が
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
た
。
本
章
と
次
の
章
で
は
、
自
然
お
よ
び
精
神
に
つ

い
て
考
察
を
す
る
。
む
ろ
ん
こ
の
間
に
断
絶
や
跳
躍
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
前
章
ま
で
の
考
察

の
光
を
自
然
と
精
神
と

い
う
き
わ
め
て

一
般
的

な
、
し
か
し
き
わ
め
て
重
要
な
概
念
に
向
け
て
照
射
し
て
み
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
本
章

で
は
西
田
の
立
場
か
ら
自
然
に
つ
い
て
の
理
解
が

示
さ
れ
る
。

自
然
概
念
の
歴
史

「自
然
」
概
念
は
そ
の
内
容
が
き
わ
め
て
豊
か
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
こ
の
言
葉
の
使
わ
れ
方
を
み
て
も
わ
か
る
。
た
と
え
ば

「自

じ

ね
ん
じ
ょ

然
」
と

い
う
二
字
を
使

っ
た
表
現
や
文
章
を
あ
げ
て
み
る
と
よ
い
。
「自
然
薯
」
「自
然
環
境
」
「自
然
数
」
「大
自
然
」
「自
然
主
義
」
「そ
れ
は
自

(
1
)

然
な

こ
と
だ
」
「自
然
に
体
が
動
く
」
等
々
。
こ
れ
ら
の

「自
然
」
の
意
味
を

一
つ
の
意
味
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な

い
。

日
本
語
の

「自
然
」
は
も
と
も
と
名
詞
で
は
な
く
、
形
容
動
詞

(「自
然
な
」)
あ
る
い
は
副
詞

(「自
然
に
」)
と
し

て
使
わ
れ
た
と

い
え
る
。

つ
ま
り

「自
然
」
は

「お
の
ず
か
ら
し
か
あ
り
」
と
読
め
る
よ
う
に
、
あ
る
が
ま
ま
、
人
の
手
が
加
わ
ら
な
い
様
子
と

し
て
の

「も
の
の
あ
り

(
2
)

方
」

を
示
す
言
葉
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
近
代
に
な

っ
て
昌
響
霞
o
の
訳
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
か
ら
、
名

詞
と
し
て
使
わ
れ
る
よ

(
3
)

、

、

う

に
な
る
の
は
明
治
二
十
年
代
以
後
と
さ
れ
る
。
「そ
の
ま
ま
に
あ
る
も

の
」
と
し
て
、
動
植
物
さ
ら
に
は
無
機
物
も
含
む
存
在
物
全
般
を
さ

す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
西
洋
で
は
、
古
く
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
O
菖

ωδ

の
語
で
、
ラ
テ
ン
世
界
で
は
ロ
暮
霞
曽
の
語
で
示
さ
れ
た
が
、

こ
の
語
は
と
も
に
人
工
、
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人
為
的
な
文
化
に
対
し
て
、
お
の
ず
か
ら
生
成
す
る

(ま
た
、
生
成
し
た
)
状
態
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
し
、
さ
ら
に
こ
の
世
を
超
え
た
神
の
力

(
4
)

を
さ
す
場
合
も
あ

っ
た
。

つ
ま
り
東
西
と
も
に
、
「自
然
」
と
は

「あ
る
が
ま
ま
」
で
あ
り

「お
の
ず
か
ら
の
生
成
」

の
意
味
を
も

つ
言
葉
で

あ

っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
近
代
の
科
学
技
術
は
、
そ
の
向
か
う
対
象
を

「自
然
」
に
向
け
た
も
の
と
し
て
、
ま
だ
人
間
の
も

の
と
な

っ
て
い
な
い
粗
野
な
手
つ

か
ず

の

「自
然
」
を
人
間
の
も
の
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
古
来
の
娼ξ
ωδ
の
学
と

し
て
の
弓
ξ
ωけ
僧
(英

"

bξ

ω冨

)
が
変
質
し
、
物
理
学
と
な

っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
学
問
は
自
然
科
学
と
呼
ば
れ
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り

「自
然
」
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
と
は
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
、
物
質
的
な
世
界
を
さ
す
言
葉
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

西

田
の
立
場
か
ら
の
自
然
解
釈

(
5
)

『善

の
研
究
』
の
原
稿
は
明
治
三
九

(
一
九
〇
六
)
年
か
ら
明
治
四
二

(
一
九
〇
九
)
年
に
か
け
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
頃
は
日
本
で
も
近

こ

い

代
科
学

の
理
解
、
導
入
が
進
み
、
日
本
語

の
語
彙
や
用
法
も
現
代
に
通
じ
る
近
代
化
が
完
成
し
た
時
期
で
あ
る
。
本
章
の
は
じ
め
の
、
「自
然

と

い
え
ば
全
然
我

々
の
主
観
よ
り
独
立
し
た
客
観
的
実
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
(
一
〇
二
頁
)
と
の
西
田
の
言
葉
か
ら
は
、
当
時
の

一

般
的

な

「自
然
」
概
念
が
す
で
に
物
質
的
な
客
体
と
し
て
の
意
味
を
強
く
も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

(あ
る
い
は
、
と
く
に
学
問
的
世

界
に
お
け
る
一
般
的
理
解
で
は
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
)。
と
に
か
く
、
す
で
に
明
治
四
十
年
頃
に
は
近
代
的
、
物
質
的
な
自
然
観
念
が
広
く

行
き
渡

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
西
田
自
身
は
、
こ
の
近
代
的
な
自
然
観
念
を
無
批
判
に
受
容
す
る
こ
と
は
し
な
か

っ
た
。

か

「自
然
と
い
え
ば
全
然
我
々
の
主
観
よ
り
独
立
し
た
客
観
的
実
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、
斯
く
の
如
き

自
然
は
抽
象
的
概
念
で
あ

っ
て
決
し
て
真

の
実
在
で
は
な
い
。
自
然
の
本
体
は
や
は
り
未
だ
主
客
の
別
れ
ざ
る
直
接
経
験
の
事
実
で
あ
る

の
で
あ
る
」
(
一
〇
二
頁
)
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西

田
は
自
身
の
基
本
的
考
え
方
を
呈
示
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
近
代
的
自
然
観
念
を
抽
象
的
概
念
だ
と
批
判
す
る

(と
く
に
自
然
科
学
で
い
う

自
然
は
も
っ
と
も
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
も
実
在
の
真
景
を
遠
ざ
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
)。
西
田
が
、
「自
然
の
本
体
は
や
は
り
未
だ
主
客
の

別
れ
ざ
る
直
接
経
験
の
事
実
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
と
き
、
そ
の
自
然
は
明
ら
か
に
客
観
的
、
物
質
的
な
性
格
の
も

の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
主
客
分
離
以
前
の
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
、

い
い
か
え
れ
ば
直
接
経
験
と
し
て
の
意
識
現
象
そ
の
も
の
を
さ
し
て
い
る
。

い
っ
た

い
西
田
が
近
代
的
自
然
観
念
を
抽
象
的
で
あ
る
と
す
る
理
由
は
何
か
。

「自
然
と
は
、
具
体
的
実
在
よ
り
主
観
的
方
面
、
即
ち
統

一
作
用
を
除
き
去

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
自
然

に
は
自
己
が
な

い
。
自

然
は
た
だ
必
然
の
法
則
に
従

っ
て
外
よ
り
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
自
己
よ
り
自
動
的
に
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
(同
)

「自
然
に
は
自
己
が
な
い
」
と
は
印
象
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
内
容
と
し
て
は
近
代
的
な
意
味
で
の
自
然
は
外
か
ら
動
か
さ
れ
る
、
た
ん
な

だ

せ
い
て
き

る
惰
性
的
な
物
体
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
と
も
と
そ
う
し
た
自
然
は
具
体
的
実
在
で
は
な
く
、
「具
体
的
実
在
よ
り
主
観
的
方
面
、

即
ち
統

一
作
用
を
除
き
去

っ
た
も

の
」
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
第
二
章
の
物
体
現
象
を
説
明
し
た
個
所
で
、
物
体
現
象

は
意
識
現
象
の
な
か
か

ら

「各
人
共
通
で
不
変
的
関
係
を
有
す
る
も
の
を
抽
象
し
た
」
(六
七
頁
)
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
意
識
現
象
を
具
体
的
実
在
と
と
り
、

物
体
現
象
を
自
然
と
と
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
文
章
は
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と

い
え
る
。

す
う
せ
い

「
現
今
科
学
の
趨
勢
は
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
ら
ん
こ
と
を

つ
と
め
て
い
る
。
そ
れ
で
心
理
現
象
は
生
理
的
に
、

化
学
現
象
は
物
理
的
に
、
物
理
現
象
は
機
械
的
に
説
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
」
(
一
〇
三
頁
)

生
理
現
象
は
化
学
的
に
、
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西
田
は
科
学
の
客
観
的
性
格
を
た
い
へ
ん
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
科
学
的
探
究
と
は
す

べ
て
の
現
象
が
物
理
に

還
元
さ
れ
、
機
械
論
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
科
学
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「動
物
、
植
物
、
生
物

の

ほ
か

区
別
も
な
く
、
す
べ
て
同

一
な
る
機
械
力
の
作
用
と

い
う
の
外
な
く
、
自
然
現
象
は
な
ん
ら
の
特
殊
な
る
性
質
お
よ
び
意
義
を
有
せ
ぬ
も

の
と

な
る
」
(
一
〇
四
頁
)
ほ
か
な
い
。
西
田
が
こ
の
抽
象
的
自
然
観
に
対
比
す
る
も
の
は
、
直
覚
的
事
実
と
し
て
の
自
然
観

で
あ
る
。

「我
々
が
実
際
に
経
験
す
る
真

の
自
然
は
決
し
て
右
に
い
っ
た
よ
う
な
抽
象
的
概
念
で
な
く
、
従

っ
て
単
に
同

一
な
る
機
械
力
の
作
用
で

も
な
い
。
動
物
は
動
物
、
植
物
は
植
物
、
金
石
は
金
石
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
と
意
義
と
を
具
え
た
具
体
的
事
実
で
あ

る
。
我
々
の
い
わ
ゆ
る

か

山
川
草
木
虫
魚
禽
獣
と

い
う
も
の
は
、
皆
斯
く
の
如
く
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
具
え
た
者
で
、
…
…

(中
略
)
…
…
こ
の
直
接
に
与
え
ら
れ

た
る
直
覚
的
事
実
の
自
然
は
到
底
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
あ
る
」
(
一
〇
四
頁
)

意
識
現
象
を
主
観
客
観
と

い
う
区
別
以
前
の
実
在
と
す
る
西
田
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
は
客
観
的
だ
と

い
う
世
上
の
理
解
は
誤

っ
た
前

提
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
意
識
現
象
を
た
ん
に
主
観
的
な
も
の
と
す
る
誤

っ
た
前
提
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
自
然
と
い
っ
て
も
そ

こ
か
ら
主
観
的
な
も

の
を
排
除
す
る
こ
と
は
実
在
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
な
る
。
主
観
が
統

一
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
が
自

己
と
い
う
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
自
然
も
ま
た
そ
れ
を
本
来
、
具
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
自
然
に
は
自
己
が
な

い
の
で
は
な
く
、
「自
然
も
や
は
り

一
種

の
自
己
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
一
〇
五
頁
)。

西
田
は

「自
然
の
統

一
力
」
と

い
う
こ
と
を

い
う
。
そ
れ
は
意
識
が
統

一
力
を
も

つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
く
、
具
体
的
、
直
覚

的
な
事
実
と
し
て
の
自
然
は
統

一
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
生
物
に
は
そ
う
し
た
統

一
力
が
あ

る
と
い
う
の
は
わ
か
り

や
す

い
が
、
い
わ
ゆ
る
無
生
物
、
あ
る
い
は
無
機
物
質
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
西
田
は
鉱
物
の
結
晶
の
例
を
あ
げ
る
。
結
晶
は
そ
の
鉱
物
の
統

(
6
)

一
力

の
存
在
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
統

一
力
の
存
在
が
自
己
で
あ
る
か
ら
鉱
物
に
も
自
己
が
あ
る

(1
)
こ
と
と
な
る
。
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し
か
し
、
こ
の
西
田
の
論

の
運
び
は
少
し
乱
暴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
統

一
作
用
と
い
う
も
の
を
対
象
的
に
と
ら
え
て
い
る
と

い

え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
西
田
の
本
来
の
捉
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
統

一
作
用
は
あ
く
ま
で
意
識
現
象
に
具
わ
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

動
植
物
で
あ
れ
、
無
機
物
で
あ
れ
、
こ
こ
で
の
西
田
は
物
体
現
象
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

こ
こ
で
は
西
田
は
意
識

現
象

の
立
場
を
離
れ
て
、
科
学
者
あ
る
い
は
唯
物
論
者
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
西
田
が
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
は
本
来
の
彼
の
立
場

へ
と
ふ

た
た
び
戻

っ
て
く
る
。

意
識
の
統

一
力
と
物
質
的
な
自
然
は
別
の
も
の
だ
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
し
か
し
ま

っ
た
く
無
関
係
と
は

い
え
な
い
。

西
田
は

一
つ
の
銅
像

の
例
を
挙
げ
る
。
銅
像
は
た
ん
に

一
塊

の
銅
で
も
あ
り
、
か

つ
ま
た
人
間
の
も
つ
理
想
を
現
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
こ
の
両
者
は
衝
突
す
る
こ
と
は
な
く
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
は

一
つ
の
銅
像
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
銅
像
を
た
ん
に

一

塊

の
物
質
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
た
ん
な
る
観
念
と
見
る
べ
き
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
あ

い
ま

っ
て
現
実
の
銅
像
を

な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
西
田
の
説
明
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
原
因
と
し
て
の
質
料
因
と
形
相
因
の
考
え
と
近

似
し

て
転
麗
。
両
者
は
あ

い
ま

っ
て
具
体
的
な
も
の

(個
物
)
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
可
能
態
か
ら
現
実
態

へ
と
進
む
こ
と
に
お
い
て
形

相
因
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
同
じ
く
、
西
田
も
理
想
つ
ま
り
意
識
の
統

一
力
の
ほ
う
を
よ
り
重
要
だ
と
し
て
い
る
。

そ
こ
に
西
田
は

「生
き
た

自
然
」
(
一
〇
六
頁
)
の
あ
り
方
を
見
る
の
で
あ
る
。

よ

さ
く

い

「自
然
の
生
命
で
あ
る
統

一
力
は
単
に
思
惟
に
由
り
て
作
為
せ
る
抽
象
的
概
念
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
我
々
の
直
覚
の
上
に
現
じ
来
る
事

実
で
あ
る
。
我
々
は
愛
す
る
花
を
見
、
ま
た
親
し
き
動
物
を
見
て
、
直
ち
に
全
体
に
お
い
て
統

一
的
或
者
を
捕
捉
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

か

が
そ
の
物
の
自
己
、
そ
の
も
の
の
本
体
で
あ
る
。
美
術
家
は
斯
く
の
如
き
直
覚

の
最
も
す
ぐ
れ
た
人
で
あ
る
」
(
一
〇
七
頁
)
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(
8
)

こ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
芸
術
家
の
例
と
し
て
、
西
田
は
ゲ
ー
テ
を
あ
げ
、
彼
の

「本
源
的
現
象

d
弓
冨
口
oヨ
①
邑

説
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ

は
自
然
現
象
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
、
詩
人
は
こ
れ
を
直
覚
す
る
。
種
々
の
動
植
物
も
こ
の
本
源
的
現
象
が
変
化
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
等

々
。

た
と
え
ば
ゲ
ー
テ
の

『格
言
と
反
省
』
に
は
、
「
現
象

の
中
に
絶
対
的
な
も
の
を
認
め
て
、
常
に
目
の
中
に
と
ど
め
て
お
く
人
は
非
常
に
大
き

(
9
)

な
利
益
を
う
け
る
だ
ろ
う
と
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う

一
文
が
あ
る
が
、
「現
象
の
中
に
絶
対
的
な
も
の
を
認
め
る
」
立
場
と
西

田
の

「統

一
的
或
者
を
捕
捉
す
る
」
立
場
と
は
近
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ゲ
ー
テ
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
直
覚
の
優
れ
た
人
は
た

(
10
)

し
か
に
芸
術
家
に
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
原
則
的
に
、
こ
の
可
能
性
は
誰
に
も
開
か
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
。

西
田
は
自
然
を
主
観
と
離
れ
た
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
統

一
力
に
つ
い
て
不
可
知
の
神
秘
性
を
も

っ
た
も
の
と
す
る
の
で
も
な

い
。

つ
ね
に
そ
れ
は
主
客
を
具
し
た
意
識
の
具
体
的
事
実
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
意
識

の
事
実
に
は
知
的
要
素
だ
け
で
な
く
、

情
意

の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ら
は
渾
然

一
体
な
も
の
と
し
て
働

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「わ
れ
わ
れ
の
理
想
お
よ
び
情
意

が
深
遠
博
大
と
な
る
に
従

っ
て
、

い
よ
い
よ
自
然

の
真
意
義
を
理
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。

注(1
)
因

み
に

『広
辞
苑
』

の

「自

然
」
項
目

で
は
、
大
き
く
三
種
に
分
け
、
さ
ら
に
十
種

の
意
味
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た

『日
本
国
語
大
辞
典
』

で
は
、

形
容
動

詞
的
な
用
法
と
し

て
四

つ
の
意
味
、
副
詞
的
用
法
と
し
て
五

つ
の
意
味

が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

(
2
)
『広
辞
苑
』

に
は

「
①
⑦

(ジ
ネ
ン
と
も
)
お

の
ず
か
ら
そ
う

な

っ
て

い
る
さ
ま
。
天
然

の
ま
ま
で
人
為

の
加
わ
ら
な

い
さ
ま
。
あ

る
が
ま
ま

の
さ
ま
」

と

の
語
意
を
は
じ
め
に
あ
げ
て

い
る
。

(
3
)
柳
父
章

『翻
訳
語
成

立
事
情
』
岩
波
新
書
、

=
二
六
頁
。

な
お
、

こ
の
書
は
語
意

の
成

立
の
歴
史
を
述
べ
て

い
る
点
、
た

い

へ
ん
参
考

と
な
る
。

(
4
)

こ
れ
に

つ
い
て
も

『広
辞
苑
』

の
項
目
を
参
照
。

(
5
)
『善

の
研
究
』

岩
波
文
庫
、
二
〇

一
二
の
解
説
参
照
。

(
6
)

こ
う

し
た
西
田

の
記
述
か
ら
、
仏
教

で
い
う
と

こ
ろ
の

「草
木
成
仏
」
を
連
想

す
る
こ
と
も

可
能

で
あ
る
。
草
木
成

仏
と
は
、
草
木

や
国
土

の
よ
う
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な
非
情

の
も

の
も

す
べ
て
仏
性

を
有

し
、
仏
と
な
り
う

る
と

い
う
説

で
あ

る
。

『浬
樂
経
』

に

「
一
切
衆
生
、
悉
有
仏
性
」

と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
中
国

仏
教

(そ
し

て
日
本
)
に
お

い
て
草
木
成
仏
説

が
展
開
し

て

い
っ
た
。

こ
の
仏
教

の
説
を
西
田

の
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
解

し
て
い
く
試
み
は

一
つ
の
興

味
深

い
課
題

で
あ
る
。

(7
)

い
わ
ゆ
る
四
原
因

の
う

ち
、
と
く
に
重
要
な

の
が
こ

の
質
料
因
と
形
相
因

で
あ

る
。
他

に
、

目
的
因
、
作

用
因

が
あ

る
が
、
後
者

は
前

二
者

へ
と
集

約

さ
れ
る
と
し

て
い
る
。

(8
)

西
田
は
二
十
代
か
ら
ゲ
ー

テ
を
読
み
、
明
治
三
五

(
一
九
〇

二
)
年

に
は
第

四
高
等
学
校

に
勤

め
て
か
ら
も
ゲ
ー
テ

の

『
フ
ァ
ウ

ス
ト
』
を
皆
と
輪

読
し
て
も

い
た
。
d
嬉
げ
替
o
罎
魯

は
、

そ
の
ほ
か
に

「
根
本
現
象
」
「原
現
象
」
と
も
訳
さ
れ
る
。

(9
)

9

§

霧

き

§

M
ミ

・蚤

ぎ

二
9。σq
O
●出
.Uσ
Φ
。
犀
ζ
冒

曾

β

H
㊤
。。
ど
ω
・置

ω
.

(10
)
た
と
え
ば
美
術

で
い
え
ば

バ
ル
ビ
ゾ

ン
派

の
コ
ロ
ー
や
ミ
レ
i
、
あ

る
い
は
モ
ネ

や
シ
ス
レ
ー
な
ど

の
多

く

の
印
象

派
画
家
に
そ
う
し
た
直
覚
を
み

る
こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
思
う
。
詩
人

で
い
え

ば
宇
宙
的
自
然
を
う
た
う

タ
ゴ
ー

ル
や
大
地

の
力
を
う

た

っ
た
ホ
イ

ッ
ト

マ
ン
の
詩
、
あ

る
い
は
悠
久

の
自
然
に
人
事

を
比
す

る
杜
甫

の
詩

や
、

一
瞬

の
直
覚

に
自

己
と
宇
宙

の
全
体
を
写
し
取

っ
た
芭
蕉

の
句
に
、
ゲ
ー
テ

の
い
う
と

こ
ろ
の

「
現
象

の
な

か
に
絶
対
的
な
も

の
を
見

る
」
と

い
う
よ
う
な
把
握
力
を
見

て
取

れ
る
よ
う

に
思
う
。
西
田

の
書
斎
に
も
ダ

・
ヴ
ィ
ン
チ
の

「
洗
礼
者

ヨ

ハ
ネ
」

の
絵

画
な
ど
が
か
け

て
あ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

第
九
章

精
神

精
神
と
は
1
矛
盾
と
統

一
に
お
い
て

前
章
の
自
然
に
つ
い
で
、
本
章
は
精
神
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
っ
て
も
、
精
神
は
自
然
と
切
り
離
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な

い
か
ら
、

前
章
か
ら
の
流
れ
を
受
け
て
、
自
然
と
の
関
係
に
お
い
て
精
神
を
論
じ
る
形
と
な
る
。

し
か

「
然
ら
ば
我
々
が
通
常
自
然
に
対
し
て
精
神
と
い
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
即
ち
主
観
的
意
識
現
象
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る



か
、
い
わ
ゆ
る
精
神
現
象
と
は
た
だ
実
在
の
統

一
的
方
面
、
即
ち
活
動
的
方
面
を
抽
象
的
に
考
え
た
も
の
で
あ
る
」
(
一

一
頁
)
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自

然

(物
体
現
象
)
が
客
観
的
意
識
現
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
精
神

(精
神
現
象
)
は
主
観
的
意
識
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、

こ
の
主
観
的
意
識
現
象
で
あ
る
精
神

の
特
色
と
は
何
か
と
問
う
な
ら
、
そ
れ
は
統

一
作
用
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
統

一
作
用
は
本
来
そ
の
統

一

さ
れ
る
内
容
と

一
体
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
そ
の
統

一
作
用
だ
け
が
内
容
と
区
別
さ
れ
て
精
神
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

本
来

の
統

一
作
用
は
内
容
つ
ま
り
統

一
さ
れ
る
対
象
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
、
ま
さ
し
く
生
動
的
な
も
の
で
あ
る
。

あ
つ

た
と
え
ば
あ
る

一
つ
の
感
覚
を
考
え
て
み
る
。
「
暑
い
」
と

い
う
感
覚
は

一
つ
の
精
神
現
象
で
あ
る
が
、
こ
の
感
覚
は

「寒

い
」
と
い
う
感

覚
と
の
比
較
区
別
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
比
較
と
か
区
別
は
、
裏
側
か
ら
い
え
ば
両
者
を
成

立
さ
せ
て
い
る
統

一
作

用
で
も
あ
る
。
第
七
章
の
は
じ
め
に
実
在

の
あ
り
方
と
し
て
、
対
立
と
統

一
の
相
即
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
対
立
が
あ
れ
ば
こ
そ
統

一

が
あ
り
、
統

一
が
あ
れ
ば
こ
そ
次
な
る
対
立
も
生
じ
る
と

い
う
弁
証
法
的
構
造
と
も
い
え
る
。
こ
の
対
立
と
統

一
と
の
無
限
の
運
動
は
、
こ
の

第
九
章
で
は
、
精
神
そ
の
も
の
の
あ
り
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「子
供
の
時
に
は
我
々
の
精
神
は
自
然
的
で
あ
る
、
従

っ
て
主
観
の
作
用
が
微
弱
で
あ
る
。
然
る
に
成
長
す
る
に
従

っ
て
統

一
的
作
用
が

盛
ん
に
な
り
、
客
観
的
自
然
よ
り
区
別
せ
ら
れ
た
自
己
の
心
な
る
も
の
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
(同
)

主
観
は
主
観
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
。

つ
ね
に
客
観
が
あ

っ
て
こ
そ
主
観
が
成
り
立
ち
、
(自
己
を
)
自
覚
し
て
い
く
。
子
供
か
ら
大
人

へ

の
成
長
と
は
こ
の
主
観

(自
己
の
心

H自
我
)
の
自
覚
に
あ
る
と
も

い
え
る
が
、
そ
こ
に
は
以
前
よ
り
も
大
き
な
対
立
と
統

一
が
あ
る
と

い
え
る

の
で
あ
る
。
精
神
は
こ
の
よ
う
に
生
動
的
に
自
分
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
精
神
は
深
い
対
立
と
と
も
に
深

い
統

一
を
生
ん
で
い
く
。
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し
ょ
う
と
つ
む
じ
ゅ
ん

と
こ
ろ

「衝
突
矛
盾
の
あ
る
処
に
精
神
あ
り
、
精
神
の
あ
る
処
に
は
矛
盾
衝
突
が
あ
る
」
(
二

二
頁
)

ち
ゅ
う

ほ
っ

こ
う

動
機
の
衝
突
と
い
う
事
態
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
典
的
な
例
で
あ
る
が

「忠
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
孝
な
ら
ず
。
孝
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
忠

し
げ
も
り

き
わ

た
い
ら
の
し
げ
も
り

(
-
)

な
ら
ず
。
重
盛
の
進
退
こ
こ
に
谷
ま
れ
り
」
と
述
べ
た
平
重
盛
の
言
葉
は
、
動
機
の
衝
突
と
い
わ
れ
る
事
態
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
主

君

(後
白
河
法
皇
)
へ
の
忠
誠
を
貫
こ
う
と
す
れ
ば
親

(平
清
盛
)
に
逆
ら
う
こ
と
と
な
り
、
親
に
孝
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
主
君

へ
の
忠
誠
を
捨

む
じ
ゅ
ん
か
っ
と
う

き

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
矛
盾
葛
藤
の
中
で
涙
を
流
し
つ
つ
重
盛
は

「自
分
の
首
を
斬

っ
て
か
ら
出
陣
さ
れ
よ
」
と
述
べ
て
父
清
盛

い
さ

を
強
く
諌
め
て
、
つ
い
に
出
陣
を
阻
止
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

動
機
の
衝
突
は
矛
盾
対
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
矛
盾
対
立
が
あ
る
か
ら
こ
そ
統

一
力
が
働
く
と
い
う
の
が
意
識
で
あ
り
、
そ
こ
に

統

一
力

の
中
心
と
し
て
の
精
神
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
ん
に
統

一
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
無
意
識
で
あ
る
。
対
立
の
統

一
が
な
さ
れ

た
後
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

「
し
か
し
さ
ら
に
深
く
進
ま
ん
と
す
る
時
、
す
で
に
得
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
衝
突
を
起
し
、
こ
こ
に
ま
た
意
識
的
と
な
る
。
意
識
は
い
つ

と
こ
ろ

も
此
の
如
き
衝
突
よ
り
生
ず
る
の
で
あ
る
。
ま
た
精
神

の
あ
る
処
に
は
必
ず
衝
突
の
あ
る
こ
と
は
、
精
神
に
は
理
想
を
伴
う
こ
と
を
考
え

て
み
る
が
よ
い
。
理
想
は
現
実
と
の
矛
盾
衝
突
を
意
味
し
て
い
る
」
(
=

三
頁
)

こ
の
西
田
の
文
章
に
は
、
西
田
自
身
の
体
験
が
反
映
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
西
田
は
、
京
都
に
来
る
ま
で
に

(来
て
か
ら
も
だ
が
)、
彼

は
ん
も
ん

の
理
想
を
妨
げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
家
庭
的
な
問
題
や
学
歴
上
の
問
題
に
煩
悶
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
彼
に
と

っ
て
矛
盾
衝
突
の
日
々
で
あ

っ
た
が
、

く

も
ん

そ
れ
は
ま
た
統

一
を
求
め
た
日
々
で
も
あ

っ
た
に
相
違
な

い
と
思
わ
れ
る
。
「精
神
に
は
必
ず
苦
悶
が
あ
る
」
(同
)
と

い
う
言
葉
に
は
、
そ
う

ち
ゅ
う
し
ん

し
た
西
田
の
衷
心
か
ら
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
上
の
文
章
を
た
ん
に
西
田
個
人
の
体
験
に
還
元
す
る
の
で
な
く
、
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そ
こ
に
意
識
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
こ
う
し
た
意
識
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の

ひ

が

「自
我

に
よ
る
非
我

の
定
立
と
そ
の
克
服
」
と
い
う
問
題
を
扱
う

『知
識
学
』
に
も
見
ら
れ
る
し
、

へ
ー
ゲ
ル
の

「意
識
の
経
験
の
学
」
と
し

て
の

『精
神
現
象
学
』
の
叙
述
に
も
み
ら
れ
る
。
西
田
は
、
そ
う
し
た
ド
イ
ツ
哲
学
か
ら
学
ん
だ
も
の
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

精
神
な
き
も
の
と
精
神
を
も
つ
も
の

西
田
は

「精
神
な
き
も
の
」
と

「精
神
を
も

つ
も
の
」
を
比
較
し
て
、
次

の
よ

う

に

述

べ

て

い
る
。

「
い
わ
ゆ
る
精
神
な
き
も
の
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
統

一
は
外
よ
り
与
え
ら
れ
た
の
で
、
自
己
の
内
面
的
統

一
で
な

い
。
そ
れ
故
に
見
る
人

き

に
よ
り
て
そ
の
統

一
を
変
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
普
通
に
は
樹
と
い
う
統

一
せ
ら
れ
た
る

一
実
在
が
あ
る
と
思
う

て
い
る
が
、

な

科
学
者
の
目
か
ら
見
れ
ば

一
の
有
機
的
化
合
物
で
あ

っ
て
、
元
素

の
集
合
に
す
ぎ
な

い
、
別
に
樹
と
い
う
実
在

は
無

い
と
も
い
い
う
る
。

し
か
し
、
動
物
の
精
神
は
か
く
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
動
物
の
肉
体
は
植
物
と
同
じ
く
化
合
物
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
精

神
そ
の
も

の
は
見
る
人
の
随
意
に
こ
れ
を
変
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
れ
を
い
か
に
解
釈
す
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
事
実
上
動
か
す

べ
か
ら
ざ
る

一
の
統

一
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
二

四
-
五
頁
)

う
じ
ょ
う
ひ

じ
ょ
う

ご
こ
で
西
田
は
、
動
物
を

「精
神
を
も

つ
も
の
」、
樹
木
を

「精
神

の
な
い
も
の
」
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
有
情
非
情
と

い

う
仏
教
的
な
区
分
け
に
従

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は
そ
の
区
分
け
を
内
面
的
統

一
が
あ
る
か
な

い
か

(内
面
的
統

一
が
精
神
に
相
当
す
る
)

と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
樹
木
の
場
合
は
内
面
的
な
統

一
が
な
く
、
統

一
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
与
え
る
人
の
見
方
に

支
配
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
動
物
の
場
合
は
、
精
神
つ
ま
り
内
面
的
統

一
が
あ
る
故
に
、
肉
体
は
元

素
化
合
物
で
あ
り
外
部
か
ら
左
右
で
き
る
と
し
て
も
、
精
神
そ
の
も

の
は
も
は
や
外
部
か
ら
は
左
右
で
き
な
い
と
い
う
。
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こ
こ
で
の
西
田
の
解
釈
は
、
と
り
あ
え
ず

一
般
的
な
見
解
に
沿

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
樹
木
が
は
た
し
て
ま

っ
た
く

「精
神
な
き
も
の
」
と

断
定

し
て
し
ま

っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
上
に
あ
げ
た
文
章
の
少
し
前
に
は

「厳
密
に
い
え
ば
、
す
べ
て
の
実
在
に
は
精
神
が
あ
る
と

い
っ
て

よ
い
、
前
に
い
っ
た
よ
う
に
自
然
に
お
い
て
も
統

一
的
自
己
が
あ
る
」
(
=

三
頁
)
と
述
べ
て
い
る
し
、
仏
教
に
は
非
情
成
仏

(草
木
成
仏
)
と

い
う

教
義
が
あ
る
こ
と
を
西
田
が
知
ら
な
い
は
ず
も
な

い
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
上
の
文
章
は
通
常
の
理
解
に
沿

っ
た
形
で
精
神
を
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

精
神
と
自
然
と
の
関
係

「我
々
が
物
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
物
と

一
致
す
る
と

い
う
に
過
ぎ
な

い
。
花
を
見
た
時
は
即
ち
自
己
が
花
と
な

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
花
を
研
究
し
て
そ
の
本
性
を
明
に
す
る
と
い
う
は
、
自
己
の
主
観
的
臆
断
を
す
て
て
、
花
そ
の
も
の
の
本
性
に

一
致
す
る
の
意

で
あ
る
」
(
=

六
頁
)

さ
き
に
、
統

一
作
用
が
精
神
で
あ
り
、
統

一
さ
れ
る
も
の
が
自
然
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
こ
と
を
統

一
そ
の
も
の
か
ら
い
え
ば
、
精
神
と

自
然
と

の
一
致
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
精
神
と
自
然

(物
)
と
の

一
致
に
お
い
て
知
が
成
り
立

つ
と
い
う
こ
と
を
西
田
は
い
う
。
知

る
と
は
自
己

(精
神
、
心
)
と
物
と
の

一
致
だ
と
い
う
こ
の
西
田
の
立
場
は
、

い
わ
ゆ
る
認
識
に
お
け
る
模
写
説
と

い
わ
れ
る
も
の
と
ど
う
違

う

の
か
。
模
写
説
と
は
、
知
覚
や
認
識
は
外
界
を
忠
実
に
反
映

・
模
写
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
模
写
説
は
、
外
界
の
物

(客

観
)
と
自
己

(主
観
)
と
を
別
の
も
の
と
し
て
立
て
、
認
識
は
こ
の
両
者
間
に
成
り
立

つ
と

い
う
、

い
か
に
も
認
識
を
受
動
的
な
も
の
と
し
て

解
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
外
か
ら
物
の
色
や
形
が
視
覚
を
通
し
て
入
り
込
み
、
そ
の
視
覚
像
が
脳
内
に
成
立
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

　

　

　

そ

れ
に
対
し
て
西
田
の
い
う
認
識
は
け

っ
し
て
受
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
物
を
知
る
と
は

「自
己
と
物
と
が

一
致
す
る
こ
と
」、
あ
る
い
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は

「
自

己

が

物

と

な

る

こ
と

」

だ

と

い
う

の

で
あ

る
。

そ

こ

で

は
、

自

己

は

受

動

的

な

も

の
で

は

な

く
、

む

し

ろ
能

動

的

な

も

の
と

し

て

あ

る
。

自

己

は

統

一
力

で
あ
り

、

統

一
さ

れ

る

も

の
は
自

然

で
あ

り

物

で
あ

る

。

こ

の
自

己

(精
神
)
と

物

(自
然
)

と

い
う

両

者

は

別

の
も

の
で

な
く

、

(
2
)

統

一
さ
れ
た

一
つ
の
全
体
で
あ
る
。

西

田
は

「知
が
深
ま
る
」
と

い
う
こ
と
を
、
「
主
観
的
自
己
を
没
し
客
観
的
に
な
る
」
こ
と
だ
と

い
う
。
主
観
の
客
観
化
に
認
識
の
深
化
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
偉
大
な
人
物
と
は
こ
う
し
た
立
場
に
立

っ
た
人
物
で
あ
る
と
し
、
た
と
え
ば

「釈
迦
、
基
督
が
千
歳
の
後
に
も
万

よ

人
を
動
か
す
力
を
有
す
る
の
は
、
実
に
彼
ら
の
精
神
が
能
く
客
観
的
で
あ

っ
た
故
で
あ
る
。
我
な
き
者
即
ち
自
己
を
滅

せ
る
者
は
も

っ
と
も
偉

大
な
る
者
で
あ
る
」
(
=

七
頁
)
と
い
う
。
こ
の

「自
己
を
滅
せ
る
者
」
と
は
、
こ
の
言
葉
だ
け
を
見
る
と
自
己
を
喪

失
し
た
者
、
あ
る
い
は

欲
望
を
否
定
し
た
者
と
い
う
意
味
に
と

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
主
観
の
枠
を
破
っ
て
自
己
を
全
体

へ
と
高
め
た
人

(
3
)

を

さ
す

の

で
あ

る
。

「大
な
る
深
き
精
神
は
宇
宙
に
合
し
た
る
宇
宙
の
活
動
そ
の
も

の
で
あ
る
。

で
あ
る
、
活
動
す
ま
い
と
思
う
て
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
(
二

八
頁
)

そ
れ
で
か
く

の
如
き
精
神
に
は
自
ら
外
界
の
活
動
を
伴
う

の

「宇
宙
の
活
動
」
と

い
う
と
な
に
か
膨
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
動
き
を
考
え
て
し
ま
う
が
、
む
し
ろ
深
い
真
理
を
述
べ
た
も
の
と
解
し
た
方
が
よ

い
と
思
う
。
深

い
真
理
と

一
致
し
て
い
る
精
神
は
、
宇
宙
と
活
動
を

一
つ
に
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
活
動
を
し
な
い
と

決
め
て
も
そ
れ
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
宮
沢
賢
治
の

「農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

い

お
お

「
…
…
わ
れ
ら
に
要
る
も
の
は
銀
河
を
包
む
透
明
な
意
志

巨
き
な
力
と
熱
で
あ
る
…
…
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し
ゅ
ん
け
ん

わ
れ
ら
の
前
途
は
輝
き
な
が
ら
瞼
峻
で
あ
る

た
び

瞼
峻

の
そ
の
度
ご
と
に
四
次
芸
術
は
巨
大
と
深
さ
と
を
加

へ
る

詩
人
は
苦
痛
を
も
享
楽
す
る

(
4
)

永
久

の
未
完
成
こ
れ
完
成
で
あ
る
」

農

民
の
芸
術
こ
そ
、
宇
宙
大
の
広
さ
と
深
さ
を
も

っ
た
も
の
と
し
て
築
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
苦
痛
を
も
そ

こ
へ
と
至
る
過
程
と
し
て

受
け
入
れ
つ
つ
ど
こ
ま
で
も
進
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
真
の
幸
福
を
築
く
宇
宙
的
な
偉
大
な
芸
術
が
あ
る
と
賢
治
は
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。
西
田
も
こ
の
第
九
章
を
次
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

「我
々
は
小
な
る
自
己
を
以
て
自
己
と
な
す
時
に
は
苦
痛
多
く
、
自
己
が
大
き
く
な
り
客
観
的
自
然
と

一
致
す
る
に
従

っ
て
幸
福
と
な
る

の
で
あ
る
」
(
=

九
頁
)

さ
き
に
、
理
想
と
現
実
と
の
矛
盾
衝
突
に
つ
い
て
述
べ
た
西
田
の
文
に
は
彼

の
個
人
的
な
体
験
も
反
映
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
の

文
に
も
そ
う
し
た
こ
と
が
い
え
る
。
小
な
る
我
ゆ
え

の
苦
痛
を
脱
し
、
大
な
る
我

へ
向
か

っ
て
い
く
な
か
に
幸
福
を
見
出
そ
う
と
す
る
点
で
、

賢
治
と
西
田
に
は
共
通
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注(1
)
平
家
打
倒

の
密
謀
を
め
ぐ
ら
し
た
首
謀
者
で
あ
る
後
白
河
法
皇

(主
君
)
を
捕
縛

し
よ
う
と

し
た
平
清
盛
を
、
長
男

の
重
盛

が

い
さ
め
た
と

い
わ
れ

る
言
葉
。
頼
山
陽

の

『日
本
外
史
』

に
あ

る
。

(2
)
後
期

の
西
田

の
立
場
を
示
す
表
現
と
し

て

「
物
来
り

て
我
を
照
ら
す
」
と

い
う
表

現
が
あ

る
。

こ
の
表
現

は
た
ん
な
る
模

写
説
を

い
う

も

の
で
な

い
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こ
と
は
む
ろ
ん

の
こ
と

で
あ

る
が
、
深
く
洞
察
し
た
と
き
に
、
模
写
説

に
も

一
定

の
意
義
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
…
…
我
と
は
無

の
場

所

で
あ
り
、

一
切

の
も

の
が
於

い
て
あ
る
場
所

で
あ

る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
に
外

界
の

一
切
が
写
し
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、

い
い
か
え
れ
ば
物
が
我
を

照
ら
し
出
す

の
で
あ
る
。
行
為
的
直
観
と
は
そ
う

し
た
内
容
を
も

っ
て

い
る
。

(3
)

こ
れ
は
、
自
己
中
心
的
な
小
我
を
脱
し
、
大
我
に
い
た

る
と

い
う
大
乗

仏
教
的
な
精
神
だ
と

い
う

こ
と

が
で
き
る
。

(
4
)
宮
澤
賢
治

「農

民
芸
術
概
論
綱
要
」
(
『宮
沢
賢
治
全
集
㈹
』
ち
く
ま
文
庫
、

一
九
九
五
)

第
十
章

実
在
と
し
て
の
神

最
終
章
で
あ
る
こ
の
章
は
、
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

『善
の
研
究
』
全
体
と
し
て
は
、
「第
四
編

宗
教
」

あ
る
が
、
第
二
編
の
本
章
は
第
二
編
全
体
の
結
語
と
し
て
の
位
置
に
あ
り
、
そ
の
重
要
性
を
失
う
こ
と
は
な
い
。

自

然

と

精

神

と

の
合

一
に
神

が

あ

る

は

じ

め

に
、

西

田
は

八
、
九
章

の
内

容

を

要

約

し

て
、

よ
・つ
。

が
宗
教
論
と
し
て
重
要
で

そ
の
内
容
と
本
章
の
要
点
と
の
関
連
を
述
べ
て
い
る
の
で
、

こ
の
部
分
を
ま
ず
あ
げ

「
こ
れ
ま
で
論
じ
た
所
に
よ
っ
て
見
る
と
、
我
々
が
自
然
と
名
付
け
て
い
る
所

の
も
の
も
、
精
神
と
い
っ
て
い
る
所

の
も
の
も
、
全
く
種

類
を
異
に
し
た
二
種
の
実
在
で
は
な
い
。

つ
ま
り
同

一
実
在
を
見
る
見
方

の
相
違
に
由

っ
て
起
る
区
別
で
あ
る
。
自
然
を
深
く
理
解
せ
ば
、

そ
の
根
底
に
お
い
て
精
神
的
統

一
を
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
完
全
な
る
真

の
精
神
と
は
自
然
と
合

一
し
た
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

即
ち
宇
宙
に
は
た
だ

一
つ
の
実
在

の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
唯

一
実
在
は
か

つ
て
い
っ
た
よ
う
に
、

一
方
に
お
い
て
は
無
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限
の
対
立
衝
突
で
あ
る
と
共
に
、

一
方
に
お

い
て
は
無
限
の
統

一
で
あ
る
、

一
言
に
し
て
い
え
ば
独
立
自
全
な

る
無
限
の
活
動
で
あ
る
。

こ
の
無
限
な
る
活
動
の
根
本
を
ば
我
々
は
こ
れ
を
神
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
。
神
と
は
け
っ
し
て
こ
の
実
在
の
外
に
超
越
せ
る
者
で
は
な

い
、
実
在
の
根
底
が
直
ち
に
神
で
あ
る
、
主
観
客
観
の
区
別
を
没
し
、
精
神
と
自
然
と
を
合

一
し
た
も
の
が
神
で
あ
る
」
(
一
二
〇
頁
)

こ
こ
に
い
う
よ
う
に
、
本
章
で
の
宗
教
論
は
い
わ
ゆ
る

「神
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
中
心
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
論
じ
る
の
は
い
わ
ば
宗
教

の
対
象
的
側
面
で
あ
り
、
そ
の
半
面
で
あ
る
主
観
的
側
面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
本
書
の

「第
四
編
宗
教
」
で
は
、

宗
教

の
主
観
的
側
面
で
あ
る
宗
教
的
要
求
に
つ
い
て
説
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
さ
え
あ
る
。

西
田
哲
学
は
宗
教
哲
学
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼

の
生
涯

の
著
作
全
編
に
わ
た

っ
て
満
ち
て
い
る
根
本
的
な
も
の
へ
の
希

求
、

い
い
か
え
れ
ば
宗
教
的
要
求

(宗
教
心
)
が
彼
の
哲
学
の
核
と
な

っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
三
十
四
歳
の
こ
ろ
書
い
た

い

ず

こ

「
人
心
の
疑
惑
」
(雑
誌
に
投
稿
)
に
は
、
「生
は
何
処
よ
り
来
た
り
死
は
何
処
へ
去
る
の
で
あ
る
か
、
人
は
何
の
た
め
に
生
き
何
の
た
め
に
死
す

じ
ん
し
ん

(
1

)

る

の
で
あ
る
か
、
こ
れ
が
最
大
最
深
な
る
人
心
の
疑
惑
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
も
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
物

を
考
え
始
め
た
当
初
か

ら
宗
教
に
つ
い
て
肯
定
的
な
立
場
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
高
等
学
校
時
代
に
は
、
宗
教
心
は
妄
念
で
あ
り
、
宗
教
は
妄
想
に
す
ぎ
な

い

(
2
)

と
も
断
言
し
て
い
た
の
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
彼
自
身
宗
教
の
本
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
、
宗
教
心
の
大
切

さ
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
宗
教
心
は
い
わ
ば
宗
教
の
主
観
的
な
側
面
と

い
え
る
。
西
田
が
神
と

い
う
宗
教
の
客
観
的

(対
象
的
)
側
面
を
論
じ
る
と
き
も
、

主
観
的
側
面
を
軽
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
け

っ
し
て
言
え
な
い
。
む
し
ろ
宗
教
心
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
宗
教
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
西
田

の
立
場
で
あ
る
。
本
章
は
神
と
い
う
対
象
的
側
面
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の

一
つ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
第
二
編
が

「実
在
」
を
扱
う

も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
最
終
章
と
し
て
対
象
的
側
面
か
ら
の
叙
述
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

　

　

　

　

　

西
田
は
神
の
存
在
証
明
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
こ
で
西
田
は
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
①
存
在
す
る
世
界
を
創

っ
た
者
と
し
て
の
神
。
現
存
す
る
世
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界
を
結
果
と
し
て
見
た
時
、
そ
の
原
因
で
あ
る
世
界
創
造
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
こ
に
創
造
者
と
し
て
の
神
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い

う
論

(宇
宙
論
的
証
明
)
で
あ
る
。
②
世
界
に
目
的
を
注
入
し
た
者
と
し
て
の
神
。
世
界
が
秩
序
を
も

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
秩
序
、

目
的
を
与
え
た
者
と
し
て
の
神
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
論

(目
的
論
的
証
明
)。
③
道
徳
的
証
明
に
よ
る
神
。
人
問
に
は
善
悪
に
つ
い
て
勧
善
懲

悪
の
道
徳
的
要
求
が
あ
る
が
、
こ
の
宇
宙
に
そ
う
し
た
道
徳
的
な
主
宰
者
と
し
て
の
神
が
存
在
す
る
べ
き
だ
と
す
る
論

(道
徳
論
的
証
明
)。
西

田
は

カ
ン
ト
の
論
は
こ
こ
に
入
る
と
し
て
い
る
。

西

田
は
こ
れ
ら
の
論
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
批
判
を
加
え
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
。
結
果
が
あ
れ
ば
原
因
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
神
を

結
果
と
し
て
そ
の
原
因
を
尋
ね
な
い
の
か
。
も
し
神
は
原
因
な
く
し
て
存
在
す
る
と
い
う

の
な
ら
、
こ
の
世
界
も
原
因
な
く
し
て
存
在
す
る
と

い
っ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
②
に
つ
い
て
。
は
た
し
て
宇
宙

の
万
物
が
す
べ
て
合
目
的
な
も
の
で
あ
る
と
証
明
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
で
き
な
い
。
も
し
で
き
な
け
れ
ば
、
神
の
存
在
も
証
明
で
き
な
い
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
う
。
③
我
々
の
道
徳
に
と

っ
て
、
神
が
い
る
と
し
た

方
が
利
益
を
も
た
ら
す
と

い
う
考
え
は
、
い
わ
ば
方
便
と
し
て
神
の
存
在
を
論
じ
た
ま
で
で
あ

っ
て
、
神
の
存
在
証
明
で
は
な
い
。

こ
の
西
田
の
三
つ
の
神
の
存
在
証
明
に
対
す
る
批
判
は
簡
潔
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
明
に
対
す
る
難
点
を
鋭
く

つ
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
は
す
べ
て

「神
を
間
接
に
外
よ
り
証
明
せ
ん
と
す
る
の
で
、
神
そ
の
者
を
自
己
の
直
接
経
験
に
お
い
て
直

ち
に
こ
れ
を
証
明
し
た
の
で
は
な

い
」
(
一
二
一二
頁
)
と
総
括
し
て
い
る
。

神
秘
主
義
的
表
現
を
も

っ
て
示
す

そ
れ
で
は
、
西
田
が
主
張
す
る
直
接
経
験
に
お
け
る
神
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

「鴛
ら
ば
我
々
の
直
接
経
験
の
事
実
上
に
お
い
て
姫
仲
に
神

の
存
在
を
求
む
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
時
間
空
間
の
間
に
束
縛
せ
ら
れ
た
る

ひ
そ

小
さ
き
我
々
の
胸
の
中
に
も
無
限
の
力
が
潜
ん
で
い
る
。
即
ち
無
限
な
る
実
在
の
統

一
力
が
潜
ん
で
い
る
、
我
々
は
こ
の
力
を
有
す
る
が
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し
ん
て
い

故
に
学
問
に
お
い
て
宇
宙
の
真
理
を
探
る
こ
と
が
で
き
、
芸
術
に
お
い
て
実
在
の
真
意
を
現
わ
す
こ
と
が
で
き

る
、
我
々
は
自
己
の
心
底

め
ん
ぼ
く

に
お
い
て
宇
宙
を
構
成
す
る
実
在
の
根
本
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
即
ち
神
の
面
目
を
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
人
心
の
無
限
に
自
在

ひ
る
が
え

め

な

る

活
動

は
直

ち

に
神

そ

の
も

の
を
証

明

す

る

の

で
あ

る
。

ヤ

コ
ブ

・
べ
ー

メ

の

い

っ
た

よ
う

に
翻

さ

れ
た

る
眼

匡
日

σq
Φ
≦
き

象
Φ
ω
ぎ

ひq
Φ

も
つ

を
以
て
神
を
見
る
の
で
あ
る
」
(
=
ゴ
ニ
頁
)

人
間
に
は

「無
限
な
る
実
在
の
統

一
力
が
潜
ん
で
い
る
」
が
ゆ
え
に
、
「心
底
に
宇
宙
を
構
成
す
る
根
本
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の

「心
底
に
宇
宙
を
構
成
す
る
根
本
」
こ
そ
西
田
の
い
う
神
で
あ
る
。

こ
こ
に
表
明
さ
れ
た
西
田
の
神
概
念
、
あ
る
い
は
宗
教
的
立
場
と
は
、
い
わ
ゆ
る
神
秘
主
義
的
な
立
場
の
そ
れ
だ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

ヤ

コ
ブ

・
べ
ー
メ

O
爵
。げ
bd
爵
ヨ
ρ
一昭
組
8
膳)
は
民
間
出
身
の
ル
タ
ー
派
神
秘
学
者
で
あ
り
、
そ
の
著
作
は
難
解
を
も

っ
て
知
ら
れ
る
が
、
ド

け
い
け
ん

(
3
)

ひ
る
が
え

め

イ

ツ

の
敬

慶

主
義

の
底

流
と

な

っ
た

人

物

で
あ

る

。

西

田

が

あ
げ

て

い
る

「
翻

さ

れ

た

る

眼

」

と

は

、
外

の
世

界

で
な

く

、

内

な

る

神

秘

を

見

る
と

こ

ろ

の
眼

で
あ

り

、

そ

こ

に
神

を
見

る

の

で
あ

る

。

ド

イ

ツ
神

秘

主

義

は

宗

教

改

革

以

前

か

ら

ド

イ

ツ
精

神

の
底

流

に

あ

る
と

い
わ

れ

る
。

ド

ミ

ニ

コ
会

の

マ
イ

ス

タ

ー

・
エ

ッ
ク

ハ
ル

ト

(竃
Φ
算

興

国
o
臣

霞
二

b。
①
£

。。b。刈
＼
b。。。
)、

そ

の

弟

子

ヨ

ハ
ネ

ス

・
タ

ウ

ラ

ー

O
。
冨
目

①
ω
↓
卑三
Φ
こ

。。8

年

頃

お

9

や

ハ
イ

ン

リ

ヒ

・
ゾ

イ

ゼ

臼
9
巳

窪

ω
窪

ωρ
巳
㊤
α
＼
一。。O
宮

ω
①
①
)
な

ど

が
有

名

で
あ

る
が

、
宗

教
改

革

以

後

も

決

し

て

な
く

な

る

こ
と

は

な

く

、

カ

ン
ト
な

ど

も

属

す

る

と

こ

ろ

の
敬

慶
派

主

義

信

仰

の
基

礎

と

な

っ
た
と

い
え

る
。

西

田

は
、

神

の
存

在

の
形

を

論

じ

る
個

所

で
、

中

世
末

期

の
著

名

な

神

学

者

ニ
コ

ラ

ウ

ス

・
ク
ザ

ー

ヌ

ス

(ヨ
8
冨
ロ
ω
9

紹
謹

ω
矯竃
O
一-一ま
艀
)

を

あ

げ

る
。

ク
ザ

ー

ヌ

ス

は

「
知

あ

る
無

知

」
「
反

対

の

一
致

」
「
隠

れ

た

る

神

」

な

ど

の
表

現

で
知

ら

れ

て

い
る

が
、

西

田

は

ク
ザ

ー

ヌ

ス

の

著

作

を

読

み
、

そ

こ

に
あ

る

否

定

神

学

的

な

表

現

に
、

西

田

の

い
わ

ん

と

す

る

神

の
表

現

の

仕

方

を

見

出

し

た

の

で
あ

る

と

い

っ

て
よ

い
。

…

・.・神

を

肯
定

的

に
語

る
時

は
ど

う

し

て
も

実

体

化

と

い
う

こ

と

が
起

こ

る
。

し

か

し

真

の
神

は
実

体

的

な
も

の

で

は
な

い
か

ら

、

結

局

の
と
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こ
ろ
神
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
し
か
語
り
え
な
い
と
い
う
の
が
否
定
神
学
の
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
す
る
と

「神
は
全
く
の
無
」
で
し
か
な

い
。

し
か
し
、
た
ん
に
無
か
と

い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
「厳
然
と
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
理
が
存
在
す
る
」
(
一
二
四
頁
)。
こ
こ
に
も
超
越

的
、
実
体
的
な
神
の
形
を
否
定
し
つ
つ
も
、
実
在
の
内
な
る
統

一
力
を
示
さ
ん
と
す
る
西
田
が

い
る
。

け
ん
し
ん

ま
た
、
直
接
経
験
の
事
実
を
感
じ
る
こ
と
を

「見
神
の
事
実
」
(
一
二
五
頁
)
と

い
う
よ
う
な
表
現
に
置
き
換
え
て
い
る
の
を
見
る
と
、
当
時

つ
な
し
ま
り
ょ
う
せ
ん

の
日
本
で
も

一
種
の
注
目
が
集
ま

っ
て
い
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
綱
島

梁

川

(
一
八
七
三
ー

一
九
〇
七
)
の

「
予
が
見
神
の
実
験
」
(
一
九
〇
五
)

と
い
う
よ
う
な
論
考
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
西
田
が
こ
う
し
た
文
章
表
現
上
の
問
題
に
留
ま

っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
も
は
や
こ
れ
以
上
に
進
み
え
な
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の

第
二
編
実
在
を
含
ん
だ

『善

の
研
究
』
は
全
般
的
に
い
っ
て
、
「神
」
と

い
う
観
念
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
来
の
西
田
の

こ
う
で
い

立
場

は
む
し
ろ
宗
教
の
主
観
的
側
面
を
重
視
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
う
し
た
神
観
念

へ
の
拘
泥
は
、
あ
る
種
の
言
語
表
現
の

問
題

へ
と
論
点
を
移
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
神
秘
主
義
的
な
表
現

へ
と
逃
げ
込
む
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。

宗
教
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
客
観
的
側
面
で
あ
る
宗
教
対
象
、
あ
る
い
は
本
尊
と

い
っ
た
も
の
に

つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
単
独
で
と

い
う
よ
り
、
主
観
的
側
面
で
あ
る
信
仰
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

『善
の

研
究
』

の
宗
教
論
が
宗
教
の
主
観
的
側
面
を
含
み
つ
つ
も
、
客
観
的
側
面
が
強
く
出
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、

一
つ
の
壁
に
突
き
当
た

っ
て
い

る
西
田
自
身
の
思
索
と

い
う
も
の
を
思
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

未
知
の
海
原

へ
の
出
帆

西

田
の
独
自
の
論
理
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
の
思
索
は
そ
れ
を
求
め
て
い
る
。
新
し

い
酒
は
新
し
い
革
袋

へ

と
注
ぎ
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
純
粋
経
験
の
立
場
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
水
平
線
上
に
彼

の
新
し
い
論
理
と
し
て
の

「場
の
論
理
」
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
、
障
害
が
あ
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る
こ
と
も
予
想
さ
れ
、
あ
る
い
は
激
浪
の
中
で
難
破
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

の
世
界

へ
の
冒
険
的
な
船
出
の
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(了
)

そ
の
意
味
に
お
い
て

『善
の
研
究
』
は
、
未
知

注(1
)
全
集
第
十
三
巻
八
六
頁

(2
)
西
田

一
九
歳

の
と
き
に
親
友
山
本
良
吉

に
あ

て
た
手
紙

で
は

「実

二
宗
教
心

ハ
己
ノ
知
力
及

ハ
サ

ル
所
、
何
ト
ナ
ク
恐
怖

ヲ
生

シ
遂

二

一
個

ノ
妄
念

ヲ
発

ス
ル
者

タ
ル

ニ
相
違

ナ
シ
。
…
…
宗
教

ハ
妄
想

ニ
シ
テ
信

ス

ヘ
キ

ニ
ア
ラ

ス
ト
信

ス
」
(全
集
十
八
巻
七
頁

)
と

い
う

よ
う
な
こ
と
を
書

い
て

い
た
。

西
田

の
初
期

の
宗

教
論

に

つ
い
て
、
石
神
豊

『西

田
幾
多
郎
ー
自

覚

の
哲
学
』

の
第

三
章

「
宗
教
論
」
を
参
照
。

(3
)

べ
ー
メ

の
思
想

は
、

ロ
マ
ン
主
義
、
ド
イ

ツ
観
念
論

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

べ
ー
メ
を
高
く
評
価
し
て

い
る
哲
学
者
と
し
て
、

へ
ー
ゲ

ル
、
シ

ェ

リ

ン
グ
、
シ

ョ
ー
ペ
ン

ハ
ゥ
ア
ー
、

マ
ル
ク

ス
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
い
し
が
み

ゆ
た
か
)


