
柄
谷
行
人
と
西
田
幾
多
郎
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。お
よ
そ
詩
学
(
詩
論
)
や
美
学
と
名
の
つ
く
も
の
は
経
験
の
研
究
で

あ
る
。
経
験
の
外
に
、
詩
学
の
真
実
は
な
い
。
し
か
し
、
経
験
す
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
認
識
に
対
し
て
、
行
為
に
対
し
て
、
経
験
と
は

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
審
美
判
断
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
審
美
性
と
詩
学
に
つ
い
て
の
知
識
の
多
く
は
、
独
我
論
に
つ
い

て
深
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
審
美

判
断
は
本
質
的
に
独
我
論
的
で
あ
り
、
経
験
的
認
識
論
的
判
断
の
範
臨
時

の
中
で
は
考
え
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
験
に
関
す
る
研

究
は
、
内
省
に
対
す
る
我
々
の
思
考
態
度
を
考
え
る
一
つ
の
モ
デ
ル
と

な
る
。西

国
幾
多
郎
と
柄
谷
行
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
で
、
独
我
論
の

探
究
者
で
あ
っ
た
。
両
者
は
、
内
省
と
い
う
方
法
を
め
ぐ
っ
て
鋭
く
対

立
す
る
が
、
そ
の
対
立
は
、
独
我
論
に
つ
い
て
審
美
性
に
つ
い
て
深
く

田

桐

拓

志

知
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。* 

* 

* 

I 

他
者
性
に
つ
い
て
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《
他
者
》
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
理
性
の
本
性
に
還
る
と

い
う
こ
と
(
本
来
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
と
い

う
、
理
性
の
本
性
に
還
る
と
い
う
こ
と
)
で
あ
る
。
一
つ
の
不
可
解
な

可
能
性
が
す
で
に
可
能
性
と
し
て
確
立
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
す

で
に
《
他
者
》
で
は
な
く
、
言
語
ゲ
l
ム
を
共
有
す
る
《
わ
れ
わ
れ
》
の

中
に
取
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
独
我
論
か
ら
は
じ
ま
る
独
我
論
が
意
味

を
な
さ
な
い
よ
う
に
、
《
他
者
》
を
め
ざ
し
て
書
か
れ
た
他
者
論
も
ま
た

自
己
矛
盾
の
上
に
成
立
す
る
徒
労
に
す
ぎ
な
い
。
《
他
者
》
に
つ
い
て
の

考
察
は
、
常
に
仮
説
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
独
我
論
か
他
者
性
か
と
い
う
二
者
択
一
の
論
理
は
、
他
者
に
つ
い

-
/
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て
考
え
る
上
で
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。
他
者
性
と
い
う
と
き
、
他

者
の
存
在
そ
の
も
の
を
も
疑
う
と
い
う
懐
疑
主
義
も
ま
た
、
他
者
性
の

中
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
独
我
論
を
批
判
す
る
と
き

重
要
な
の
は
、
独
我
論
に
つ
い
て
深
く
知
り
、
か
つ
他
者
性
の
幻
影
へ

と
絶
え
ず
意
識
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
《
他
者
》
な
い
し
外
部
性
の
問

題
は
、
独
我
論
の
思
考
と
決
し
て
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

-
/
2

他
者
と
対
話
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
柄
谷
行
人
は
、

(
1
)
 

『
探
究
I
』
の
中
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

私
が
対
関
係
と
よ
ぶ
の
は
、
共
同
的
な
一
般
的
な
規
則
が
た
ん
に

P

事
後
的
u

に
し
か
成
立
し
え
な
い
よ
う
な
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。

私
が
「
売
る
立
場
」
や
「
教
え
る
立
場
」
と
い
う
か
た
ち
で
い
っ

て
き
た
の
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
対
関
係
を
さ
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
同
一
の
言
語
、
ゲ
l
ム
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
命
が
け
の

飛
躍
」
を
は
ら
ん
で
い
る
。

「
同
一
の
言
語
ゲ
l
ム
を
も
た
な
い
」
他
者
と
の
対
話
と
い
う
場
合
、

柄
谷
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
柄
谷
が

し
ば
し
ば
引
用
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
『
哲
学
探
究
』
の
中

で
「
規
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い

ヲ
令
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ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
事
態
が
(
何
ら
か
の
)
規
則
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
を
次
の
よ
う
に
し
り
ぞ
け
る
。
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
(
有
限
個
の
)
規
則
(
命
令
、

命
題
)
が
、
あ
る
行
為
を
必
然
的
に
構
成
す
る

(
n
g
E
Eと
と
考
え
て

は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
「
右
へ
ま
が
れ
」
と
い
う
命
令
(
規
則
)
に
対

し
て
私
が
実
際
に
右
に
ま
が
る
(
私
が
こ
の
命
令
に
従
う
)
と
い
う
事

実
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
の
命
令
が
、
私
の
(
あ
る

特
定
の
)
行
為
を
決
定
し
て
い
る
」
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
は

そ
の
逆
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
私
が
こ
の
命
令
に
従
っ
た
と
い

う
事
実
が
、
こ
の
命
令
(
の
意
味
)
を
結
果
的
に
決
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
命
令
と
行
為
と
の
関
係
を
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。

規
則
と
行
動
と
の
関
係
を
一
見
不
可
解
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が

常
に
特
定
の
状
況
に
依
存
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
規
則
に
従
う
と
い
う

表
現
が
含
意
す
る
の
は
、
規
則
が
(
状
況
と
は
独
立
に
)
行
動
に
対
し

。。



て
も
つ
強
制
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
規
則
は
強
制
的
で
あ
り

え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
き
、
た
だ
「
規
則
に
従

う
」
と
い
う
事
態
事
実
の
み
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
規
則
を

実
体
視
す
る
必
然
性
は
生
じ
え
な
い
。

柄
谷
は
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
懐
疑
論
を
、
自
分
自
身
に

と
っ
て
の
別
種
の
懐
疑
と
し
て
解
釈
し
な
お
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
そ

れ
は
認
識
論
的
な
《
他
者
》
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以

下
『
探
究
I
』
に
よ
る
。

た
と
え
ば
、

2
+
2
H
4
・
:
①

と
い
う
計
算
は
、
だ
れ
で
も
承
認
す
る
だ
ろ
う
。
次
に
、

2
+
3
H
6
・
:
②

を
並
べ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
は
な
い
。
「
+
」
と
い
う

記
号
を
「
か
け
る
」
と
い
う
意
味
(
規
則
)
と
し
て
理
解
す
れ
ば
。

こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
①
と
②
を
み
た
す
よ
う
な
規
則
を
あ
と

か
ら
見
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
、

2
+
4
H
6
・
:
③

と
い
う
式
を
並
べ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
か
。
こ
の
場
合
で
も
、
た

と
え
ば
、
「
+
」
に
よ
る
計
算
の
結
果
が

6
以
上
で
あ
れ
ば

6
と
す

る
と
い
う
規
則
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
(
五
三
頁
)

こ
の
例
を
み
る
と
、
柄
谷
が
え
他
者
》
と
の
)
《
対
話
》
と
い
う
語
で

な
に
を
指
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
実
際
に
私
が
こ
の
(
仮
定

的
な
)
他
者
と
の
対
話
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
と

き
対
話
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
私
は
、
自
分
に
と
っ
て
自
明
と
思
わ

れ
る
諸
前
提
(
「
+
は
和
算
を
意
味
す
る
」
「
(
演
算
の
)
規
則
に
は
条
件

わ
け
が
な
い
」
あ
る
い
は
「
私
は
対
話
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
前
提

ま
で
含
め
て
)
を
絶
え
ず
疑
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
「
内
省
」
は

こ
こ
で
は
外
交
の
過
程
で
そ
の
都
度
事
後
的
に
構
成
さ
れ
な
お
さ
れ
る
。

私
が
よ
っ
て
た
つ
根
拠
は
、
「
私
は
対
話
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
過
程

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
す
ら
も
自
明
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

- 19ー

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
《
対
話
》
が
方
法
論
的
懐

疑
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
法
を
構
成
す
る
の
は
だ
れ
か
。
規
則
が
ど
の
よ

う
に
解
釈
し
な
お
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
理
解
す
る
私
の
意
識
は
「
事
後

的
に
」
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
上
述
の
①
l
③
の
演
算

式
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
事
後
的

な
」
規
則
を
予
め
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
次
々
と
解
釈

を
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
私
と
対
話
者
と

は
、
す
で
に
同
じ
言
語
ゲ

l
ム
の
中
に
事
前
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
柄
谷
の
議
論
は
、
砂
上
の
楼
閣
に
す
ぎ
な
い
。



こ
れ
に
対
し
て
、
対
話
論
の
立
場
か
ら
の
反
論
は
こ
う
で
あ
ろ
う
。
対

話
に
お
い
て
、
ま
ず
意
識
が
あ
っ
て
し
か
る
後
そ
こ
に
対
話
が
は
じ
ま

る
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
。
事
態
は
ま
さ
に
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
対

話
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
相
互
の
意
識
的
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

「
予
め
知
ら
れ
て
い
る
」
規
則
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
、
い
つ
で
も
規
則
の
成
立
の
叫
叫
削
叫
叫
、
こ
の
よ
う

な
他
者
同
士
の
対
話
が
あ
る
(
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
支
え
る
諸
条
件
諸
規
則
は
、
制
州
制
判
別
制

に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は
、

種
々
の
方
法
論
的
困
難
を
も
た
ら
す
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常

常
識
か
ら
考
え
て
あ
ま
り
実
用
的
と
は
い
え
な
い
。
認
識
意
識
を
め
ぐ

る
諸
問
題
を
、
独
我
論
的
に
で
は
な
く
、
対
話
的
に
構
成
し
て
み
よ
う

(
話
す
と
い
う
こ
と
(
対
話
)
が
先
に
あ
っ
て
、
し
か
る
後
考
え
る
と
い

う
こ
と
(
意
識
)
が
成
立
す
る
)
と
い
う
の
が
、
柄
谷
の
認
識
論
的
転

倒
の
要
点
で
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
動
物
は
考
え
な
い
か
ら
、
話
さ
な

い
の
で
は
な
い
、
た
ん
に
話
さ
な
い
の
だ
」
と
い
っ
た
。
逆
に
い

え
ば
、
人
聞
は
考
え
が
あ
る
か
ら
話
す
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
話

す
の
で
あ
る
。
(
三
三
頁
)

E 

柄
谷
行
人
の
西
国
批
判

『
探
究
I
』
に
お
い
て
、
柄
谷
は
仏
教
哲
学
の
代
表
(
の
一
つ
)
と

し
て
西
国
幾
多
郎
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
哲
学
の
な
か
に
あ
る
種
の
独
我

論
(
彼
の
批
判
す
る
独
我
論
)
を
認
め
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
実

の
と
こ
ろ
、
柄
谷
の
西
国
批
判
は
い
ま
一
つ
論
点
が
は
っ
き
り
し
な
い

き
ら
い
が
あ
る
(
前
後
の
文
脈
に
つ
い
て
は
、
『
探
究
I
』
二
四
七
l

二

四
九
頁
参
照
〉
。

し
か
し
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
私
と
汝
」
の
関
係
は
、
い

わ
ば
「
神
(
一
般
者
)
と
私
」
と
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
「
汝
」
は

い
さ
さ
か
も
グ
他
者
性
a

を
も
た
な
い
。
だ
か
ら
、
西
田
は
、
自

己
を
逆
に
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
西
国
に
と
っ
て
、

d

一
般
者
u

(

神
)
と
は
哲
学
的

な
い
い
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
空
」
と
よ
ば
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
田
が
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
自

己
(
意
識
)
に
先
立
っ
て
、
自
己
差
異
化
|
|
西
国
の
言
葉
で
い

え
ば
、
自
己
が
自
己
を
写
像
す
る
ず
れ
ー
ー
が
在
る
と
い
う
い
い

方
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
私
は
こ
れ
が
独
我
論
を
出
た
な
ど
と
は
け
っ
し
て
思

わ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
独
我
論
(
独
我
論
を
出
ょ
う
と
す
る

独
我
論
)
の
一
つ
の
典
型
に
す
ぎ
な
い
。
(
『
探
究
I
』
二
四
八
|

二
四
九
頁
)
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こ
こ
で
柄
谷
が
問
題
と
し
て
い
る
事
の
一
つ
に
、
西
国
に
お
け
る
自
覚

の
概
念
が
あ
る
。
独
我
論
に
つ
い
て
の
議
論
は
し
ば
ら
く
置
く
と
し
て
、

自
覚
に
つ
い
て
あ
る
い
は
意
識
に
つ
い
て
の
両
者
の
見
解
を
比
較
し
て

み
よ
う
。
い
さ
さ
か
柄
谷
に
好
意
的
な
解
釈
を
す
れ
ば
(
そ
し
て
、
そ

う
し
た
観
点
に
立
つ
て
の
み
、
柄
谷
の
西
田
批
判
は
戦
略
的
批
判
の
範

曙
を
出
て
、
《
対
話
》
の
次
元
に
入
る
と
思
わ
れ
る
が
て
こ
こ
で
柄
谷

が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
西
国
に
お
け
る
自
己
な
い
し
自
覚
の
体
系

が
、
外
部
の
存
在
を
慌
定
し
な
い
自
己
言
及
的
構
造
を
と
ら
ざ
る
を
え

ず
、
そ
れ
故
あ
る
種
の
論
理
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
事
に
あ
る
。
こ

こ
で
自
己
言
及
性
と
い
う
の
は
、
あ
る
特
定
の
言
語
ゲ
l
ム
の
内
部
に

お
い
て
そ
の
言
語
ゲ
l
ム
自
体
に
つ
い
て
言
及
す
る
よ
う
な
場
合
を
い

う
。
た
と
え
ば
、
独
我
論
を
一
つ
の
言
語
ゲ
l
ム
と
し
て
み
れ
ば
、
そ

れ
は
次
の
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
う
る
。

「
私
の
意
識
の
み
が
唯
一
の
意
識
で
あ
る
(
多
数
の
意
識
の
中
で
、

私
の
意
識
の
み
が
唯
一
の
真
の
意
識
で
あ
る
と

こ
の
よ
う
に
独
我
論
が
言
う
と
き
(
そ
し
て
、
こ
の
命
題
は
た
し
か
に

〈
私
〉
に
と
っ
て
は
湖
叫
正
し
い
て
こ
こ
で
「
私
の
」
「
唯
一
の
」
と
い

う
言
葉
は
、
す
で
に
こ
の
言
明
の
中
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
失
っ
て
い

る
。
独
我
論
は
、
私
で
あ
る
こ
と
(
の
本
質
)
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
え
っ
て
私
自
身
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

独
我
論
に
お
い
て
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
の
は
、
独
我
論
を
宣
言
し

う
る
他
者
と
の
対
話
で
あ
る
。
私
(
の
意
識
)
は
、
他
の
意
識
と
の
対

話
に
お
い
て
は
じ
め
て
独
我
論
を
宣
言
し
う
る
。
独
我
論
か
ら
は
じ
ま

る
独
我
論
は
、
本
来
そ
の
意
味
を
な
さ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
問
わ
れ
る

(
3
)
 

こ
と
自
体
無
意
味
で
あ
る
。

独
我
論
の
難
点
は
、
そ
こ
に
対
関
係
に
お
け
る
他
者
が
い
な
い
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
を
、
一
般
者
と
し
て
の
他
者
と

の
み
関
係
づ
け
て
し
ま
う
。
独
我
論
が
批
判
さ
る
べ
き
な
の
は
、
そ

の
閉
鎖
性
(
牢
獄
の
イ
メ
ー
ジ
)
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が

「
私
」
を
「
一
般
者
」
に
関
係
づ
け
て
し
ま
う

M

開
か
れ
方
d

に
お

い
て
で
あ
る
。
(
『
探
究
I
』
二
九
六
頁
)
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こ
こ
で
ご
般
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
独
我
論
の
中
で
(
無

意
識
の
う
ち
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
)
多
数
の
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。

「
私
」
か
ら
多
数
の
意
識
へ
と
こ
の
命
題
が
関
か
れ
る
と
き
、
命
題
自
身

が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
柄
谷
は
、
こ
の
よ
う
に
内
省
か
ら
は
じ
ま
る

思
考
を
批
判
し
、
(
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
無
意
識
の
う
ち
に
前
提
と
さ
れ

て
い
る
)
他
者
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
外

側
へ
出
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



西
国
の
著
作
か
ら
も
二
、
三
引
用
し
よ
う
。

自
覚
に
於
て
は
、
自
己
が
自
己
の
作
用
を
対
象
と
し
て
、
之
を
反

省
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
直
に
自
己
発
展
の
作
用
で
あ
る
、
か
く
し

て
無
限
に
す
す
む
の
で
あ
る
。
反
省
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
覚
の
意

識
に
於
て
は
、
外
よ
り
加
へ
ら
れ
た
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
く
、
実

に
意
識
其
者
の
必
然
的
性
質
で
あ
る
の
で
あ
る
。
(
『
自
覚
に
於
け

(
4
)
 

る
直
観
と
反
省
』
全
集
第
二
巻
一
五
頁
)

「
自
己
が
自
己
の
作
用
を
対
象
と
し
て
、
之
を
反
省
す
る
」
と
は
、
柄
谷

の
言
葉
に
あ
る
「
自
己
差
異
化
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
正

確
に
は
、
柄
谷
が
西
国
の
表
現
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
、
「
空
」
と
言
い
換
え
、
さ
ら
に
「
一
般
者
」
へ
と
関
連
さ

せ
る
柄
谷
の
論
は
、
い
さ
さ
か
短
絡
的
に
す
ぎ
る
が
そ
れ
は
置
く
と
し

て
、
柄
谷
が
こ
れ
を
独
我
論
と
し
て
批
判
す
る
論
拠
は
、
第
二
文
に
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
反
省
と
い
う
の
は
、
外
よ
り
加
え
ら
れ
た
偶
然
の

出
来
事
で
は
な
く
、
意
識
そ
の
も
の
の
必
然
的
性
質
で
あ
る
」
と
す
る

と
、
自
覚
の
体
系
に
お
い
て
、
自
己
と
い
う
こ
と
が
自
己
自
身
の
内
部

に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

-
↓
(
わ
た
し
↓
(
わ
た
し
↓
(
わ
た
し
(
主
)
↓
物
(
客
)
)
)
)

そ
こ
に
継
時
的
発
展
を
み
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
表
面
的
な
論
理

形
式
を
み
る
限
り
で
は
、
西
国
の
い
う
自
覚
が
、
柄
谷
の
批
判
す
る
独

我
論
に
陥
る
危
険
性
は
否
定
で
き
な
い
。

自
覚
と
い
う
こ
と
は
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
物
が
概
念
的
に
限
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
表
現

的
自
己
に
よ
っ
て
自
己
が
自
己
を
語
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

行
為
的
自
己
が
無
に
し
て
自
己
自
身
を
見
る
時
、
見
ら
れ
る
も
の

は
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
と
な
り
、
自
己
自
身
を
語
る
も
の

と
な
る
、
即
ち
見
当
り
れ
た
自
己
の
意
義
を
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
(
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
全
集
第
六
巻
二
ハ
頁
)
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幾
っ
か
解
釈
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
「
表
現
的
自
己
」
と
は
、
引

用
文
中
の
前
後
の
文
脈
か
ら
、
自
己
と
事
物
と
の
関
係
に
お
け
る
事
物

の
側
(
あ
る
い
は
「
見
ら
れ
る
」
自
己
)
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

敢
え
て
、
主
客
の
別
を
設
け
れ
ば
客
の
側
で
あ
る
。
対
し
て
、
「
行
為
的

自
己
」
と
は
、
同
一
の
構
図
に
お
け
る
全
体
を
、
作
用
す
る
自
己
の
側

か
ら
捉
え
た
表
現
と
考
え
て
よ
い
。
従
っ
て
、
「
行
為
的
自
己
が
無
に
し

て
自
己
自
身
を
見
る
」
と
は
、
行
為
の
底
に
認
識
を
み
る
と
い
う
(
『
善

(
5
)
 

の
研
究
』
以
来
の
)
西
国
の
立
場
の
表
明
で
あ
ろ
う
。

自
覚
と
い
う
語
は
、
自
己
に
目
覚
め
る
と
書
く
。
あ
る
い
は
、
別
の
観



点
か
ら
、
自
己
を
直
覚
す
る
と
も
表
現
し
う
る
。
そ
こ
に
は
、
柄
谷
が

理
解
し
た
事
柄
以
上
の
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
自
覚
に
お
い
て
問
題
と
な
る
「
自
己
」
と
は
一
体
ど
の
よ

う
な
自
己
で
あ
る
か
(
あ
り
う
る
か
)
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。

「
自
己
に
目
覚
め
る
」
と
い
う
と
き
、
自
覚
以
前
の
自
己
に
目
覚
め
る
と

は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
無

に
し
て
」
自
己
自
身
を
見
る
(
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
)
と
言
わ
れ

る
と
き
、
こ
の
自
覚
の
体
系
が
自
己
言
及
的
な
構
造
を
と
っ
て
い
る
か

一
概
に
は
一
一
一
一
口
え
な
い
。

ど
う
か
は
、

こ
こ
で
の
私
の
主
な
論
点
は
、
柄
谷
の
西
国
批
判
の
論
拠
を
明
確
に
す

る
事
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
柄
谷
の
理
解
に
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う

に
要
約
し
て
お
宇
」
う
。

(
柄
谷
行
人
の
西
国
批
判
)

(
「
空
」
で
あ
れ
弁
証
法
で
あ
れ
関
係
性
で
あ
れ
)
い
つ
で
も
内
省
か

ら
出
発
す
る
思
想
は
独
我
論
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
に
は
対

話
に
お
け
る
他
者
が
な
い
。
「
純
粋
経
験
」
は
「
我
」
が
そ
の
ま
ま
他

者
を
含
め
て
一
般
者
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
装
置
で
し
か
な
く
、

そ
こ
に
は
言
語
ゲ
l
ム
を
共
有
し
な
い
他
者
と
の
交
通
の
可
能
性
は

E

、O

J
ム‘

'lu

E 

柄
谷
の
西
国
批
判
の
問
題
点

独
我
論
に
つ
い
て
、
西
田
は
、
『
善
の
研
究
』
初
版
の
序
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で

あ
る
、
個
人
的
区
別
よ
り
経
験
が
根
本
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
か

ら
[
余
は
]
独
我
論
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
[
た
]
(
『
善
の
研
究
』

序
、
第
二
篇
「
実
在
」
に
つ
い
て
述
べ
た
中
で
)

し
か
し
、
柄
谷
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
西
田
は
少
し
楽

観
的
す
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
の
中
で
言
わ
れ
た
「
経
験
」
を

新
し
く
大
き
な
意
味
で
の
「
自
己
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
(
事
実
、
西
国
も

後
年
同
様
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
る
)
、
こ
れ
は
や
は
り
形
を
か
え
た
独

我
論
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
柄
谷
に
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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し
か
し
、
問
題
は
独
我
論
を
出
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
大
事
な
こ

と
は
、
独
我
論
に
つ
い
て
深
く
知
る
こ
と
で
あ
る
。

20 

た
と
え
ば
、

命
題

「
意
識
が
意
識
に
つ
い
て
知
る
(
知
識
を
も
っ
、
疑
う
時
)
」
①



と
い
っ
た
と
き
、
こ
こ
で
主
語
と
な
っ
て
い
る
意
識
は
、
知
っ
て
い
る

と
い
う
事
実
に
お
い
て
、
目
的
語
と
し
て
の
意
識
か
ら
異
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
(
柄
谷
の
独
我
論
批
判
を
待
つ
ま
で
も
な
く
)
「
知
る
」
と
い

う
事
を
問
題
と
す
る
限
り
、
意
識
は
意
識
の
外
側
へ
と
出
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

も
う
一
度
、
こ
の
自
己
認
識
の
命
題
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
一
般
的
に

命
題

「
意
識
1
が
意
識
2
に
つ
い
て
知
る
(
知
識
を
も
っ
と
②

と
い
う
命
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
こ
の
命
題
に
お
い

て
意
識
l
と
意
識
2
が
異
な
る
意
識
で
あ
る
場
合
(
他
者
認
識
、
実
験

的
神
経
科
学
)
に
は
、
こ
の
命
題
は
常
に
(
部
分
的
に
し
か
)
成
立
し

な
い
。
他
者
と
は
互
い
に
知
り
え
な
い
部
分
が
あ
る
ゆ
え
に
他
者
で
あ

り
、
こ
こ
で
「
意
識
1
と
意
識
2
が
異
な
る
」
と
い
う
仮
定
か
ら
出
発

す
る
以
上
、
こ
の
結
論
は
避
け
ら
れ
な
い
。
第
二
に
、
逆
に
意
識
1
と

意
識
2
が
等
し
い
場
合
(
自
己
意
識
)
に
は
、
こ
の
命
題
は
お
悦
司
自
由
曲
目
。
ロ

に
陥
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
1
が
意
識
2
に
つ
い
て
「
知
る
」
こ
と
は
、

意
識
3
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
そ
う
で
な
け

れ
ば
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
し
う
る
の

{
6
)
 

か
。
「
知
る
」
と
い
う
語
の
日
常
的
文
法
を
想
起
せ
よ
)
。
さ
ら
に
、
意

識
3
は
意
識
4
を
要
求
し
、
意
識
4
は
意
識
5
を
要
求
し
と
無
限
に
後

退
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
実
の
指
示
す
る
結
論
は
、
「
私
に
つ

い
て
は
知
り
え
な
い
」
で
あ
る
か
、
ま
た
は
「
知
る
と
い
う
こ
と
は
私

に
は
妥
当
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
は
じ
め
の
命

題
①
(
あ
る
い
は
②
)
に
つ
い
て
、
両
者
の
思
考
は
こ
こ
か
ら
対
照
的

な
方
向
へ
と
展
開
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
柄
谷
は
前
者
の
立
場
に
た
っ
て
(
「
私
に
つ
い
て
は
知
り
え

な
い
」
)
、
こ
の
命
題
の
中
の
「
意
識
」
に
つ
い
て
こ
れ
を
特
に
問
題
視

す
る
の
に
対
し
て
、
西
田
は
逆
に
後
者
の
立
場
に
た
っ
て
(
「
知
る
と
い

う
こ
と
は
私
に
は
妥
当
し
な
い
」
)
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
知
る
」
と

い
う
事
を
問
題
と
す
る
。
柄
谷
は
意
識
の
明
証
性
と
他
者
性
を
め
ぐ
っ

て
、
知
る
行
為
か
ら
知
る
行
為
へ
と
遡
行
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
過
程

で
「
私
が
知
る
(
私
が
疑
う
こ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
間
わ
れ
な
い
。

さ
ら
に
柄
谷
は
「
知
る
」
行
為
の
一
元
性
を
保
つ
た
め
に
、
意
識
1
が

意
識
2
へ
と
重
な
る
思
考
を
避
け
、
意
識
同
士
が
決
し
て
重
な
ら
な
い

構
造
会
対
話
》
)
を
求
め
て
い
る
。
一
方
、
西
田
は
、
意
識
の
言
表
以

前
、
意
識
に
つ
い
て
の
知
識
以
前
へ
と
内
省
を
す
す
め
る
。
そ
の
内
省

の
手
続
き
そ
の
も
の
は
、
ま
さ
に
独
我
論
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し

西
国
の
内
省
は
独
我
論
に
つ
い
て
深
く
知
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
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経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
ま

っ
た
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。



純
粋
と
い
う
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
い
る
も
の
も
そ
の
実

は
何
ら
か
の
思
想
を
交
え
て
い
る
か
ら
、
豪
も
思
慮
分
別
を
加
え

な
い
、
真
に
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
剥
那
、
い
ま
だ
こ
れ
が
外
物
の
作
用
で

あ
る
と
か
、
我
が
こ
れ
を
感
じ
て
い
る
と
か
い
う
よ
う
な
考
え
の

な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
色
、
こ
の
音
は
何
で
あ
る
と
い
う
判
断

す
ら
加
わ
ら
な
い
前
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直

接
経
験
と
同
一
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た

と
き
、
い
ま
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
そ
の
対
象
が
ま
っ

た
く
合
一
し
て
い
る
。
こ
れ
が
経
験
の
最
醇
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
『
善
の
研
究
』
第
一
篇
第
一
章
、
一
三
頁
)

『
諮
問
の
研
究
』
冒
頭
に
お
い
て
、
す
で
に
西
田
の
立
場
は
明
確
に
柄
谷
の

そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
西
国
の
内
省
は
、
「
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
」
(
自
己
が
自
己
に
つ
い
て
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
)
を
問
う

と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
懐
疑
の
極
限
に
、
「
知
る
と
い
う
こ

と
」
以
前
の
知
識
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
を
見
い
出
し
て
は
じ
め
て

西
国
の
思
考
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
知
る
」
こ
と
へ
の
懐
疑
と
言
え
ば
第
一
に
思
い
出
さ
れ

る
の
が
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
主
義
で
あ
る
。
以
下
の
議
論
で
は
、

r
コ
ギ
ト
(
デ
カ
ル
ト
)
に
つ
い
て

純
粋
経
験
に
つ
い
て

40 

西
田
と
柄
谷
の
立
場
を
比
較
検
討
す
る
。

30 

コ
ギ
ト
(
デ
カ
ル
ト
)
に
つ
い
て

デ
カ
ル
ト
は
、
も
ろ
も
ろ
の
共
同
体
に
お
い
て
そ
う
信
じ
ら
れ
て

い
る
諸
真
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
ゲ
l
ム
に
も
と
づ
く
も
の
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼

は
差
異
性
・
他
者
性
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
疑
う
」
と

「
わ
れ
思
う
」
は
異
質
で
あ
る
。
(
中
略
)
彼
に
と
っ
て
、
「
疑
う
」

こ
と
は
、
自
ら
が
「
思
う
」
こ
と
が
共
同
体
(
一
一
=
口
語
ゲ
l
ム
)
に

属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い

い
か
え
れ
ば
、
疑
う
主
体
は
、
共
同
体
の
外
部
へ
出
ょ
う
と
す
る

意
志
と
し
て
の
み
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
を
精
神
と
よ
ん
で

い
る
。
(
『
探
究
I
』
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一
三
頁
)

デ
カ
ル
ト
は
、
い
つ
も
主
観
|
客
観
の
二
元
論
を
設
定
し
た
元
凶

と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
の
逆
な
の
だ
。
彼
は
、

内
省
、
あ
る
い
は
内
的
過
程
の
確
実
性
か
ら
出
発
し
た
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
確
実
性
が
共
同
体
の
な
か
で
の
夢
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘

し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
疑
い
は
、
徹
頭
徹
尾
他
者
に
つ
き
ま
と
わ

れ
て
い
る
。
(
『
探
究
I
』
一
五
l

一
六
頁
)



デ
カ

l
ト
が
「
余
は
考
う
ゆ
え
に
余
在
り
」
と
い
う
の
は
す
で
に

直
接
経
験
の
事
実
で
は
な
く
、
す
で
に
余
あ
り
と
い
う
こ
と
を
推

理
し
て
い
る
。
ま
た
明
瞭
な
る
思
惟
が
物
の
本
体
を
知
り
う
る
と

な
す
の
は
独
断
で
あ
る
。
(
『
善
の
研
究
』
第
二
篇
第
一
章
、
六
二

l
六
三
頁
)

(
も
し
)
デ
カ

l
ト
の
「
余
は
考
う
ゆ
え
に
余
在
り
」
(
が
)
推
理

で
は
な
く
、
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
を
い
い
現

わ
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
余
の
出
立
点
と
同
一
に
な
る
。
(
『
善
の

研
究
』
第
二
篇
第
二
章
、
六
三
頁
)

コ
ギ
ト
の
懐
疑
主
義
に
対
し
て
、
両
者
は
対
称
的
な
解
釈
(
態
度
)
を

示
す
。
柄
谷
に
と
っ
て
は
、
コ
ギ
ト
は
「
疑
う
主
体
」
で
あ
り
、
「
外
部

へ
出
ょ
う
と
す
る
意
志
」
で
あ
る
。
疑
い
差
異
化
し
続
け
る
コ
ギ
ト
は
、

意
識
に
対
し
て
絶
え
ず
外
側
に
あ
り
、
内
省
を
解
体
す
る
力
と
な
る
。
西

田
は
、
内
省
的
に
コ
ギ
ト
を
「
直
覚
的
直
接
性
」
と
み
な
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
逆
に
、
「
疑
う
」
と
い
う
こ
と
自
体
も
ま
た
「
独
断
」
と
し
て

懐
疑
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

40 

言
語
ゲ
l
ム
に
よ
っ
て
「
純
粋
経
験
」
を
み
る
と
い
う
方
法
そ
の
も

の
に
問
題
は
な
い
か
?

『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
内
省
の
方
法
を
、
次
の
二
つ
の
立
場
に
分
類
し

て
み
よ
う
。

「
純
粋
経
験
」
①

「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」

②
 

名
調
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
①
の
立
場
と
、
宣
言
文
で
あ
る
②
の
立

場
と
は
同
一
で
は
な
い
。
①
の
立
場
に
と
っ
て
、
②
は
す
で
に
直
覚
的

事
実
を
離
れ
て
、
独
断
を
混
じ
て
い
る
。
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で

あ
る
」
と
い
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
独
断
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
し
、
「
す

べ
て
を
説
明
す
る
」
と
は
哲
学
と
い
う
言
語
ゲ

l
ム
の
中
に
入
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
①
を
経
由
し
て
②
と
い
う
認
識
論
的
構
図
に
立
つ
こ

と
は
、
実
は
前
述
の
ク
レ
タ
人
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
別
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
を
生
じ
て
い
る
。
純
粋
経
験
が
言
語
ゲ

i
ム
の
問
題
と
な
り
う
る

の
は
、
②
の
文
脈
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
は
、
形
を
か
え

た
独
我
論
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
②
に
対

し
て
も
前
述
の
柄
谷
の
独
我
論
批
判
が
該
当
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

「
純
粋
経
験
が
純
粋
経
験
に
自
己
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
純
粋

経
験
の
実
在
性
は
保
証
さ
れ
な
い
(
対
話
が
な
い
と
③

こ
こ
で
、
②
が
内
包
す
る
二
重
の
矛
盾
を
軸
と
し
て
、
柄
谷
の
問
題
(
②

↓
③
と
い
う
展
開
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
と
西
田
の
問
題
(
①
↓

②
と
い
う
展
開
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
と
が
対
称
的
に
交
錯
し
て
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い
る
の
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
純
粋
経
験
」
①

「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
②

「
純
粋
経
験
が
純
粋
経
験
に
自
己
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
純
粋
経
験

の
実
在
性
は
保
証
さ
れ
な
い
(
対
話
が
な
い
と
③

IV 考
え
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
に
お
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
し
か

あ
り
え
な
い
。
柄
谷
と
西
国
の
相
互
批
判
は
.
(
多
く
の
哲
学
的
対
話
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
)
互
い
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
に
お
い
て
」
を

批
判
す
る
こ
と
に
つ
き
る
。
柄
谷
は
西
田
の
思
考
に
お
け
る
「
内
省
」
と

い
う
手
続
き
そ
の
も
の
を
疑
い
、
そ
こ
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
み
る
の
に

対
し
、
西
国
の
内
省
は
そ
の
よ
う
に
「
疑
う
」
と
い
う
行
為
が
独
断
に

す
ぎ
ず
、
事
物
の
本
態
を
歪
め
て
い
る
と
答
え
る
(
と
推
測
さ
れ
る
)
の

で
あ
る
。
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(
2
)
 

(3)

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
な
お
独
我
論
は
あ
る
種
の
真
理
を
含
意
し
て
い
る

事
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
独
我
論
の
命
題
は
必
然
的
に
偽
で
あ
る
が
、

し
か
し
(
私
〉
に
と
っ
て
は
常
に
真
で
あ
る
(
よ
う
に
み
え
る
)
こ
と
に

私
性
の
本
質
が
あ
る
。

(
4
)

以
下
、
西
田
幾
多
郎
全
集
は
す
べ
て
岩
波
書
店
出
版
の
も
の
(
一
九
六

五
ー
六
六
年
)
に
よ
る
。

(
5
)

西
国
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
改
版
。

(
6
)

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
共
同
体
や
神
に
正
当
性
の
根
拠
を
も
と
め

る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
こ
の
種
の
正
当
化
の
方
法
が
、
そ
れ
自
体
知
識
に
対
す
る
懐
疑
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
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