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一

は
じ
め
に

夏
目
漱
石
の
文
学
観
と
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
プ
セ
ン
（H

enrik
Johan

Ibsen

）
(1)

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」

（
「
九
大
日
文
」
平

・

）
で
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
の
時
期
と
、
イ
プ
セ

21
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ン
に
対
す
る
発
言
を
も
と
に
ま
と
め
て
い
る
。
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
は

明
治
四
十
年
頃
を
境
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
留
学
時
代
の
イ

プ
セ
ン
受
容
を
も
と
に
し
た
明
治
四
十
年
以
前
の
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
に
関

す
る
発
言
は
、
主
に
イ
プ
セ
ン
作
品
の
「
個
人
性
」
に
注
目
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
一
方
、
明
治
四
十
年
以
後
の
発
言
は
、
イ
プ
セ
ン
作
品
に
表
現

さ
れ
る
道
徳
問
題
や
作
品
の
技
巧
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
増
え
て
く
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
以
前
の
成
果
を
踏
ま
え
、
漱
石
が
自
ら
の
文
学
観
を

ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
た
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
明

・

・

―

・

、
以
下
「
基
礎
」
）
と
「
創
作
家
の
態
度
」（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
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4
(2)

明

・

、
以
下
「
態
度
」
）
を
も
と
に
、
漱
石
の
文
学
観
に
お
け
る
イ
プ
セ

41

4

ン
受
容
の
影
響
を
考
察
す
る
。

明
治
四
十
年
四
月
の
講
演
を
も
と
に
し
た
「
基
礎
」
と
、
明
治
四
十
一

漱
石
の
文
学
観
と
イ
プ
セ
ン

―
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
「
創
作
家
の
態
度
」
を
中
心
に

し
て

―

藤

本

晃

嗣

F
U
JIM

O
T
O

A
k
i
t
s
u
g
u

年
二
月
の
講
演
を
も
と
に
し
た
「
態
度
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
間
が
一
年

足
ら
ず
し
か
な
い
も
の
の
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
『
虞
美
人
草
』（
「
東

京
朝
日
新
聞
」
明

・

・

―

・

）
と
『
坑
夫
』（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
明

・

40

6
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29

41

・

―

・

）
の
違
い
と
併
せ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
漱
石
の
文
学
観

1

1

4

6

の
変
化
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
早
い
時
期
の
指
摘
と
し
て
小
宮
豊
隆
（
「
虞

美
人
草
」
「
坑
夫
」
（
『
漱
石
の
芸
術
』
岩
波
書
店
、
昭

・

）
）
が
、
二
作
に
「
思

17

12

ひ
切
つ
た
対
照
」
を
指
摘
し
、『
虞
美
人
草
』
に
お
い
て
、
「
批
評
的
な
も

の
が

―
社
会
の
批
評
が
、
人
間
の
批
評
が
、
中
心
問
題
を
形
づ
く
る
」

の
に
対
し
て
、
『
坑
夫
』
に
つ
い
て
「
人
間
の
心
の
動
き
そ
の
も
の
に
対

す
る
漱
石
の
関
心
の
深
さ
」
を
指
摘
し
、
「
精
神
分
析
」
を
試
み
て
い
る

と
す
る
。
こ
の
小
宮
の
見
方
は
、
基
本
的
に
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
も

継
承
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
相
原
和
邦
（
「
「
虞
美
人
草
」
「
坑
夫
」
か
ら
「
三
四
郎
」
ま
で
」
（
「
国

文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭

・

）
）
は
、
「
『
虞
美
人
草
』
の
根
本
モ
チ

56

10

ー
フ
は
「
道
義
」
に
あ
」
る
の
に
対
し
、
『
坑
夫
』
に
お
い
て
は
「
人
間

の
真
相
凝
視
が
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
「
基

礎
」
か
ら
「
態
度
」
に
お
け
る
文
学
観
の
変
化
、
つ
ま
り
「
態
度
」
に
お

い
て
「
「
真
」
を
よ
り
肯
定
し
重
視
す
る
立
場
に
転
じ
」
た
こ
と
が
そ
の

背
景
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
『
三
四
郎
』（「
東

京
朝
日
新
聞
」
明

・

・

―

・

）
を
位
置
づ
け
、
自
然
主
義
を
批
判
し

41

9
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29

て
い
た
漱
石
が
「
後
じ
さ
り
で
「
真
」
を
容
認
し
て
い
く
過
程
の
な
か
で

生
ま
れ
た
作
品
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
こ
の
変
化
を
「
意
識
」
の
問
題
と
絡
め
て
論
じ
た
の
が
重
松
泰
雄

（
「『
文
学
論
』
か
ら
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」「
創
作
家
の
態
度
」
へ
」（
内
田
道
雄
、
久



保
田
芳
太
郎
編
『
作
品
論

夏
目
漱
石
』
双
文
社
出
版
、
昭

・

）
）
で
あ
る
。
重

51

9

松
は
、
「
基
礎
」
か
ら
「
態
度
」
に
お
け
る
変
化
を
、
漱
石
が
依
拠
し
た

と
さ
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（W

.Jam
es

）
の
「
意
識
の
選
択
作

用
説
」
と
の
関
連
か
ら
「
一
応
に
し
ろ
〈
自
由
〉
な
意
識
の
選
択
作
用
を

中
心
に
掲
げ
、
し
か
も
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
た
「
理
想
」
の
実
現
す
ら

可
能
だ
と
説
く
「
哲
学
的
基
礎
」
の
観
点
と
、「
自
由
意
思
」
否
定
の
「
揮

真
文
学
」
を
積
極
的
に
容
認
す
る
「
創
作
家
の
態
度
」
の
そ
れ
と
は
、
け

っ
し
て
等
質
な
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
漱
石
の
「
意
識
」

に
対
す
る
考
え
が
「
〈
選
択
作
用
〉
の
無
条
件
な
是
認
か
ら
、
複
雑
・
曖

昧
な

―
場
合
に
よ
っ
て
は
矛
盾
と
も
言
え
る
よ
う
な

―
限
定
的
容

認
」
へ
と
変
化
し
た
と
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、「
自
由
意
志
と
「
理

想
」
強
調
」
の
「
基
礎
」
の
立
場
か
ら
、
「
「
理
想
」
の
意
義
を
説
か
ず
、

「
情
操
文
学
」
と
と
も
に
、
「
自
由
意
思
」
否
定
の
「
揮
真
文
学
」
を
も

「
大
切
な
も
の
」
と
す
る
」
「
態
度
」
の
立
場
へ
と
漱
石
が
移
っ
た
と
結

論
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化
の
背
景
と
し
て
、
「
意
識
」
の
問
題
に
つ

い
て
、
「
基
礎
」
に
お
い
て
基
盤
と
な
っ
て
い
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
心
理

学
原
理
』（The

P
rinciples

of
P
sychology

以
下
『
原
理
』）
の
立
場
か
ら
、
同
じ

く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』（The

V
arieties

of
R
eligious

E
xperience

以
下
『
諸
相
』）
を
改
め
て
受
容
し
た
こ
と
に
よ
り
、
「
態
度
」

に
お
い
て
自
ら
の
考
え
を
一
変
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
、
「
基
礎
」
と
「
態
度
」
の
差
異
に
つ
い
て
、
「
真
」
に
対
す
る
姿

勢
の
違
い
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
意
識
」
の
問
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と

す
る
先
行
論
を
概
観
し
た
。
確
か
に
「
基
礎
」
で
は
、
文
芸
家
の
「
理
想
」

に
よ
る
「
還
元
的
感
化
」
、
つ
ま
り
よ
り
よ
い
生
き
方
を
文
芸
家
が
教
え

る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
態
度
」
で
は
、
そ
の

よ
う
な
声
高
な
主
張
は
影
を
ひ
そ
め
、
「
客
観
的
態
度
」
に
基
づ
い
た
人

間
の
観
察
、
社
会
状
態
の
変
化
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
文
芸
の
役
割
と
さ
れ

て
お
り
、
両
者
は
そ
の
結
論
が
大
き
く
異
な
る
も
の
と
言
え
る
。

し
か
し
、
先
行
論
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
対
し
て
、
全
く
疑
問
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
相
原
が
述
べ
る
「
「
真
」
を
容
認
し
て
い

く
過
程
」
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
「
基
礎
」
に
お
い
て
も
漱
石
は
、
「
真
に

対
す
る
理
想
」
を
含
む
「
四
種
の
理
想
」（
「
真
」
、
「
美
」
、
「
善
」
、
「
壮
」
）
に

つ
い
て
、
「
全
て
平
等
な
権
利
を
有
」
す
る
と
述
べ
、
す
で
に
「
容
認
」

し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
重
松
の
述
べ
る
「
意
識
」
の
問
題
に
つ

い
て
も
、
後
で
見
る
よ
う
に
小
倉
脩
三
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
結
論
的
に

述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
先
行
論
に
対
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
基

礎
」
と
「
態
度
」
を
連
続
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
を
示
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
基
礎
」
と
「
態
度
」
の
両
者
に
お
い
て
、

漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
が
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と

と
す
る
。

二

「
真
」
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て

本
節
に
お
い
て
は
、
両
評
論
の
「
真
」
に
対
す
る
漱
石
の
姿
勢
を
考
察

す
る
。
ま
ず
両
評
論
に
お
け
る
漱
石
の
述
べ
る
「
真
」
の
内
容
を
確
認
す

る
。
「
基
礎
」
で
は
「
真
に
対
す
る
理
想
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

即
ち
物
を
道
具
に
使
つ
て
、
知
を
働
か
し
、
其
関
係
を
明
か
に
し
て

情
の
満
足
を
得
る
と
云
ふ
理
想
で
あ
り
ま
す
。
此
理
想
を
真
に
対
す



る
理
想
と
云
ひ
ま
す
。（
中
略
）
さ
う
し
て
此
真
の
あ
ら
は
し
方
、
即

ち
知
を
働
か
す
具
合
も
分
化
し
て
色
々
に
な
り
ま
す
が
、
重
に
人
間

の
精
神
作
用
が
（
中
略
）
、
あ
ら
か
じ
め
吾
人
の
予
想
し
た
因
果
律
と

一
致
す
る
か
、
又
は
此
因
果
律
に
一
歩
の
分
化
を
加
へ
た
る
新
意
義

に
応
じ
て
発
展
す
る
場
合
に
多
く
用
ひ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
第

十
二
回
）

こ
こ
で
漱
石
は
「
真
に
対
す
る
理
想
」
と
し
て
、
物
の
関
係
を
「
知
を

働
か
し
」
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
、
特
に
自
分
た
ち
の
予
想
し
た
「
因
果

律
」
と
一
致
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
さ
ら
に
発
展
を
加
え
た
も
の
と

し
て
説
明
し
て
い
る
。

一
方
、
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
い
て
は
、
「
客
観
的
態
度
」
と
し
て
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。

客
観
的
態
度
の
三
叙
述
を
通
じ
て
考
へ
て
見
ま
す
と
、
何
れ
も
非
我
の

世
界
に
於
け
る
（
中
略
）
あ
る
関
係
を
明
か
に
す
る
用
を
務
め
て
居
り

ま
す
。
知
識
を
与
ふ
る
の
が
主
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
一

言
に
し
て
云
ふ
と
真
を
発
揮
す
る
の
が
本
職
で
あ
り
ま
す
。（

頁

）
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(3)

こ
こ
で
は
「
客
観
的
態
度
」
が
、
「
あ
る
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
」
も

の
、
「
知
識
を
与
ふ
る
」
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
に
物
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
知
識
を
得
る
こ
と
を
漱
石
は
「
は

あ
成
程
」
と
表
現
し
、「
こ
の
は
あ
成
程
丈
で
一
篇
の
小
説
が
出
来
ま
す
」

と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

是
（
は
あ
成
程
―
藤
本
注
）
は
客
観
的
関
係
を
明
め
る
に
つ
け
て
出
る

の
で
、
似
る
、
移
る
、
因
が
果
に
な
る
等
の
事
実
を
認
め
て
感
心
し

た
時
の
話
で
あ
つ
て
、
既
に
明
ら
め
ら
れ
た
る
客
観
的
関
係
を
味
ふ

の
と
は
方
向
が
違
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。（

頁
）

212

こ
こ
で
も
漱
石
は
「
客
観
的
態
度
」
に
よ
る
描
写
を
、
因
果
関
係
と
結

び
つ
け
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
「
小
説
」
に
な
る
と
述
べ
て
い

る
。
「
基
礎
」
と
「
態
度
」
の
「
真
」
に
対
す
る
認
識
は
、
基
本
的
に
変

化
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
「
基
礎
」
で
は
認
め
ら
れ
て
い
た

「
あ
ら
か
じ
め
吾
人
の
予
想
し
た
因
果
律
と
一
致
す
る
」
と
い
う
「
真
」

の
描
き
方
に
対
し
て
、
「
態
度
」
で
は
「
既
に
明
ら
め
ら
れ
た
る
客
観
的

関
係
を
味
ふ
の
と
は
方
向
が
違
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
低
い
評
価
が
与
え

ら
れ
て
お
り
、
新
し
い
「
客
観
的
関
係
を
明
め
る
」
こ
と
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
で
は
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
真
」
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
で
あ

る
。「
基
礎
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
当
時
の
日
本
に
お
け
る
「
真
」

の
偏
重
を
「
病
的
現
象
」
と
批
判
し
て
い
る
。

此
故
に
此
等
四
種
の
理
想
は
、
互
に
平
等
な
権
利
を
有
し
て
、
相
冒

す
べ
か
ら
ざ
る
標
準
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
然
し
な
が
ら
、
一
の
理

想
を
あ
ら
は
す
と
き
に
、
他
の
理
想
を
欠
い
て
居
る
場
合
と
、
積
極

的
に
他
の
理
想
を
打
ち
崩
し
て
居
る
場
合
と
は
少
々
違
ふ
の
で
あ
り

ま
す
。
欠
い
て
居
る
の
は
只
含
ん
で
居
ら
ん
と
云
ふ
迄
で
、
打
ち
壊

す
と
な
る
と
明
か
に
其
理
想
に
違
背
し
て
居
る
の
で
す
か
ら
し
て
、

此
場
合
に
は
作
家
の
標
準
に
し
た
理
想
が
、
凡
て
の
他
を
忘
却
せ
し

め
得
る
程
な
手
際
で
う
ま
く
作
物
に
あ
ら
は
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら

ん
。（
中
略
）
だ
か
ら
如
何
な
長
所
が
あ
つ
て
も
、
此
長
所
を
傷
け
る

短
所
が
あ
つ
て
、
此
短
所
を
忘
れ
得
せ
し
む
る
丈
に
長
所
が
卓
然
と

し
て
ゐ
な
い
作
物
は
、
惜
し
い
け
れ
ど
も
文
句
が
つ
き
ま
す
。
私
は



と
く
に
惜
し
い
け
れ
ど
も
と
云
ひ
た
い
。
惜
し
い
と
云
ふ
の
は
、
既

に
長
所
を
認
め
た
上
の
批
評
で
あ
り
、
且
短
所
を
も
知
り
抜
い
た
上

の
判
断
で
、
一
本
調
子
に
搦
手
ば
か
り
、
五
年
も
六
年
も
突
つ
い
て

居
る
陣
笠
連
と
は
歩
調
を
一
に
し
た
く
な
い
か
ら
か
う
云
ふ
の
で
あ

り
ま
す
。（
第
十
五
回
）

こ
こ
で
漱
石
は
、
「
四
種
の
理
想
は
全
て
平
等
な
権
利
を
有
」
す
と
い

う
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
本
来
「
真
に
対
す
る
理
想
」
も
そ
の
中
の
一
つ

に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
日
本
で
は
「
真
」
が
あ

ま
り
に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
結
果
、「
真
」
を
表
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、「
真
」

を
表
せ
ば
何
を
書
い
て
も
い
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を

批
判
し
て
い
る
。
漱
石
は
「
真
」
を
表
す
こ
と
が
、
「
凡
て
の
他
を
忘
却

せ
し
め
得
る
程
な
手
際
で
う
ま
く
作
物
に
あ
ら
は
れ
て
居
」
れ
ば
そ
れ
で

も
い
い
が
、現
在
の
文
芸
は
そ
の
水
準
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
真
」
の
み
を
強
調
し
、
他
の
「
理
想
」
を
打
ち
壊
す
こ
と

を
、
「
真
に
対
す
る
理
想
の
偏
重
」
と
し
、
「
病
的
現
象
」
で
あ
る
と
批
判

す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
態
度
」
に
お
い
て
も
、
当
時
の
「
真
」
を
描
く
文
学
に
対
す

る
批
判
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

真
を
描
く
文
学
は
、
真
を
究
め
さ
へ
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
な
る
。
其

結
果
他
の
情
操
と
衝
突
し
て
も
、
ま
あ
好
い
と
す
る
。

―
読
者
の

方
で
は
好
い
と
し
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が

―
然
し
な
が
ら
真
は

取
捨
な
き
事
相
で
あ
り
ま
す
。
公
平
の
叙
述
で
あ
り
ま
す
。
好
悪
の

念
を
離
れ
た
る
描
写
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
褒
貶
の
私
意
を
寓
し
て

は
自
家
撞
着
の
窮
地
に
陥
い
り
ま
す
。
こ
と
に
作
以
外
の
実
際
に
於

て
、
約
束
的
に
せ
よ
善
に
与
し
悪
を
忌
み
、
美
を
愛
し
、
醜
を
嫌
ふ

も
の
が
、
単
に
作
物
の
上
に
於
て
の
み
矛
を
逆
ま
に
し
て
悪
を
鼓
吹

し
、
醜
を
奨
励
す
る
態
度
を
示
す
の
は
、
た
だ
に
標
準
を
誤
ま
る
の

み
な
ら
ず
、
誤
ま
つ
た
標
準
を
逆
に
使
用
し
て
居
る
点
に
於
て
二
重

の
自
殺
と
云
は
れ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
す
ま
い
。（

頁
）
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「
態
度
」
に
お
い
て
、
結
論
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
「
揮
真
文
学
」

の
重
要
性
を
主
張
す
る
が
、「
揮
真
文
学
」（「
客
観
的
態
度
」）
、「
情
操
文
学
」

（
「
主
観
的
態
度
」
）
の
両
方
を
「
双
方
共
大
切
な
も
の
」
と
す
る
認
識
が
前

提
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
「
基
礎
」
と
変
化
は
な
い
。
ま
た
「
態
度
」

に
お
い
て
「
真
を
描
く
文
学
」
に
対
し
て
「
其
結
果
他
の
情
操
と
衝
突
し

て
も
、
ま
あ
好
い
と
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
真
」
に
対
し
て
や
や
許

容
的
な
側
面
を
見
せ
て
い
る
点
は
、
「
基
礎
」
の
「
此
短
所
を
忘
れ
得
せ

し
む
る
丈
に
長
所
が
卓
然
と
し
て
ゐ
な
い
作
物
は
、
惜
し
い
け
れ
ど
も
文

句
が
つ
き
ま
す
」
と
い
う
考
え
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
真
」

を
描
く
文
学
に
対
す
る
批
判
は
、
「
揮
真
文
学
」
「
情
操
文
学
」
の
両
種
の

文
学
の
価
値
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
取

捨
と
云
ふ
事
を
廃
」
し
、「
真
」
を
描
く
べ
き
は
ず
が
、
「
作
物
の
上
に
於

て
の
み
矛
を
逆
ま
に
し
て
悪
を
鼓
吹
し
、
醜
を
奨
励
す
る
態
度
を
示
す
」

こ
と
、
つ
ま
り
あ
ま
り
に
人
間
の
「
悪
」
や
「
醜
」
の
み
に
注
目
す
る
よ

う
な
傾
向
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
標
榜
し
て
い
る
「
真
」
を
描
く

と
い
う
態
度
を
貫
徹
で
き
て
い
な
い
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
「
態
度
」
に
お
け
る
「
真
」
を
描
く
文
学
に
対
す
る
批
判
も
、
当

時
の
「
自
然
主
義
」
の
作
家
た
ち
が
「
悪
」
や
「
醜
」
と
い
う
点
ば
か
り

を
描
い
て
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
基
礎
」
に
お
け
る



「
真
」
の
為
に
他
の
「
理
想
」
、
つ
ま
り
「
美
」
や
「
善
」
や
「
壮
」
の

「
理
想
」
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
う
批
判
と
同
じ
現
象
に
向
け
て
別
の
観

点
か
ら
述
べ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。

文
芸
の
目
的
を
、
文
芸
家
が
高
い
「
理
想
」
を
表
現
す
る
こ
と
で
、「
如

何
に
し
て
活
き
べ
き
か
の
問
題
を
解
釈
」
し
て
「
平
民
に
生
存
の
意
義
を

教
へ
る
」
と
い
う
、「
還
元
的
感
化
」
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
「
基

礎
」
の
立
場
か
ら
は
、
「
真
に
対
す
る
理
想
」
を
標
榜
し
、
そ
れ
に
よ
り

他
の
「
理
想
」
を
破
壊
す
る
こ
と
を
、
本
来
平
等
で
あ
る
は
ず
の
あ
ら
ゆ

る
「
理
想
」
と
い
う
前
提
か
ら
、
批
判
が
行
わ
れ
て
い
た
。
一
方
、
創
作

家
と
呼
ば
れ
る
人
の
態
度
を
分
析
し
、
「
揮
真
文
学
」
、
「
情
操
文
学
」
と

に
大
別
し
て
二
つ
の
態
度
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
今
日
の
日
本
に
お

い
て
如
何
な
る
態
度
で
の
創
作
が
必
要
で
あ
る
の
か
を
述
べ
る
「
態
度
」

の
立
場
か
ら
は
、
同
様
の
現
象
、
つ
ま
り
「
真
」
を
描
く
あ
ま
り
「
悪
を

鼓
吹
し
、
醜
を
奨
励
」
し
て
い
る
状
況
を
、
「
客
観
的
態
度
」
を
維
持
で

き
て
い
な
い
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
た
。

つ
ま
り
「
基
礎
」
、
「
態
度
」
と
も
に
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
自
然
主

義
文
学
が
「
真
に
対
す
る
理
想
」
の
た
め
に
他
の
「
理
想
」
を
破
壊
す
る

こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
の
立
脚
点
か
ら
批
判
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
「
基
礎
」
か
ら
「
態
度
」
へ
の
変
化
を
、
特
に
「
真
」
に
対
す
る

姿
勢
に
注
目
し
て
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
評
論
に
お
け
る
漱
石
の

立
脚
点
の
変
化
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
変
化
こ
そ
が
、

両
者
の
結
論
の
違
い
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。

三

「
意
識
」
の
問
題
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
次
に
、
重
松
泰
雄
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
「
意
識
」
の
問
題
を

考
察
す
る
。
こ
の
重
松
の
見
解
に
対
し
て
は
、
す
で
に
小
倉
脩
三
（
「
漱
石

に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
受
容
に
つ
い
て
（
Ⅰ
）
」「
漱
石
に
お
け
る
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
受
容
に
つ
い
て
（
Ⅱ
）
」（『
夏
目
漱
石
』
有
精
堂
、
平

・

）
）

1

2

が
、『
坑
夫
』
に
『
原
理
』
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
基
礎
」

か
ら
「
態
度
」
に
お
い
て
、
『
原
理
』
か
ら
『
諸
相
』
へ
変
化
し
た
と
い

う
指
摘
を
批
判
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
「
基
礎
」
と
「
態
度
」
の
「
意

識
」
に
対
す
る
認
識
に
根
本
的
な
変
化
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
「
態
度
」
の
「
意
識
」
の
考
え
が
依
然
と
し
て
『
原
理
』
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

重
松
が
「
基
礎
」
か
ら
「
態
度
」
に
か
け
て
、
『
諸
相
』
の
影
響
に
よ

り
「
〈
選
択
作
用
〉
の
無
条
件
な
是
認
か
ら
、
複
雑
・
曖
昧
な

―
場
合

に
よ
っ
て
は
矛
盾
と
も
言
え
る
よ
う
な

―
限
定
的
容
認
」
へ
と
変
化
し

た
と
指
摘
す
る
根
拠
を
確
認
す
る
。

「
哲
学
的
基
礎
」
に
お
い
て
、
ポ
イ
ン
ト
は
「
如
何
な
る
内
容
の
意

識
を
如
何
な
る
順
序
に
連
続
さ
せ
る
か
の
問
題
」（
傍
点
原
文
）
に
置

、
、
、
、
、
、

か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
、
い
う
な
ら
ば
〈
い
か
よ
う
に
連

続
さ
せ
ら
れ
る
か
〉
の
点
に
傾
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
Ｂ
の

価
値
は
Ｂ
の
性
質
の
み
に
よ
つ
て
定
ま
ら
な
い
、
Ｂ
の
前
に
起
つ
た

Ａ
と
云
ふ
現
象
の
為
め
に
支
配
せ
ら
れ
て
居
る
」
と
か
、
「
後
の
一

歩
は
前
の
一
歩
の
趨
勢
に
応
ず
る
様
な
調
子
で
出
て
行
か
な
け
れ
ば

旨
く
行
か
な
い
」
と
か
い
っ
た
説
き
方
は
、
「
哲
学
的
基
礎
」
に
は



な
か
っ
た
も
の
で
、
そ
の
点
を
裏
書
き
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
後
尾
に

近
く
、
「
全
性
格
の
描
写
」
を
論
じ
た
部
分
で
、
「
吾
々
の
世
界
は
既

に
冒
頭
に
於
て
述
べ
た
通
り
撰
択
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
光
線
に
し

て
も
、
音
響
に
し
て
も
、
一
定
の
振
動
数
以
上
も
し
く
は
以
下
の
も

の
は
、
見
る
事
も
聞
く
事
も
出
来
な
い
有
様
で
御
座
い
ま
す
。
性
格

の
全
部
と
云
つ
た
所
で
、
全
部
が
悉
く
観
察
さ
れ
得
る
と
は
申
し
ま

せ
ん
」
と
あ
る
の
も
、
い
っ
そ
う
有
力
な
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
講
演
で
の
「
撰
択
」
は
、
「
哲
学
的
基
礎
」
の
そ
れ
に
比
べ
て
、

は
る
か
に
〈
受
動
〉
的
な
選
択
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
松
が
「
態
度
」
に
お
い
て
「
意
識
」
の
選
択
が
「
限
定
的
」

で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
二
つ
。
一
つ
は
、
「
基
礎
」
に
お
い
て
「
意
識
」

の
選
択
に
よ
り
「
如
何
な
る
内
容
の
意
識
を
如
何
な
る
順
序
に
連
続
さ
せ

、
、
、
、

る
か
の
問
題
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
「
態
度
」
で
は
、
意
識

、
、

の
進
行
が
「
Ｂ
の
前
に
起
つ
た
Ａ
と
云
ふ
現
象
の
為
め
に
支
配
せ
ら
れ
て

居
る
」
と
い
っ
た
、
前
の
現
象
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
意
識
」
の
選
択
が
「
光
線
」
や
「
音

響
」
の
よ
う
に
「
一
定
の
振
動
数
以
上
も
し
く
は
以
下
の
も
の
」
は
「
意

識
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
制
限
さ
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
「
態
度
」
の
次

の
部
分
で
あ
る
。

凡
て
の
心
的
現
象
は
過
程
で
あ
る
か
ら
し
て
、
Ｂ
と
云
ふ
現
象
は
、

Ａ
と
云
ふ
現
象
に
次
い
で
起
る
の
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
Ｂ

の
価
値
は
Ｂ
の
性
質
の
み
に
よ
つ
て
定
ま
ら
な
い
、
Ｂ
の
前
に
起
つ

た
Ａ
と
云
ふ
現
象
の
為
め
に
支
配
せ
ら
れ
て
居
る
事
も
勿
論
で
あ
り

ま
す
。
腹
が
減
る
と
い
ふ
現
象
が
心
に
起
れ
ば
こ
そ
飯
が
旨
い
と
云

ふ
現
象
が
次
い
で
起
る
の
で
、
必
ず
し
も
料
理
が
上
等
だ
か
ら
旨
か

つ
た
と
許
り
は
断
言
出
来
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
吾
々
は

Ａ
と
云
ふ
現
象
を
心
裡
に
認
め
る
と
、
之
に
次
い
で
起
る
べ
き
Ｂ
に

就
て
は
、
其
性
質
や
ら
、
強
度
や
ら
、
色
々
な
条
件
に
つ
い
て
出
来

得
る
限
り
の
撰
択
を
す
る
、
又
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
訳
で
あ
り
ま
す
。
丁

度
車
を
引
い
て
坂
を
下
り
掛
け
た
様
な
も
の
で
前
の
一
歩
は
後
の
一

歩
を
支
配
す
る
。
後
の
一
歩
は
前
の
一
歩
の
趨
勢
に
応
ず
る
様
な
調

子
で
出
て
行
か
な
け
れ
ば
旨
く
行
か
な
い
。（
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し
か
し
こ
こ
で
重
松
が
論
拠
と
す
る
、
「
態
度
」
に
お
い
て
初
め
て
見

ら
れ
る
と
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
「
意
識
」
の
あ
り
よ
う
は
、
す
で
に
『
原

理
』
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
Ｂ
の
価
値
は
Ｂ
の
性
質
の
み
に

よ
つ
て
定
ま
ら
な
い
、
Ｂ
の
前
に
起
つ
た
Ａ
と
云
ふ
現
象
の
為
め
に
支
配

せ
ら
れ
て
居
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
『
原
理
』
「
意

識
の
流
れ
（T

he
stream

of
thought

）
」
に
お
い
て
、
「
意
識
が
絶
え
ず
変
化

し
て
居
る
」
こ
と
を
説
明
し
た
部
分
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る

。
(4)

W
e
feel

things
differently

according
as

w
e
are

sleepy
or

aw
ake,

hungry
or

full,
fresh

or
tired

[... ]
W
hen

the
identical

fact
recurs,

w
e
m
ust

think
of

it
in
a
fresh

m
anner,

see
it
under

a
som

ew
hat

different
angle,

apprehend
it
in
different

relations
from

those
in

w
hich

it
last

appeared.
A
nd

the
thought

by
w
hich

w
e
cognize

it

is
the

thought
of

it-in-those-relations,
a
thought

suffused
w
ith

the
consciousness

of
all

that
dim

context.
O
ften

w
e
are

ourselves

struck
at
the

strange
differences

in
our

successive
view

s
of

the



sam
e
thing.

[... ]
the

young
girls

that
brought

an
aura

of
infinity,

at
present

hardly
distinguishable

existences.

（p.232-233

）

〔
私
た
ち
は
眠
た
い
か
醒
め
て
い
る
か
、
空
腹
か
満
腹
か
、
元
気
か

疲
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
物
事
を
違
う
よ
う
に
感
じ
る
。（
中
略
）

同
一
の
事
実
が
二
度
起
つ
た
時
、
私
た
ち
は
、
新
し
い
方
法
で
考
え
、

い
く
ら
か
違
う
角
度
か
ら
捉
え
、
以
前
と
は
異
な
る
関
係
の
中
で
理

解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
認
識
す
る
時
の
考
え
は
、
そ
れ
が
そ

の
よ
う
な
関
係
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
考
え
で
あ
り
、
全
て
の

漠
然
と
し
た
前
後
関
係
の
意
識
に
覆
わ
れ
た
考
え
で
あ
る
。
私
た
ち

は
し
ば
し
ば
、
同
じ
も
の
に
つ
い
て
の
前
の
見
解
と
後
の
見
解
が
不

思
議
な
ほ
ど
違
う
こ
と
に
驚
い
て
し
ま
う
。（
中
略
）
無
限
の
輝
き
を

感
じ
て
い
た
少
女
が
、
現
在
は
い
る
の
か
い
な
い
の
か
も
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
〕

こ
れ
は
「
意
識
」
が
絶
え
ず
変
化
を
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
物
事

の
認
識
が
そ
の
時
の
環
境
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
「
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
の

考
え
で
あ
り
、
全
て
の
漠
然
と
し
た
前
後
関
係
の
意
識
に
覆
わ
れ
た
考
え
」

と
し
て
、
あ
る
「
意
識
」
が
前
後
の
「
意
識
」
の
あ
り
方
と
密
接
な
関
連

に
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
先
の
「
態
度
」
の
引
用
に
「
腹
が

減
る
と
い
ふ
現
象
が
心
に
起
れ
ば
こ
そ
飯
が
旨
い
と
云
ふ
現
象
が
次
い
で

起
る
」
と
い
う
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
原
理
』
の
「
空
腹
か
満
腹
か
」

に
よ
っ
て
、
そ
の
認
識
の
あ
り
方
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
も
の
と

言
え
る
。
ま
た
「
態
度
」
の
先
の
引
用
の
後
に
は
、
「
昔
し
恋
を
し
た
女

を
十
年
立
つ
て
考
へ
る
と
、
な
ぜ
ま
あ
、
あ
れ
程
逆
上
ら
れ
た
も
の
か
な

あ
と
感
心
す
る
が
、
当
時
は
其
逆
上
が
尤
も
で
、
理
の
当
然
で
、
実
に
自

然
で
、
絶
対
に
価
値
の
あ
る
事
と
し
か
思
は
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
例
が

出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
『
原
理
』
に
あ
る
例
と
同
様
の
も
の
で
あ

る
。ま

た
「
態
度
」
の
「
後
の
一
歩
は
前
の
一
歩
の
趨
勢
に
応
ず
る
様
な
調

子
で
出
て
行
か
な
け
れ
ば
旨
く
行
か
な
い
」
と
い
う
記
述
も
、
『
原
理
』

の
次
の
部
分
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

N
ow

any
thought

the
quality

of
w
hose

fringe
lets

us
feel

our-

selves
'all

right,'is
an

acceptable
m
em

ber
of

our
thinking,

w
hat-

ever
kind

of
thought

it
m
ay

otherw
ise

be.
Provided

w
e
only

feel

it
to

have
a
place

in
the

schem
e
of

relations
in

w
hich

the
inter-

esting
topic

also
lies,

that
is
quite

sufficient
to
m
ake

of
it
a
rele-

vant
and

appropriate
portion

of
our

train
of

ideas. (
p.259-260

)

〔
ど
の
よ
う
な
考
え
で
あ
れ
、
そ
の
周
縁
部
が
「
よ
い
」
と
感
じ
さ

せ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の

考
え
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
の
思
考
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
。
あ
る
考
え
が
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
の
関
係
系
統
の
中
に
あ
る
と

感
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
観
念
の
流
れ
と
関
連
し
た
適
当
な
一
部
と
し

て
取
り
入
れ
る
の
に
全
く
十
分
な
の
で
あ
る
。
〕

こ
の
よ
う
に
『
原
理
』
に
お
い
て
も
新
し
い
考
え
が
、
そ
れ
ま
で
の
思

考
の
進
行
に
対
し
て
適
切
な
も
の
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た

り
、
退
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
重
松
が
「
有
力
な
証
左
」
と
し
て
指
摘
す
る
「
態
度
」
の
「
光

線
に
し
て
も
、
音
響
に
し
て
も
、
一
定
の
振
動
数
以
上
も
し
く
は
以
下
の



も
の
は
、
見
る
事
も
聞
く
事
も
出
来
な
い
」
と
い
う
点
も
『
原
理
』
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
「
意
識
の
流
れ
」
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

T
o
begin

at
the

bottom
,
w
hat

are
our

very
senses

them
selves

but

organs
of

selection?
O
ut
of

the
infinite

chaos
of

m
ovem

ents,
of

w
hich

physics
teaches

us
that

the
outer

w
orld

consists,
each

sense-organ
picks

out
those

w
hich

fall
w
ithin

certain
lim

its
of

velocity.
T
o
these

it
responds,

but
ignores

the
rest

as
com

pletely

as
if
they

did
not

exist.
（p.284

）

〔
最
も
簡
単
な
所
か
ら
始
め
れ
ば
、
私
た
ち
の
感
覚
そ
の
も
の
が
選

択
器
官
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
物
理
学
が
教
え
る
に
は
、

外
的
世
界
は
無
限
の
混
沌
と
し
た
運
動
に
よ
り
成
り
立
っ
て
お
り
、

そ
の
中
か
ら
、
各
感
覚
器
官
は
あ
る
一
定
限
度
の
速
度
の
範
囲
に
あ

る
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
は
反
応
す
る
が
、
残

り
の
も
の
は
ま
る
で
な
い
か
の
ご
と
く
完
全
に
無
視
す
る
の
で
あ
る
。
〕

こ
の
よ
う
に
す
で
に
『
原
理
』
に
お
い
て
、
感
覚
器
官
の
選
択
の
問
題
、

そ
の
認
識
が
「
一
定
限
度
の
速
度
の
範
囲
に
あ
る
も
の
」
と
限
界
が
あ
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
漱
石
は
、「
基
礎
」
で
す
で
に
「
あ

る
程
度
の
自
由
が
な
い
以
上
は
、又
幾
分
か
選
択
の
余
裕
が
な
い
な
ら
ば
」

（
傍
線
藤
本

以
下
同
）
と
述
べ
て
お
り
、
「
選
択
」
と
い
う
問
題
に
お
い
て

「
曖
昧
」
「
限
定
的
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

さ
ら
に
「
態
度
」
に
お
い
て
依
然
と
し
て
『
原
理
』
を
基
礎
と
し
て
い

た
こ
と
は
、
「
態
度
」
の
主
題
で
あ
る
創
作
家
の
態
度
に
つ
い
て
説
明
し

た
次
の
部
分
の
類
似
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

さ
う
し
て
此
取
捨
は
我
々
の
注
意
（
故
意
も
し
く
は
自
然
の
）
に
伴

つ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
注
意
の
向
き
案
排
も
し

く
は
向
け
具
合
が
即
ち
態
度
で
あ
る
と
申
し
て
も
差
支
な
か
ら
う
と

思
ひ
ま
す
。
（
注
意
そ
の
も
の
ゝ
性
質
や
発
達
は
茲
に
は
述
べ
ま
せ

ん
）
私
が
先
年
倫
敦
に
居
つ
た
時
、
此
間
亡
く
な
ら
れ
た
浅
井
先
生

と
市
中
を
歩
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。
其
時
浅
井
先
生
は
ど
の
町
へ
出

て
も
、
ど
の
建
物
を
見
て
も
、
あ
れ
は
好
い
色
だ
、
こ
れ
は
好
い
色

だ
、
と
、
と
う

く
家
へ
帰
る
迄
色
尽
し
で
御
仕
舞
に
な
り
ま
し
た
。

流
石
画
伯
丈
あ
つ
て
、
違
つ
た
も
の
だ
、
先
生
は
色
で
世
界
が
出
来

上
が
つ
て
る
と
考
へ
て
る
ん
だ
な
と
大
に
悟
り
ま
し
た
。（

ー

頁
）

184

185

漱
石
は
こ
の
後
、
ロ
ン
ド
ン
の
下
宿
で
往
来
を
歩
く
と
匙
を
必
ず
拾
っ

て
来
る
老
人
が
い
た
が
、
実
際
自
分
が
往
来
を
探
し
て
み
て
も
匙
が
全
く

見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
し
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
態
度

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
経
験
」
が
全
く
異
な
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
れ

は
『
原
理
』
の
次
の
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

A
m
an's

em
pirical

thought
depends

on
the

things
he

has
experi-

enced,
but

w
hat

these
shall

be
is
to
a
large

extent
determ

ined
by

his
habits

of
attention.

A
thing

m
ay

be
present

to
him

a
thou-

sand
tim

es,
but

if
he

persistently
fails

to
notice

it,
it
cannot

be

said
to

enter
into

his
experience.

[
... ]

E
ach

has
selected,

out

of
the

sam
e
m
ass

of
presented

objects,
those

w
hich

suited
his

private
interest

and
has

m
ade

his
experience

thereby.

（p.286-287

）

〔
人
の
経
験
的
な
考
え
は
経
験
し
た
物
事
に
よ
る
が
、
そ
れ
ら
が
ど

の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
の
習
慣
に
よ
っ
て

決
ま
る
の
で
あ
る
。
あ
る
も
の
が
百
遍
繰
り
返
し
て
目
前
に
現
れ
て



も
、
終
始
こ
れ
を
気
に
と
め
な
か
っ
た
ら
、
経
験
に
入
っ
た
と
は
言

え
な
い
。（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
同
じ
く
目
前
に
現
れ
た
膨
大
な

も
の
の
中
か
ら
、
自
ら
の
興
味
に
合
う
も
の
を
選
択
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
〕

略
し
た
部
分
で
は
、
四
人
の
人
間
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
を
し
た
際
、
一

人
は
服
装
や
色
彩
、
公
園
、
風
景
、
建
物
、
絵
画
、
彫
刻
な
ど
の
印
象
を

持
ち
帰
る
が
、
他
の
一
人
の
印
象
は
距
離
や
物
価
、
人
口
な
ど
の
実
用
的

な
統
計
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
他
の
一
人
は
劇
場
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
娯
楽

場
の
印
象
ば
か
り
で
あ
り
、
最
後
の
一
人
は
全
く
異
な
り
主
観
的
に
ば
か

り
考
え
て
い
る
と
い
う
例
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
る
「
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
形
成
す
る
」
「
注
意
の
習
慣
」
こ
そ
漱
石
が

「
態
度
」
で
問
題
に
す
る
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
他
い

く
つ
か
の
点
で
「
態
度
」
で
述
べ
ら
れ
る
「
意
識
」
の
見
解
と
『
原
理
』

の
記
述
と
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
態
度
」
の
「
意
識
」
に
つ

い
て
の
認
識
は
『
原
理
』
を
基
礎
と
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

。
(5)

最
後
に
「
「
自
由
意
思
」
否
定
の
「
揮
真
文
学
」
を
積
極
的
に
容
認
す

る
「
創
作
家
の
態
度
」
」
と
い
う
重
松
の
も
う
一
つ
の
指
摘
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
そ
れ
は
「
態
度
」
の
次
の
部
分
に
注
目
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
ゝ
迄
来
て
、
気
が
付
い
て
見
る
と
、
客
観
、
主
観
両
方
面
の
文
学

に
は
妙
な
差
違
が
籠
つ
て
居
り
ま
す
。
純
乎
と
し
て
真
の
み
を
あ
と

づ
け
様
と
す
る
文
学
に
在
つ
て
は
、
人
間
の
自
由
意
思
を
否
定
し
て

居
り
ま
す
。（
中
略
）
層
々
発
展
し
て
来
る
因
果
の
纏
綿
は
皆
自
然
の

法
則
に
よ
つ
て
出
来
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）

所
が
情
操
を
本
位
と
す
る
文
学
に
な
る
と
、
好
悪
が
あ
り
、
評
価
が

あ
る
ん
だ
か
ら
、
篇
中
人
物
の
行
為
は
自
由
意
志
で
発
現
さ
れ
た
も

の
と
判
じ
て
か
ゝ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
物
事
を
見
る
と
き
の
態
度
の
違
い
で

あ
り
、
そ
れ
を
「
真
」
と
し
て
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
が

「
因
果
」
に
よ
る
も
の
で
、「
自
由
意
思
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

同
じ
も
の
を
「
情
操
」
を
本
位
と
し
て
、
「
自
由
意
思
」
に
よ
る
も
の
と

し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
重
松
が
指

摘
す
る
よ
う
な
漱
石
が
「
意
識
の
選
択
作
用
」
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題

で
は
な
く
、
あ
る
現
象
を
「
客
観
的
」（
＝
「
因
果
」
に
よ
る
も
の
）
と
も
「
主

観
的
」（
＝
「
自
由
意
思
」
に
よ
る
も
の
）
と
も
ど
ち
ら
に
も
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
る
も
の
の
態
度
に
よ

り
同
一
の
現
象
が
ど
ち
ら
に
も
と
れ
る
こ
と
を
、
「
態
度
」
で
「
経
験
に

対
す
る
注
意
の
向
け
方
即
ち
態
度
一
つ
で
、
か
う
両
面
に
分
解
出
来
」
る

と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
現
状
の
日
本
に
お
い
て
は
、
行
為

を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
見
る
「
揮
真
文
学
」
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
の
で

あ
る
。

以
上
、「
態
度
」
の
「
意
識
」
の
認
識
が
、「
基
礎
」
と
同
じ
く
『
原
理
』

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
両
者
に
お
い
て
漱
石
は

基
本
的
に
同
じ
立
場
と
言
え
、
そ
の
差
異
の
原
因
を
「
意
識
」
の
認
識
に

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四

「
基
礎
」
と
「
態
度
」
の
関
係
性
に
つ
い
て

両
評
論
に
お
い
て
「
真
」
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
も
、
「
意
識
」
の



問
題
に
つ
い
て
も
決
定
的
な
違
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
両
者
に
お

い
て
漱
石
の
基
本
的
な
認
識
に
変
化
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
基

礎
」
に
お
い
て
結
論
と
し
て
主
張
さ
れ
る
「
還
元
的
感
化
」
と
、「
態
度
」

に
お
け
る
「
情
操
文
学
」
の
役
割
の
類
似
性
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
「
基
礎
」
の
「
還
元
的
感
化
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

文
芸
が
極
致
に
達
し
た
と
き
に
、
之
に
接
す
る
も
の
は
、
も
し
之
に

接
し
得
る
丈
の
機
縁
が
熟
し
て
居
れ
ば
、
還
元
的
感
化
を
受
け
ま
す
。

此
還
元
的
感
化
は
文
芸
が
吾
人
に
与
へ
得
る
至
大
至
高
の
感
化
で
あ

り
ま
す
。
機
縁
が
熟
す
と
云
ふ
意
味
は
、
此
極
致
文
芸
の
う
ち
に
あ

ら
は
れ
た
る
理
想
と
、
自
己
の
理
想
と
が
契
合
す
る
場
合
か
、
も
し

く
は
之
に
引
つ
け
ら
れ
た
る
自
己
の
理
想
が
、
新
し
き
点
に
於
て
、

深
き
点
に
於
て
、
も
し
く
は
広
き
点
に
於
て
、
啓
発
を
受
く
る
刹
那

に
大
悟
す
る
場
合
を
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。（
第
二
十
五
回
）

次
に
「
態
度
」
の
「
情
操
文
学
」
を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
。

著
書
の
趣
味
が
深
厚
博
大
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
深
厚
博
大
の
趣
味
が

あ
ら
は
れ
る
訳
に
な
り
ま
す
か
ら
、
え
ら
い
人
が
此
種
の
文
学
を
か

い
て
、
え
ら
い
人
の
人
格
に
感
化
を
受
け
た
い
と
云
ふ
人
が
出
て
来

て
、
双
方
が
ぴ
た
り
合
へ
ば
、
深
厚
博
大
の
趣
味
が
波
動
的
に
伝
つ

て
行
つ
て
、
一
篇
の
著
書
も
大
い
な
る
影
響
を
与
へ
る
事
が
で
き
ま

す
。（

頁
）

231

前
者
の
「
も
し
之
に
接
し
得
る
丈
の
機
縁
が
熟
し
て
居
れ
ば
」
と
い
う

の
は
、
後
者
の
「
え
ら
い
人
の
人
格
に
感
化
を
受
け
た
い
と
云
ふ
人
が
出

て
来
て
、
双
方
が
ぴ
た
り
合
へ
ば
」
と
い
う
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で

あ
り
、
ま
た
前
者
の
「
自
己
の
理
想
が
、
新
し
き
点
に
於
て
、
深
き
点
に

於
て
、
も
し
く
は
広
き
点
に
於
て
、
啓
発
を
受
く
る
刹
那
に
大
悟
す
る
」

と
い
う
の
は
後
者
の
「
深
厚
博
大
の
趣
味
が
波
動
的
に
伝
つ
て
行
つ
て
」

と
い
う
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
「
基
礎
」
に
お

け
る
「
還
元
的
感
化
」
と
「
態
度
」
に
お
け
る
「
情
操
文
学
」
の
効
果
と

し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
近
い
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
し
、

「
基
礎
」
に
お
い
て
は
「
真
に
対
す
る
理
想
」
を
含
む
「
四
つ
の
理
想
」

が
す
べ
て
平
等
な
も
の
と
さ
れ
た
上
で
「
還
元
的
感
化
」
が
主
張
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
「
基
礎
」
の
「
還
元
的
感
化
」
に
は
、
「
態
度
」
に
お
け

る
「
状
態
の
変
化
を
知
ら
せ
る
」
と
い
う
「
揮
真
文
学
」
の
役
割
も
含
ま

れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
「
基
礎
」
で
「
四
種
の
理
想
」
に
よ
る
「
還
元
的
感
化
」
が
主

張
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
「
態
度
」
に
お
い
て
「
四
種
の
理
想
」
の
中
か
ら

「
真
に
対
す
る
理
想
」
の
文
芸
、
つ
ま
り
「
揮
真
文
学
」
の
役
割
が
当
時

の
日
本
の
現
状
分
析
を
も
と
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
両
者
の
関

係
は
、
「
基
礎
」
を
土
台
と
し
て
「
態
度
」
で
現
在
必
要
と
さ
れ
る
文
学

を
主
張
す
る
と
い
う
、
連
続
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
こ
の
問
題
の
大
本
で
あ
る
『
虞
美
人
草
』
以
前
と
『
坑

夫
』
、『
三
四
郎
』
以
後
の
作
品
の
違
い
は
瞭
然
で
あ
る
。
相
原
の
指
摘
す

る
よ
う
に
、
「
基
礎
」
が
『
虞
美
人
草
』
以
前
に
、
「
態
度
」
が
『
坑
夫
』

以
後
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
差
異
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、二
つ
の
評
論
の
差
異
に
何
を
見
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
平
岡
敏
夫
（
「
「
虞
美
人
草
」
か
ら
「
坑
夫
」「
三
四
郎
」
へ
」（
『
漱
石
序
説
』

塙
書
房
、
昭
和

・

）
）
の
指
摘
を
参
照
し
た
い
。
こ
こ
で
平
岡
は
、
越
智

51
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治
雄
（
「
『
三
四
郎
』
の
青
春
」（『
漱
石
私
論
』
角
川
書
店
、
昭

・

）
）
の
『
坑
夫
』
、
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『
三
四
郎
』
を
「
疑
い
も
な
く
漱
石
は
こ
の
二
作
に
お
い
て
外
界
と
内
界

が
異
様
に
在
来
の
秩
序
を
失
っ
て
み
え
始
め
る
と
こ
ろ
を
、
と
ら
え
て
い

る
」
と
す
る
指
摘
を
「
十
分
首
肯
で
き
る
」
と
し
た
上
で
、
漱
石
は
「
文

明
」
に
対
し
て
「
固
定
的
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」

と
し
つ
つ
、
こ
の
『
虞
美
人
草
』
か
ら
『
坑
夫
』
の
変
化
に
つ
い
て
「
現

実
（
文
明
）
の
変
化
進
行
が
漱
石
（
の
文
明
批
評
）
を
し
て
新
し
い
方
法

を
自
覚
せ
し
め
る
に
至
っ
た
」
と
述
べ
る
。
越
智
の
「
在
来
の
秩
序
を
失

っ
て
み
え
始
め
る
と
こ
ろ
」
を
平
岡
は
「
現
実
（
文
明
）
の
変
化
進
行
」

と
述
べ
る
が
、
共
通
す
る
の
は
漱
石
が
こ
の
時
期
に
社
会
的
な
変
化
を
極

め
て
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、「
態

度
」
の
主
張
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

漱
石
は
「
態
度
」
に
お
い
て
「
情
操
文
学
の
目
的
は
情
操
を
維
持
し
、

啓
発
し
、
又
向
上
化
す
る
に
あ
る
」
も
の
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
「
孝
」

を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
「
孝
と
云
ふ
情
操
の
評
価
」
が
変
化
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
以
前
と
同
様
の
評
価
を
与
え
て
評
価
す
る
な
ら
「
時
勢
後
れ
」

に
な
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

こ
う
云
ふ
風
に
評
価
が
変
つ
て
行
く
の
は
つ
ま
る
所
、
前
に
云
つ
た

社
会
状
態
の
変
化
に
基
い
た
結
果
に
外
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
此
状
態
の
変
化
を
知
り
さ
え
す
れ
ば
、
旧
来
の
評
価
を
墨
守
す

る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
之
を
知
ら
ね
ば
こ
そ
煩
悶
が
起
つ
た
り

矛
盾
が
起
つ
た
り
し
て
苦
し
む
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
云
ふ
時
に
誰

か
眼
の
明
き
ら
か
な
人
が
、
此
状
態
の
変
化
を
知
ら
せ
る
、

―
即

ち
客
観
的
に
叙
述
す
れ
ば
、
読
者
は
は
あ
成
程
と
思
ふ
の
で
、
大
変

な
解
脱
に
な
り
ま
す
。（

頁
）
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こ
こ
で
漱
石
は
「
揮
真
文
学
」
を
「
社
会
状
態
の
変
化
」
を
「
知
ら
せ

る
」
と
い
う
意
義
の
も
と
に
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
の
日
本
で
は
、

「
社
会
状
態
の
変
化
」
か
ら
「
旧
来
の
評
価
」
が
変
化
し
て
い
る
、
つ
ま

り
様
々
な
価
値
観
が
激
し
く
変
わ
っ
て
い
る
た
め
、
「
此
状
態
の
変
化
を

知
ら
せ
る
」「
揮
真
文
学
」
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
態
度
」
に
お
け
る
「
情
操
文
学
」
に
比
較
し
て
の
「
揮
真
文
学
」
の
重

要
性
の
主
張
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
日
本
に
お
け
る
「
社
会

状
態
の
変
化
」
の
激
し
さ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
価
値
観
の
変
化
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
こ
そ
が
、
先
の
二
氏
の
指
摘
で
あ
る
「
現

実
（
文
明
）
の
変
化
進
行
」
、
「
在
来
の
秩
序
を
失
っ
て
」
い
る
こ
と
の
具

体
的
な
様
相
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
「
基
礎
」
か
ら
「
態
度
」
に
お
け
る
、
「
真
」
に
対
す
る
立
脚

点
の
違
い
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
社
会
状
態
の
変
化
、
特
に

従
来
の
道
徳
的
な
価
値
観
の
変
化
と
い
う
問
題
へ
の
認
識
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
の
認
識
か
ら
、
「
真
」
を
描
く
文
学
の
意
義
、
「
眼
の
明
き
ら
か
な

人
が
、
此
状
態
の
変
化
を
知
ら
せ
る
」
と
い
う
役
割
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
稿
第
二
節
で
指
摘
し
た
、「
基
礎
」
と
「
態
度
」

に
お
け
る
「
真
」
に
対
す
る
認
識
が
、
「
基
礎
」
で
は
「
あ
ら
か
じ
め
吾

人
の
予
想
し
た
因
果
律
と
一
致
す
る
」
と
い
う
描
き
方
が
一
定
の
評
価
を

与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
「
態
度
」
で
は
低
い
評
価
を
与
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
も
の
と
言
え
る
。

五

「
基
礎
」
に
お
け
る
イ
プ
セ
ン
の
影
響



以
上
の
よ
う
に
「
基
礎
」
と
「
態
度
」
の
関
係
を
ま
と
め
た
上
で
、
最

後
に
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
イ
プ
セ
ン
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。

拙
稿
「
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
出
）
に
お
い
て
、
漱

石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
は
明
治
四
十
年
頃
を
境
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
、
そ
の
時
期
を
前
後
と
し
て
イ
プ
セ
ン
に
対
す
る
発
言
に
変
化

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
「
基
礎
」
と
「
態

度
」
の
違
い
に
併
行
す
る
も
の
と
言
え
る
。

「
基
礎
」
に
お
い
て
漱
石
は
、
高
い
「
理
想
」
を
有
し
た
文
芸
家
が
作

物
を
通
し
て
「
還
元
的
感
化
」
を
与
え
る
こ
と
を
文
芸
の
目
的
と
し
て
い

た
。
こ
こ
で
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
文
芸
家
の
あ
り
方
を
「
尤
も
深
き
理
想

を
実
現
す
る
人
を
、
深
刻
に
人
世
に
触
れ
た
人
と
申
し
ま
す
」（
第
二
十
五

回
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
人
世
に
触
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い

る
。こ

の
「
人
世
に
触
れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
『
鶏
頭
』
序
」（
「
東
京
朝

日
新
聞
」
明

・

・

）
に
お
い
て
「
触
れ
る
」
と
し
て
同
様
の
意
味
で

40
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使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
文
芸
家
の
代
表
者
と
し
て
イ
プ
セ
ン
の
名

前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
漱
石
は
、
小
説
を
「
余
裕
の
あ
る
小
説
」

と
「
余
裕
の
な
い
小
説
」
と
に
分
け
、
虚
子
の
『
鶏
頭
』
を
「
余
裕
の
あ

る
小
説
」
と
し
て
評
価
す
る
一
方
、
「
余
裕
の
な
い
小
説
」
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

た
と
へ
ば
イ
ブ
セ
ン
の
脚
本
を
小
説
に
直
し
た
様
な
も
の
を
云
ふ
の

で
あ
る
。
大
い
に
触
れ
た
も
の
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
所
謂
イ
ブ
セ
ン

の
書
い
た
も
の
抔
は
先
ず
吾
人
の
一
生
の
浮
沈
に
関
す
る
様
な
非
常

な
大
問
題
を
つ
ら
ま
へ
て
来
て
其
問
題
の
解
決
が
し
て
あ
る
。
し
か

も
其
解
決
が
普
通
の
我
々
が
解
決
す
る
様
な
月
並
で
な
く
つ
て
へ
え

と
驚
ろ
く
様
な
解
決
を
さ
せ
る
事
が
あ
る
。
人
は
之
を
称
し
て
第
一

義
の
道
念
に
触
れ
る
と
も
、人
生
の
根
元
に
徹
す
る
と
も
評
し
て
居
る
。

「
第
一
義
の
道
念
に
触
れ
る
」、「
人
生
の
根
元
に
徹
す
る
」
と
い
っ
た
意

味
で
の
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
観
は
、
次
の
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
六
日
付

の
鈴
木
三
重
吉
に
宛
て
た
書
簡
と
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
る
。

只
き
れ
い
に
う
つ
く
し
く
暮
ら
す
即
ち
詩
人
的
に
く
ら
す
と
い
ふ
事

は
生
活
の
意
義
の
何
分
一
か
知
ら
ぬ
が
矢
張
り
極
め
て
僅
少
な
部
分

か
と
思
ふ
。
で
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
。
あ
れ
も
い
ゝ

が
矢
張
り
今
の
世
界
に
生
存
し
て
自
分
の
よ
い
所
を
通
さ
う
と
す
る

に
は
ど
う
し
て
も
イ
プ
セ
ン
流
に
出
な
く
て
は
い
け
な
い
。

こ
の
書
簡
の
「
イ
プ
セ
ン
流
」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
漱
石

と
イ
プ
セ
ン
の
親
和
性
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
「
野
分
」

成
立
の
一
側
面
」（
「
近
代
文
学
論
集
」
平

・

）
で
考
察
し
た
。
イ
プ
セ
ン

21
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「
人
民
の
敵
」（A

n
E
nem

y
of
the
society

）

の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
演
説
部
分
、

(6)

「
は
る
か
に
遠
く
ま
で
進
ん
」
だ
少
数
が
、
「
決
し
て
追
い
つ
く
こ
と
が

で
き
な
い
」
大
多
数
に
対
し
て
、
「
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
真
実

の
た
め
に
戦
う
」
と
い
う
構
図
が
、『
文
学
論
』（
大
倉
書
店
、
明

・

）「
第
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五
編

集
合
的
Ｆ
」
の
「
天
才
的
意
識
」
と
「
模
擬
的
意
識
」
の
関
係
、

一
時
代
の
「
集
合
意
識
」
の
形
成
に
お
い
て
先
駆
的
役
割
を
果
た
す
「
天

才
的
意
識
」
と
周
り
を
模
倣
し
て
後
か
ら
つ
い
て
く
る
「
模
擬
的
意
識
」

の
あ
り
方
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
、
漱
石
の
感
じ
て
い
た
親
和
性
の
根

底
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
基
礎
」
に
お
い
て
、
文
芸
家
が
「
新
し



い
理
想
」
「
深
き
理
想
」「
広
き
理
想
」
を
実
現
す
る
人
で
あ
り
、
周
囲
の

人
々
に
「
還
元
的
感
化
」
を
与
え
る
存
在
と
さ
れ
る
の
は
、
『
文
学
論
』

の
「
集
合
的
Ｆ
」
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
と
言
え
る
。
つ
ま
り
「
人
間
と

し
て
も
尤
も
高
く
且
つ
尤
も
広
き
理
想
を
有
し
た
」
文
芸
家
が
、
「
如
何

に
し
て
活
き
べ
き
か
の
問
題
を
解
釈
し
て
」
「
平
民
に
生
存
の
意
義
を
教

へ
る
」
と
い
う
「
還
元
的
感
化
」
を
与
え
る
も
の
と
す
る
「
基
礎
」
の
主

張
の
根
底
に
は
、
イ
プ
セ
ン
受
容
に
よ
る
文
芸
家
像
の
形
成
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

六

「
態
度
」
に
お
け
る
イ
プ
セ
ン
の
影
響

本
稿
第
四
節
で
、
漱
石
が
「
態
度
」
に
お
い
て
、
「
揮
真
文
学
」
の
必

要
性
を
説
い
た
の
は
当
時
の
日
本
に
お
け
る
「
社
会
状
態
の
変
化
」
の
激

し
さ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
旧
来
の
評
価
を
墨
守
す
る
必
要
が
な
く
な
」

っ
た
と
い
う
価
値
観
の
変
化
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上

で
漱
石
は
、
今
日
の
文
芸
の
課
題
と
し
て
、
「
今
迄
の
小
説
や
戯
曲
に
あ

ら
は
れ
た
よ
り
も
遙
か
に
種
ゝ
な
形
相
」
を
含
ん
だ
「
全
性
格
の
描
写
」

や
「
心
理
状
態
の
解
剖
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社

会
状
態
の
変
化
へ
の
関
心
が
、
「
全
性
格
の
描
写
」
や
「
心
理
状
態
の
解

剖
」
と
い
う
具
体
的
な
課
題
に
つ
な
が
る
点
に
、
イ
プ
セ
ン
の
受
容
の
影

響
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
で
注
目
し
た
い
の
が
、
談
話
「
愛
読
せ
る
外
国
の
小
説
戯
曲
」

（
「
趣
味
」
明

・

）
で
あ
る
。
こ
の
談
話
で
は
ま
ず
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク

41

1

（M
.M

aeterlinck

）
の
戯
曲
論
（
「
近
代
の
戯
曲
（T

he
M
odern

D
ram

a

）
」）
の
内

容
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
劇
が
か
つ
て
の
よ
う
な
詩
的
装
飾
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
か
わ
り
に
道
徳
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述

べ
た
上
で
、
多
く
の
劇
に
お
い
て
は
扱
わ
れ
る
道
徳
問
題
が
最
初
か
ら
解

決
済
み
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
イ
プ
セ
ン
は
「
意
識
の
奥
」
へ
「
構

は
ず
切
り
込
ん
で
先
へ
進
」
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
意
識
の
尤
も
明
ら
か

に
進
ん
だ
人
物
」
を
描
い
た
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
イ
プ
セ
ン
作
品
の
人

物
は
「
俗
流
」
の
義
務
と
す
る
と
こ
ろ
を
「
義
務
と
す
る
に
足
ら
ぬ
義
務
」

と
見
抜
く
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
イ
プ
セ
ン
は
「
吾
人
を
人
間
意
識

の
甚
深
の
急
所
迄
連
れ
込
ん
で
行
く
」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
紹
介
の

後
で
、
漱
石
は
こ
の
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
劇
評
を
「
大
変
面
白
い
」
と
評

価
す
る
。
す
で
に
拙
稿
「
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
出
）

で
も
指
摘
し
た
が
、
道
徳
問
題
が
「
意
識
の
奥
」
へ
「
切
り
込
ん
で
」
行

く
、
つ
ま
り
「
心
理
状
態
の
解
剖
」
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
と
い
う
点

が
「
態
度
」
の
問
題
意
識
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
「
態
度
」
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
談
話
で
注
目
し
た

い
の
は
、『
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
』（H

edda
G
abler

）
の
主
人
公
で
あ
る
ヘ

ッ
ダ
の
扱
い
の
変
化
で
あ
る
。
「
基
礎
」
で
は
、
「
ヘ
ダ
・
ガ
ブ
レ
ル
と
云

ふ
女
は
何
の
不
足
も
な
い
の
に
、
人
を
欺
い
た
り
、
苦
し
め
た
り
、
馬
鹿

に
し
た
り
、
ひ
ど
い
真
似
を
や
る
、
徹
頭
徹
尾
不
愉
快
な
女
」（
第
十
八
回
）

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ヘ
ッ
ダ
の
理
解
不
可
能
な
行
動
が
「
不
愉
快
」
と

い
う
言
葉
で
括
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
愛
読
せ
る
外
国
の
小
説

戯
曲
」
で
は
、
「
約
束
的
な
解
決
以
上
に
道
徳
問
題
の
解
釈
の
方
法
が
あ

る
と
云
ふ
教
訓
を
与
へ
る
」
が
、
「
考
へ
る
と
馬
鹿
気
た
気
狂
染
み
た
人

間
」
の
代
表
例
と
し
て
と
し
て
「
ヘ
ツ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
」
の
名
前
が
挙
が
っ



て
お
り
、
ヘ
ッ
ダ
の
理
解
不
可
能
な
行
動
、
一
見
狂
気
と
も
思
わ
れ
る
行

動
に
新
た
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
の
変
化
は
「
近
代
の
戯
曲
」
の
こ
の
部
分
に
関
係
が

深
い
も
の
と
思
わ
れ
る

。
(7)

A
gain,

this
enlightened

consciousness
w
ill

yield
to

infinitely

few
er

law
s,
adm

it
infinitely

few
er

doubtful
or

harm
ful

duties.

T
here

is,
one

m
ay

say,
scarcely

a
falsehood

or
error,

a
prejudice,

half-truth
or

convention,
that

is
not

capable
of

assum
ing,

that

dose
not

actually
assum

e,
w
hen

the
occasion

presents
itself,

the

form
of

a
duty

in
an

uncertain
consciousness.

It
is
thus

that

honour,
in

the
chivalrous,

conjugal
sense

of
the

w
ord

(
I
refer

to
the

honour
of

the
husband,

w
hich

is
supposed

to
suffer

by
the

infidelity
of

the
w
ife )

,
that

revenge,
a
kind

of
m
orbid

prudish-

ness,
pride,

vanity,
piety

to
certain

gods,
and

a
thousand

other

illusions,
have

been,
and

still
rem

ain,
the

unquenchable
source

of
a
m
ultitude

of
duties

that
are

regarded
as

absolutely
sacred,

absolutely
incontrovertible,

by
a
vast

num
ber

of
inferior

con-

sciousnesses. (p.106-107

、
イ
タ
リ
ッ
ク
体

藤
本)

〔
こ
の
賢
明
な
意
識
は
、
法
律
に
屈
す
る
こ
と
、
虚
偽
や
有
害
な
義

務
を
認
め
る
は
ほ
ぼ
な
い
。
虚
言
や
間
違
い
、
偏
見
、
一
部
し
か
真

実
で
な
い
も
の
、
因
習
な
ど
、
あ
る
状
況
に
お
い
て
ぼ
ん
や
り
と
し

た
意
識
を
も
つ
人
々
に
義
務
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
、
受
け

入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
実
際
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
な
い
も

の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
と
も
言
え
る
。
言
葉
と
し

て
は
婚
姻
的
な
意
味
で
の
騎
士
道
の
名
誉
（
こ
れ
は
妻
の
不
貞
に
よ

り
傷
つ
け
ら
れ
る
夫
の
名
誉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）
、
復
讐
、
病

的
な
貞
操
、
誇
り
、
虚
栄
、
特
定
の
神
へ
の
哀
情
、
こ
れ
ら
は
大
多

数
の
劣
等
な
意
識
に
よ
っ
て
完
全
に
神
聖
視
さ
れ
、
全
く
議
論
の
余

地
の
な
い
も
の
と
さ
れ
る
多
く
の
義
務
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
源
で

あ
っ
た
し
、
い
ま
だ
に
存
在
し
続
け
て
い
る
。
〕

「
愛
読
せ
る
外
国
の
小
説
戯
曲
」
の
「
約
束
的
な
解
決
以
上
に
道
徳
問

題
の
解
釈
の
方
法
が
あ
る
と
云
ふ
教
訓
を
与
へ
る
」
と
い
う
の
は
、
「
ぼ

ん
や
り
と
し
た
意
識
を
も
つ
人
々
に
義
務
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の

は
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
実
際
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
な

い
も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
」
と
い
う
点
と
関
連
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
賢
明
な
意
識
」
が
、
「
大
多
数
の
劣
等
な

意
識
」
が
義
務
と
す
る
よ
う
な
も
の
を
義
務
と
考
え
な
い
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
、
本
稿
第
五
節
で
確
認
し
た
進
ん
だ
少
数
と

遅
れ
て
く
る
大
多
数
と
い
う
構
図
と
同
様
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り

先
の
構
図
を
維
持
し
た
ま
ま
、
進
ん
だ
少
数
が
「
義
務
と
す
る
に
足
ら
ぬ

義
務
」
を
見
抜
く
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
愛
読
せ
る

外
国
の
小
説
戯
曲
」
で
ヘ
ッ
ダ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

早
い
話
が
ヘ
ツ
ダ
、ガ
ブ
ラ
な
ん
て
女
は
日
本
に
到
底
居
や
し
な
い
。

日
本
は
愚
か
、
イ
プ
セ
ン
の
生
れ
た
所
に
だ
つ
て
ゐ
る
気
づ
か
い
は

な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
イ
プ
セ
ン
劇
に
な
る
の
で
あ
る
。
只
こ
ん
な
底

抜
を
つ
ら
ま
へ
て
来
て
さ
も
生
き
て
居
る
様
に
、
隣
に
住
ん
で
ゐ
る

様
に
、
自
分
と
交
際
し
て
居
る
様
に
か
く
の
が
イ
ブ
セ
ン
の
芸
術
家



た
る
所
、
一
大
巨
匠
た
る
所
以
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
ヘ
ッ
ダ
」
が
現
実
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

う
意
味
で
の
現
実
性
の
な
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
プ
セ
ン
の

劇
を
「
泣
け
な
い
」
と
し
た
談
話
「
近
作
小
説
二
三
に
就
て
」（
「
新
小
説
」

明

・

）
に
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
る
。
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6或
る
解
釈
か
ら
い
へ
ば
、
渠
の
作
は
其
社
会
的
哲
学
の
具
体
的
表
現

に
過
な
い
。
而
し
て
其
哲
理
は
中
々
に
意
味
が
あ
る
。
ま
た
尤
も
で

あ
る
。
或
は
俗
流
よ
り
一
歩
も
二
歩
も
先
に
出
て
居
る
と
も
い
は
れ

る
。
然
れ
ど
も
其
哲
理
が
情
操
化
さ
れ
て
居
ら
な
い
。
従
つ
て
此
哲

理
に
由
つ
て
行
動
す
る
人
物
が
躍
然
と
し
て
出
て
も
、
尤
も
だ
と
は

思
は
れ
て
も
、
行
動
が
無
理
は
な
い
位
ま
で
は
行
け
て
も
、
新
し
い

位
迄
は
感
心
さ
れ
て
も
、
急
に
故
い
世
界
か
ら
組
織
の
異
つ
た
世
の

中
へ
出
た
様
な
気
持
ち
が
し
て
も
、

―
ど
う
も
泣
け
な
い
。
其
泣

け
な
い
の
は
篇
中
の
人
物
の
実
行
す
る
主
義
道
徳
が
未
だ
一
般
に
情

操
化
さ
れ
て
居
ら
な
い
。

漱
石
は
イ
プ
セ
ン
の
作
る
人
物
の
現
実
性
の
な
さ
に
、
「
篇
中
の
人
物

の
実
行
す
る
主
義
道
徳
が
未
だ
一
般
に
情
操
化
さ
れ
て
居
ら
な
い
」
と
い

う
問
題
を
見
る
。
こ
の
発
言
は
時
に
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
作
品
に
対
す
る
批

判
と
し
て
読
ま
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
漱
石
は
イ
プ
セ

ン
の
描
く
人
物
に
つ
い
て
、
「
情
操
」
と
し
て
は
つ
い
て
い
け
な
い
が
、

一
方
で
「
尤
も
だ
」
、
「
行
動
が
無
理
は
な
い
」
と
「
知
」
に
お
い
て
は
納

得
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
愛
読
せ
る
外
国
の
小
説
戯
曲
」
で
「
さ

も
生
き
て
居
る
様
に
」
描
く
と
い
う
イ
プ
セ
ン
作
品
に
対
す
る
評
価
と
あ

わ
せ
て
、
「
田
山
花
袋
君
に
答
ふ
」（
「
国
民
新
聞
」
明

・

）
で
「
拵
へ
も
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の
を
苦
に
せ
ら
る
ゝ
よ
り
も
、
活
き
て
居
る
と
し
か
思
へ
ぬ
人
間
や
、
自

然
と
し
か
思
へ
ぬ
脚
色
を
拵
へ
る
方
を
苦
心
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
」
と

述
べ
た
主
張
に
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
「
主
義
道
徳
が
未

だ
一
般
に
情
操
化
さ
れ
て
居
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
道
徳
問
題
に
お
け

る
イ
プ
セ
ン
作
品
の
先
駆
性
を
認
め
る
発
言
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

『
文
学
論
』
に
お
い
て
「
天
才
的
意
識
」
と
「
模
擬
的
意
識
」
の
差
異
を

「
内
容
の
質
に
あ
ら
ず
し
て
其
先
後
な
り
」（
第
五
編

第
一
章
）
と
、
「
天

才
的
意
識
」
の
時
代
の
先
駆
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
道
徳

問
題
に
お
け
る
先
駆
性
を
イ
プ
セ
ン
作
品
に
見
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
道
徳
問
題
に
お
け
る
先
駆
的
な
「
意
識
」
を
持
つ
人
物
を
、

「
尤
も
だ
」
「
行
動
が
無
理
は
な
い
」
と
し
て
「
知
」
に
訴
え
る
よ
う
に

描
く
文
芸
の
あ
り
方
は
、「
態
度
」
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
「
揮
真
文
学
」

が
、
「
客
観
的
関
係
を
明
め
る
に
つ
け
て
出
る
」
よ
う
な
「
は
あ
成
程
」

と
い
う
「
感
心
」
で
で
き
あ
が
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
社
会
状
態
の
変
化

を
知
ら
せ
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
先
駆
的
な
人
物
を
描
く
上
で
必
要
と
さ
れ
た
の
が
「
意
識
の
奥
」
へ

「
切
り
込
ん
で
先
へ
進
」
む
こ
と
な
の
だ
。
「
真
」
を
描
く
こ
と
で
世
の

中
の
価
値
観
の
変
化
を
知
ら
せ
る
、
そ
の
た
め
に
「
心
理
状
態
の
解
剖
」

や
「
全
性
格
の
描
写
」
を
文
芸
の
役
割
と
す
る
漱
石
の
文
学
観
の
形
成
に

お
い
て
、
イ
プ
セ
ン
受
容
は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

以
上
、
「
基
礎
」
、
「
態
度
」
と
も
に
漱
石
の
文
学
活
動
に
お
い
て
、
イ

プ
セ
ン
の
影
響
が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
今

後
、
具
体
的
な
作
品
に
対
す
る
イ
プ
セ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
、
稿
を
改
め

て
論
じ
た
い
と
思
う
。



【
注
記
】

本
稿
に
お
い
て
、
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
作
品
の
受
容
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
イ
プ
セ

1
ン
の
作
品
の
み
で
な
く
、
イ
プ
セ
ン
に
つ
い
て
書
か
れ
た
評
論
な
ど
も
含
め
て
考
察

す
る
。
よ
っ
て
「
イ
プ
セ
ン
と
の
関
係
」
や
「
イ
プ
セ
ン
受
容
」
な
ど
の
「
イ
プ
セ

ン
」
は
そ
れ
ら
を
含
め
た
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、
「
イ
プ
セ
ン
に
関
す
る
発
言
」
の
よ

う
に
実
際
の
イ
プ
セ
ン
に
近
い
意
味
の
も
の
に
つ
い
て
も
「
イ
プ
セ
ン
」
と
表
記
す

る
が
、
本
稿
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
イ
プ
セ
ン
」
の
意
味
を
細
か
く
分
け
て
考
え

る
必
要
性
が
薄
い
と
考
え
、
表
記
上
の
区
別
を
し
て
い
な
い
。

漱
石
の
文
章
の
う
ち
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
は
、
基
本
的
に
同
時

2
期
、
も
し
く
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
便
宜
の
た
め
、
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
の
書
誌
情
報
は
省
略
す
る
。

「
態
度
」
は
分
割
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
便
宜
の
た
め
引
用
に
使
用
し
た
『
漱
石
全

3
集

第
十
六
巻
』
の
頁
数
を
表
記
す
る
。

本
稿
で
の
『
心
理
学
原
理
』
の
引
用
は
、The

P
rinciples

of
P
sychology.

N
ew

4

Y
ork:cosim

o.
2007.

に
よ
る
。
引
用
の
後
の
頁
数
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
漱
石
旧
蔵
書
の
も
の
は
、The
P
rinciples

of
P
sychology.

L
ondon:M

acm
illan

&

C
o.

1901.

で
あ
る
。
ま
た
訳
文
はThe

P
rinciples

of
P
sychology

の
簡
略
版

P
sychology,

briefer
course

を
訳
し
た
『
心
理
学
』（
今
田
恵
訳
、
岩
波
書
店
、
昭
和

・

）
を
参
照
し
た
拙
訳
で
あ
る
。

14

7
本
稿
は
重
松
の
「
態
度
」
に
お
け
る
「
意
識
」
の
認
識
を
『
諸
相
』
と
結
び
つ
け
る

5
考
え
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
重
松
が
同
論
文
で
主
張
す
る
『
諸
相
』
の
「
潜
在

意
識
」
の
問
題
と
『
坑
夫
』
の
「
潜
伏
者
」
の
問
題
、
ま
た
重
松
が
一
貫
し
て
追
究

す
る
漱
石
作
品
の
「
潜
在
意
識
」
の
問
題
と
の
つ
な
が
り
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
断
っ
て
お
く
。

「
人
民
の
敵
」
を
漱
石
が
読
ん
だ
の
は
留
学
時
期
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿
「
漱
石
の

6
イ
プ
セ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
出
）
参
照
）。

本
稿
で
の
「
近
代
の
戯
曲
」
の
引
用
は
、The

D
ouble

G
arden.

T
ranslated

by

7

A
lexander

T
eixeira

de
M
attos.

L
ondon:G

eorge
A
llen.

1904.

所
収
の"T

he

M
odern

D
ram

a"

に
よ
る
。
漱
石
旧
蔵
書
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
近
代
の
戯

曲
」
は
当
時
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。（
平
野
万
里
訳
「
近
代
の
戯
曲
」
（
「
明
星
」
明

・
39

）
、
相
馬
御
風
訳
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
近
代
戯
曲
論
』
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明

6
・

）
）
。
訳
文
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
参
照
し
た
拙
訳
で
あ
る
。
邦
題
は
平
野
の

40

11

も
の
に
よ
っ
た
。

※

漱
石
の
作
品
、
評
論
、
書
簡
、
談
話
等
の
引
用
は
、
全
て
岩
波
書
店
最
新
版
の
『
漱

石
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
平

・

―
平

・

）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お

5

12

16

10

け
る
イ
プ
セ
ン
作
品
の
英
題
は
、
漱
石
旧
蔵
書
の
も
の
に
よ
っ
た
。
ま
た
邦
題
は
『
世

界
文
学
大
事
典

第
一
巻
』
（
全
六
冊
、
集
英
社
、
平
成

・

）
の
毛
利
三
彌
執
筆

8

10

「
イ
プ
セ
ン
」
の
項
目
の
も
の
に
よ
っ
た
。
引
用
文
に
お
い
て
、
原
文
に
あ
っ
た
振

り
仮
名
や
傍
点
、
英
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
な
ど
は
特
に
断
り
が
無
い
も
の
の
他
は
省

い
て
い
る
。
ま
た
論
文
の
副
題
を
割
愛
し
た
。

（
近
畿
大
学
非
常
勤
講
師
）


