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一
、
は
じ
め
に

漱
石
は
日
本
の
近
代
化
と
西
欧
の
近
代
化
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
『
現

代
日
本
の
開
化
』(

夏
目
漱
石
「
現
代
日
本
の
開
花
」『
漱
石
全
集
』、
岩
波
書
店
、
一

九
八
六
年

十
月
）
で
外
発
的
か
内
発
的
か
の
違
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
し

か
し
日
本
が
近
代
化
を
と
り
い
れ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
こ

に
生
き
る
人
間
に
西
欧
と
同
じ
影
響
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
も
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
科
学
の
発
達
、
様
々
な
思
想
の
流

布
、
平
等
な
社
会
に
な
る
こ
と
に
よ
り
逆
に
生
存
競
争
が
激
化
す
る
な
ど

の
社
会
の
変
化
が
生
じ
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
は

ず
は
な
い
。
西
欧
で
の
近
代
化
に
伴
っ
て
起
こ
っ
た
そ
れ
ら
の
変
化
を
ポ

ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ(P

aul
B
ourget

一
八
五
二
～
一
九
三
五
）

は
『
現
代
心
理

(1)

論
集
』

で
指
摘
し
た
。
同
じ
影
響
が
日
本
に
も
及
び
、
そ
れ
を
漱
石
は

(2)

感
じ
取
り
、
文
学
と
し
て
表
現
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
西
欧
と

同
じ
問
題
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム(dilettantism

e

）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
問
題

と
さ
れ
た
人
間
像
で
、
上
流
階
級
や
豊
か
な
社
会
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
し
て
の
代
助

―
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
と
比
較
し
て

―

毛

利

郁

子

M
O

U
R

I
I

k
u

k
o

あ
る
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

社
会
の
歴
史
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
一
時
期
が
来
る
こ
と
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
豊
か
な
し
か
し
野
暮
な
訓
練
に
よ
っ
て
も
ろ
も
ろ

の
能
力
の
一
資
本
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
自
分

の
財
産
を
増
や
し
も
し
な
い
大
家
の
息
子
の
よ
う
に
、
ど
う
し
て
そ

の
資
本
が
自
分
の
手
に
渡
っ
た
か
を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
で
、
文
明

人
が
そ
れ
を
た
だ
享
受
す
る
と
い
う
時
期
で
あ
る
。（
略
）
現
代
の
上

流
社
会
（
略
）
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
行
動
に
取
っ
て
替
わ

る
明
日
な
き
こ
の
時
期
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
ポ
ー
ル
・
ブ

ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲

一
四
〇
頁
）

こ
の
時
期
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
世
紀
後
半
で
あ
る
。
特
に
一
八
八
〇

年
代
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
非
常
に
増
化
し
て
い
る
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
い

う
。
日
本
で
は
、
明
治
も
三
〇
年
く
ら
い
を
過
ぎ
る
と
、
近
代
化
が
定
着

し
豊
か
な
階
級
が
出
現
し
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
で
あ
る
。

そ
の
結
果
親
の
財
産
で
も
暮
ら
し
て
い
け
る
世
代
が
出
現
す
る
。
漱
石
が

『
そ
れ
か
ら
』（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年

六
～
一
〇
月
）
を
書
い
た
時
期
か

ら
大
正
中
期
く
ら
い
ま
で
が
そ
の
よ
う
な
時
代
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い

か
。
代
助
の
父
も
実
業
界
に
入
っ
て
、
財
産
家
に
な
り
、
兄
が
あ
と
を
継

い
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
高
等
遊
民
が
存
在
で
き
る
時
代
で
あ
る
。

ま
た
小
黒
康
正

は
現
代
の
オ
タ
ク
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
比
し
て
い

(3)

る
。
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
台
頭
と
と
も
に
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
に
急
増
し
た
新



し
い
「
人
間
像
」
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
過
去
に
比
べ
て
か
な
り
豊
か
で

（
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
な
い
も
の
も
い
る
が
）
、
親
の
資
産
で
若
者
が
暮
ら
し
て
い

け
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
親
の
資
産
で
生
活
で
き
る
『
そ
れ

か
ら
』
の
代
助
は
、
現
代
の
若
者
と
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
が
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ブ
ー
ル
ジ

ェ
の
い
う
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
何
か
を
、
そ
し
て
代
助
の
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
ト
と
し
て
の
面
を
見
て
い
く
。
ま
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
功
罪
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
、
漱
石
が
現
代
に
も
投
げ
か
け
た
問
題
を

考
察
す
る
。

二
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
な
に
か

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
、語
源
か
ら
い
え
ば
、イ
タ
リ
ア
語
のsi

dilettare

、

更
に
遡
っ
た
ラ
テ
ン
語
の

delectare

で
あ
り
、
「
楽
し
む
」
と
い
う
動
詞

か
ら
生
じ
た
「
享
受
す
る
人
」
で
あ
る
。
小
黒
に
よ
れ
ば
、
近
代
以
前
に

も
類
す
る
人
間
像
は
あ
っ
た
し
、
一
八
世
紀
に
も
英
語
圏
、
フ
ラ
ン
ス
語

圏
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
広
ま
っ
て
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
考

察
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
と
い
う
。
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
研
究
も
あ
る
と
い
う
。
日
本
の
過

去
に
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

芸
術
や
学
問
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
や
優
れ
た
技
能
を
有
し
な
が

ら
そ
れ
ら
を
生
業
の
糧
と
せ
ず
、
む
し
ろ
専
門
家
と
は
一
線
を
画
そ

う
と
す
る
好
事
家
や
趣
味
人
（
前
掲

一
頁
）

ま
た
日
本
で
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
言
及
し
た
も
の
は
多
く
あ
る
が
、

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
は
な
に
か
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
そ
の
も
の
に

つ
い
て
の
言
及
は
少
な
い
。
し
か
し
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
『
現
代
心
理
論
集
』

の
中
の
「
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
」（Er

n
e
s
t
R
e
na

n

一
八
二
三
～
一
八
九
二
）

Ⅱ
「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
」（du

dilettantism
e

）
は
、
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ

の
内
容
を
検
討
す
る
。

太
宰
施
門

に
よ
る
と
、
一
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義
の
理
想
が
破

(4)

れ
た
と
き
、
た
だ
一
つ
残
っ
た
の
は
科
学
で
あ
っ
た
と
い
う
。
科
学
的
な

発
見
や
研
究
が
相
次
ぎ
、
五
十
年
代
に
は
科
学
万
能
主
義
が
支
配
的
に
な

る
。
十
九
世
紀
中
期
の
作
家
た
ち
は
み
な
科
学
に
刺
激
を
受
け
る
。
そ
の

最
も
有
力
な
の
が
テ
ー
ヌ
（H

ippolyte
T
aine

一
八
二
八
～
一
八
九
二)

と
ル
ナ

ン
で
あ
っ
た
。

同
じ
く
太
宰
に
よ
る
と
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
州

で
生
ま
れ
、
勉
強
好
き
で
何
の
学
科
で
も
一
位
の
褒
賞
を
受
け
て
い
た
。

神
学
校
の
課
程
を
順
調
に
進
み
、
パ
リ
へ
出
て
か
ら
も
、
サ
ン
・
ス
ュ
ル

ピ
ス
中
央
神
学
校
で
最
高
の
課
程
を
踏
み
、
特
に
東
方
諸
言
語
の
深
い
研

鑽
を
受
け
、
学
校
の
将
来
を
も
担
う
誉
れ
の
存
在
と
し
て
皆
に
認
め
ら
れ

た
。
し
か
し
、
神
学
へ
の
疑
い
が
生
じ
、
神
学
校
を
辞
し
、
私
塾
教
師
と

し
て
生
活
の
資
を
稼
ぎ
な
が
ら
、
大
学
入
学
資
格
試
験
、
哲
学
正
教
授
資

格
試
験
を
う
け
主
席
で
合
格
し
た
。
「
セ
ミ
テ
ィ
ッ
ク
諸
言
語
の
総
歴
史

と
比
較
構
成
」
で
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
賞
を
受
け
、
そ
の
後
も
「
精
神
批
評

論
集
」
、「
宗
教
史
研
究
」
、
「
新
宗
教
史
研
究
」
な
ど
を
書
き
文
名
は
高
ま

っ
た
。
ま
た
考
古
学
上
の
任
務
で
一
八
六
〇
年
フ
ェ
ニ
キ
ア
へ
旅
だ
ち
、



そ
こ
で
一
生
の
大
作
『
キ
リ
ス
ト
教
起
源
史
』
の
構
想
を
抱
く
こ
と
に
な

り
、
そ
の
第
一
巻
と
し
て
一
八
六
三
年
、『
イ
エ
ス
伝
』
は
刊
行
さ
れ
た
。

(5)

イ
エ
ス
の
天
才
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
賛
辞
し
な
が
ら
も
、
「
奇
跡
や
超

自
然
」
を
全
て
非
科
学
的
伝
説
と
し
て
排
除
し
、
「
比
類
な
き
人
間
」
す

な
わ
ち
「
人
間
イ
エ
ス
」
を
主
張
し
た
こ
の
書
は
、
す
ぐ
さ
ま
各
言
語
に

翻
訳
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
議
論
の
的
と
な
っ
た
。
非
常
な
売
れ
行

き
で
生
活
は
成
り
立
っ
た
が
、
神
を
否
定
し
た
ル
ナ
ン
に
対
し
て
「
悪
魔
、

ユ
ダ
、
偽
善
者
」
の
囂
々
た
る
非
難
が
起
こ
り
、
ル
ナ
ン
は
前
年
任
命
し

た
ば
か
り
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
を
罷
免
さ
れ
た
。
非
難
、
糾

弾
だ
け
で
は
な
く
、
悪
質
の
威
嚇
や
冷
罵
が
浴
び
せ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
し
か
し
こ
の
『
イ
エ
ス
伝
』
は
、
自
然
科
学
に
よ
っ
て
理
論
体
系
化

不
可
能
な
要
素
は
全
て
こ
れ
を
迷
信
と
し
て
排
除
す
る
と
い
う
聖
書
研
究

の
世
俗
的
伝
統
の
端
緒
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
ル
ナ
ン
は
当
時
の
科
学
万

能
主
義
の
指
導
者
の
地
位
に
テ
ー
ヌ
と
と
も
に
就
い
た
。
そ
の
後
も
『
キ

リ
ス
ト
教
起
源
史
』
を
書
き
続
け
、
全
八
巻
を
一
八
八
二
年
完
成
さ
せ
る
。

ま
た
一
八
七
〇
年
の
普
仏
戦
争
の
と
き
に
、
祖
国
復
興
を
願
い
『
国
民
と

は
な
に
か
』
を
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
た
め
に
熱
を
込
め
て
書
い
た
り
、
『
科

学
の
未
来
』
も
草
稿
す
る
な
ど
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
指
導
者
だ
っ
た
。
当

時
の
一
般
的
な
思
想
感
情
で
あ
る
真
理
の
探
究
、
科
学
万
能
論
、
理
性
の

機
能
、
推
理
作
用
の
尊
重
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
こ
で
一
切
を
知
り
つ
く
そ

う
と
し
、
す
べ
て
の
現
実
、
真
理
、
真
実
を
残
さ
ず
究
め
上
げ
よ
う
と
す

る
熾
烈
な
好
奇
心
を
持
っ
た
。
古
代
語
の
研
究
、
人
間
性
、
歴
史
、
心
理

な
ど
研
究
の
範
囲
を
広
く
し
た
。
だ
が
次
第
に
疑
い
を
む
け
始
め
る
。
真

理
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
。
得
ら
れ
た
も
の
は
僅
か
に
た
だ
美
し
い
人

間
の
物
語
、
芸
術
で
あ
っ
た
。
哲
学
と
科
学
は
永
遠
に
求
め
て
も
確
実
性

は
遂
に
達
せ
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
科
学
は
確
実
だ
と
思
わ
れ
た
が
、

次
々
に
新
し
い
真
理
が
現
れ
、
ど
こ
ま
で
求
め
て
も
絶
対
的
真
理
は
あ
り

得
な
い
こ
と
を
逆
に
科
学
は
証
明
し
た
。
宇
宙
は
そ
の
法
則
が
あ
る
だ
ろ

う
が
、
我
々
に
は
完
全
に
は
知
り
得
な
い
。
そ
し
て
一
つ
の
方
法
、
定
ま

っ
た
方
向
へ
の
執
着
は
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（fanaticism

狂
信
）
と
し
て
排

さ
れ
る
。
残
さ
れ
た
の
は
、
様
々
な
方
向
に
知
識
を
求
め
る
が
、
そ
れ
以

上
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
陥
る
。

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
だ
。

C
’est

beaucoup
m
oins

une
doctrine

qu’une
disposition

de
l'esp-

rit,
très

intelligente
à
la
fois

et
très

voluptueuse,
qui

nous
incl-

ine
tour

à
tour

vers
les

form
es

diverses
de

la
vie

et
nous

cond-

uit
à
nous

prȇter
à
toutes

ces
form

s
sans

nous
donner

à
aucune.

Il
est

certain
que

les
m
anières

de
goȗter

le
bonheur

sont
très

variées,
suivant

les
époques,

les
clim

ates ,les
âge,

les
tem

péra-

m
ents,

suivant
les

jours
m
ȇm

e
et
suivant

les
heures.

〔
そ
れ
は
一
つ
の
主
義
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
更
々
な
く
て
、

き
わ
め
て
知
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
き
わ
め
て
享
楽
的
な
精
神
の
あ

る
配
置
で
あ
る
。
そ
の
配
置
は
わ
れ
わ
れ
を
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
の
方
に
向
か
わ
し
め
、
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
ら
の
形
態
に
適
合
す
る
よ

う
に
わ
れ
わ
れ
を
導
く
が
、
そ
の
い
か
な
る
も
の
に
も
身
を
任
せ
る

こ
と
を
し
な
い
。
確
か
に
、
幸
福
を
味
わ
う
仕
方
は
、
時
代
に
よ
っ

て
、
気
候
に
よ
っ
て
、
天
候
、
日
に
ち
さ
え
、
時
間
に
よ
っ
て
非
常



に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
〕（B

ourget .
(1883

),
E
ssais

de
psychologie

contem
-

poraine.
L
em

erre
.
p.55

)
(

以
下
仏
文
、
英
文
共
拙
訳
）

(6)

芸
術
や
学
問
な
ど
知
的
な
も
の
で
彼
に
興
味
を
与
え
な
い
も
の
は
な

く
、
ど
ん
な
も
の
も
根
気
よ
く
研
究
さ
れ
理
解
さ
れ
る
。
多
方
面
な
趣
味

と
理
解
力
と
想
像
力
で
こ
の
世
の
何
も
か
も
が
集
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を

享
受
し
、
楽
し
む
が
、
ど
れ
か
に
固
執
し
、
自
分
を
そ
の
中
に
没
入
さ
せ

る
こ
と
は
な
い
。
無
数
の
も
の
の
何
か
一
つ
が
特
に
他
を
圧
倒
す
る
こ
と

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
よ
っ
て
様
々
に
享
受
す
る
。
そ
れ
は
一
人

の
人
間
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
最
も
ひ
ろ
い
知
識
の
獲
得
で
あ
る
。

な
ぜ
彼
は
一
つ
の
も
の
に
没
入
し
な
い
の
か
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
言
う
。

L
’auteur

des
D
ialogues

n’est
pas

un
hom

m
e
qui

arrive
au

(7)

doute
par

im
possibilité

d’etreindre
une

certitude.C
’est

bien

plutôt
qu'il

est
tente

d’adm
ettre

trop
de

certitudes.

〔
「
哲
学
的
対
話
」
の
作
者
は
確
実
性
を
と
ら
え
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
疑
い
に
達
す
る
人
間
で
は
な
い
。
む
し

ろ
あ
ま
り
に
確
実
性
を
認
め
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
〕(B

ourget .E
ssais

de

psychologie
contem

poraine.
p..60 )

あ
る
も
の
の
確
実
性
を
捉
え
ら
れ
な
い
か
ら
そ
の
も
の
を
肯
定
出
来
な

い
の
で
は
な
い
。
あ
ま
り
に
確
実
性
を
求
め
る
た
め
に
、
あ
る
も
の
を
肯

定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
を
追
及
し
、
確
実
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と

は
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
確
実
性
以
上
の
確
実
性
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
ま
で
確
実
性
を
求
め
る
の
は
な
ぜ
か
。

S
’il

est
pyrrhonien

,
c’est

par
im
puissance

à
exclure

une

(8)

façonde
penser

contraire
à
cell

qui
lui

para ît
actuellem

ent

vraie.

〔
そ
れ
が
も
し
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
（
懐
疑
論
）
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、

現
在
真
実
で
あ
る
と
彼
に
現
れ
て
い
る
も
の
に
対
立
す
る
考
え
方
を

拒
否
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
〕

(B
ourget .Essas

de
psychologie

contem
poraine

p.60 )

彼
に
は
今
自
分
が
真
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
に
対
立
す
る
も
の
を
否
定

で
き
な
い
の
で
、
今
自
分
が
真
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
も
肯
定
で
き
な
く

な
る
。
今
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
違
っ
た
肯
定
へ
の
道
が
み
え
て
く
る
。

彼
は
最
も
い
ち
じ
る
し
い
矛
盾
や
奇
怪
事
の
背
後
に
も
、
そ
こ
に
隠
さ
れ

て
い
る
真
理
の
最
も
小
さ
な
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
ど
ん

な
誤
謬
で
も
、
与
え
ら
れ
た
あ
る
個
人
も
し
く
は
あ
る
時
代
に
と
っ
て
は

真
理
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

結
局
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
肯
定
で
き
な
く
な
る
。
決
定
的
な
解
答
を
行

い
得
な
い
。
ル
ナ
ン
は
言
う
。

僕
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
我
々
を
悲
し
い
町
で
は
悲
し
く
、
陽
気
な

町
で
は
陽
気
に
な
ら
せ
る
種
類
の
一
般
的
な
感
情
に
よ
っ
て
、
宇
宙

を
味
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
僕
は
快
楽
的
な
人
間
の
快

楽
を
、
遊
蕩
者
の
遊
蕩
を
、
世
俗
的
な
人
間
の
世
俗
趣
味
を
、
有
徳



な
人
間
の
高
貴
さ
を
、
学
者
の
瞑
想
を
、
苦
行
者
の
峻
厳
さ
を
楽
し

む
。
一
種
の
甘
美
な
共
感
で
、
僕
は
自
分
が
彼
等
の
意
識
に
な
っ
て

い
る
と
想
像
す
る
。（
略
）
僕
は
自
分
の
思
想
の
多
様
性
と
い
う
魅
力

的
な
花
園
を
持
っ
て
歩
く
ん
だ
。（
ル
ナ
ン
「
哲
学
的
対
話
」『
世
界
大
思

想
全
集
』
第
二
三
巻

平
岡
昇
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
三
年

一
二
月

一
七
七
頁
）

そ
れ
で
は
す
べ
て
肯
定
で
き
な
い
の
な
ら
、
す
べ
て
を
捨
て
去
る
か
と

い
う
と
そ
う
で
は
な
く
す
べ
て
を
拾
い
上
げ
る
の
で
あ
る
。
肯
定
も
否
定

も
し
な
い
が
、
彼
は
相
対
的
な
さ
ま
ざ
ま
の
真
理
を
拾
い
集
め
て
、
そ
れ

に
自
分
を
適
合
さ
せ
る
。
多
方
面
な
趣
味
と
理
解
力
と
想
像
力
で
、
彼
が

味
わ
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
い
か
な
る
快
楽
も
な
く
、
精
神
に
よ
っ
て
全
宇

宙
で
あ
り
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
姿
は
彼
の
と
こ
ろ
に
達
し
、
彼
の
眼
の
な

か
に
、
鏡
に
う
つ
る
よ
う
に
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
思
想
の
多
様

性
の
花
園
で
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
知
性
の

エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
（
快
楽
主
義
者
）
で
あ
り
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、

人
生
の
あ
ら
ゆ
る
快
楽
を
悔
ゆ
る
こ
と
な
し
に
受
け
入
れ
る
た
め
の
最
上

の
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
に
も
こ
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
表
現
さ
れ

て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
次
に
考
察
す
る
。

三
、
代
助
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

、
知
性
の
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
と
し
て

a
代
助
は
様
々
な
芸
術
を
享
受
し
て
い
る
。
そ
れ
は
出
来
事
の
端
々
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。
洋
書
は
毎
晩
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。
甥
の
誠
太
郎
に

せ
が
ま
れ
、
回
向
院
の
最
上
席
で
相
撲
見
物
す
る
予
定
に
す
る
。
相
撲
に

詳
し
い
と
い
う
こ
と
が
言
外
に
あ
る
。
兄
の
家
に
行
く
と
兄
嫁
と
姪
が
ピ

ア
ノ
を
弾
い
て
い
る
。
代
助
に
も
難
し
い
と
こ
ろ
を
弾
け
と
い
う
と
き
れ

い
に
指
を
動
か
す
。
ピ
ア
ノ
の
練
習
を
し
っ
か
り
し
た
経
験
を
持
た
な
か

っ
た
ら
そ
う
簡
単
に
は
弾
け
な
い
だ
ろ
う
。
詩
や
小
説
に
は
飽
き
て
い
る
。

詩
や
小
説
を
相
当
読
ん
だ
と
言
う
こ
と
だ
。
隣
の
絵
描
き
に
、
欄
間
の
絵

を
ヴ
ル
キ
イ
ル
に
見
立
て
て
注
文
す
る
が
想
像
し
た
よ
り
ま
ず
か
っ
た
。

彼
は
求
め
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
絵
画
に
一
見
識
あ
っ
て
、
気
に
入
ら
な
か

っ
た
と
言
う
こ
と
で
も
あ
る
。
絵
に
も
相
当
詳
し
い
。
ま
た
代
助
は
文
学

も
友
人
に
勧
め
ら
れ
て
面
白
い
も
の
を
寄
稿
し
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は

出
版
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
簡
単
に
は
売
れ
ず
や
め

て
し
ま
う
。
だ
が
文
学
の
才
能
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
文
学
だ
け
を
す

る
こ
と
の
リ
ス
ク
も
見
い
だ
す
。
友
人
寺
尾
は
鉢
巻
き
を
し
て
帝
国
文
学

の
原
稿
を
書
い
て
い
る
。
彼
は
売
れ
な
く
て
も
必
死
で
頑
張
っ
て
い
る
が

代
助
は
そ
れ
ほ
ど
す
る
気
持
ち
も
な
い
。
寺
尾
が
わ
か
ら
な
い
語
学
も
教

え
た
り
す
る
。
代
助
は
語
学
に
も
通
じ
て
洋
書
を
取
り
寄
せ
て
い
る
。
演

芸
館
で
の
中
国
の
芝
居
を
門
野
に
薦
め
ら
れ
る
。
ま
た
兄
嫁
か
ら
隠
し
て

見
合
い
を
さ
せ
る
た
め
歌
舞
伎
に
誘
わ
れ
る
が
、
も
う
す
で
に
一
度
見
て

い
る
。
芝
居
、
歌
舞
伎
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
も
の
を
鑑
賞
し
て
い
る
。

骨
董
に
も
父
の
影
響
も
あ
り
通
じ
て
い
る
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を

い
い
加
減
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
専
門
化
レ
ベ
ル
ま
で

達
し
て
い
る
。
文
学
も
絵
画
も
ピ
ア
ノ
も
。
甥
の
す
る
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
に

も
興
味
を
も
ち
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
飲
ん
だ
り
、
浅
井
黙
語
（
忠
）
の
茶



碗
を
使
っ
て
い
た
り
も
す
る
。

代
助
は
様
々
な
も
の
を
、
享
受
し
て
い
る
。
さ
ら
に
芸
者
と
も
遊
ぶ
。

彼
の
芸
者
に
つ
い
て
の
言
及
が
特
徴
的
で
あ
る
。

彼
は
肉
体
と
精
神
に
於
て
美
の
類
別
を
認
め
る
男
で
あ
つ
た
。
さ
う

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
美
の
種
類
に
接
触
す
る
機
会
を
得
る
の
が
、
都
会

人
士
の
権
能
で
あ
る
と
考
へ
た
。
あ
ら
ゆ
る
美
の
種
類
に
接
触
し
て
、

そ
の
た
び
毎
に
、
甲
か
ら
乙
に
気
を
移
し
、
乙
か
ら
丙
に
心
を
動
か

さ
な
ぬ
も
の
は
感
受
性
に
乏
し
い
無
鑑
賞
家
で
あ
る
と
断
定
し
た
。

（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」『
漱
石
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年
七

月

一
六
〇
頁
）

代
助
は
あ
ら
ゆ
る
美
の
種
類
に
接
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
感

受
性
の
発
達
し
た
接
触
の
自
由
な
芸
者
が
い
い
と
考
え
る
。
芸
者
で
あ
れ

ば
、
様
々
に
美
を
追
求
し
て
い
る
し
、
そ
れ
を
鑑
賞
で
き
る
う
え
、
一
人

に
限
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
変
わ
ら
な
い
愛
な
ど
と
い
う
も
の
を

口
に
す
る
も
の
は
偽
善
者
だ
と
考
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
後
で
は
異
な
る

の
だ
が
。

代
助
は
様
々
な
芸
術
や
娯
楽
を
享
受
し
て
い
る
。
専
門
家
レ
ベ
ル
ま
で

打
ち
込
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
ど
れ
か
特
に
打
ち
込
ん
で
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ど
れ
か
に
固
執
す
る
こ
と
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を

見
い
だ
し
、
そ
こ
で
結
論
を
出
す
こ
と
を
避
け
、
そ
れ
で
も
享
受
す
る
こ

と
を
や
め
る
こ
と
は
な
い
。
多
様
な
も
の
を
享
受
す
る
知
性
の
エ
ピ
キ
ュ

リ
ア
ン
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
猪
野
謙
二
（
「『
そ
れ
か
ら
』
の
思
想
と
方

法
」
『
漱
石
作
品
論
集
成
第
六
巻
』
桜
楓
社
、
一
九
九
一
年

九
月

二
〇
頁
）
も
「
場

違
い
の
国
に
生
ま
れ
た
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
」
で
は
な
い
か
と
言
う
。

、
父
と
の
対
立

b
こ
の
よ
う
な
代
助
と
対
照
的
な
の
は
父
の
思
考
で
あ
る
。
父
親
は
一
つ

の
思
想
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
自
分
の
思
想
を
絶
対
的
真
理
だ

と
思
っ
て
い
る
。
父
親
は
儒
教
の
感
化
を
受
け
、
旧
藩
主
の
た
め
尽
く
し

た
過
去
を
も
ち
、
代
助
に
も
高
等
教
育
を
受
け
た
も
の
は
国
家
の
た
め
に

尽
く
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
代
助
に
言
わ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
だ
。

御
父
さ
ん
は
論
語
だ
の
、
王
陽
明
だ
の
と
い
ふ
、
金
の
延
金
を
呑
ん

で
い
ら
つ
し
ゃ
る
か
ら
、
左
様
い
ふ
事
を
仰
し
や
る
ん
で
せ
う
。（
夏

目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲

三
六
頁)

あ
る
思
想
を
丸
ご
と
信
じ
込
む
思
想
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。

思
想
は
そ
の
思
想
独
自
の
理
論
を
定
立
す
る
。
あ
る
人
は
そ
の
思
想
の
理

論
を
頭
か
ら
信
じ
込
み
、
そ
の
理
論
内
容
に
す
べ
て
を
当
て
は
め
よ
う
と

す
る
。
し
か
し
現
実
に
は
そ
れ
に
合
わ
な
い
も
の
も
出
て
く
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
結
局
は
そ
の
思
想
も
破
綻
し
て
く
る
。
儒
教
は
も
ち
ろ
ん
よ
い
面
も

あ
る
が
、
信
じ
込
み
す
ぎ
る
と
、
忠
を
立
て
れ
ば
、
悪
い
君
主
、
支
配
者

に
も
忠
を
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

思
想
の
弊
害
に
つ
い
て
、
漱
石
は
『
イ
ズ
ム
の
功
過
』
に
お
い
て
も
言

及
し
て
い
る
。
イ
ズ
ム
と
は
一
纏
め
に
き
ち
り
と
片
付
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
わ
り
に
は
、
現
実
の
事
態
を
解
決
す
る
た
め
そ
の
理
論
を
使
用
と



す
る
と
き
に
そ
の
理
論
は
適
用
で
き
な
い
も
の
だ
と
漱
石
は
言
う
。

然
し
人
間
精
神
上
の
生
活
に
於
て
、
人
が
も
し
一
イ
ズ
ム
に
支
配
さ

れ
ん
と
す
る
と
き
、
吾
人
は
直
に
与
え
ら
れ
た
る
輪
廓
の
為
に
生
存

す
る
の
苦
痛
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
単
に
与
へ
ら
れ
た
る
輪
廓
の

方
便
と
し
て
生
存
す
る
の
は
、
形
骸
の
為
に
器
械
の
用
を
な
す
と
一

般
だ
か
ら
で
あ
る
。
其
時
わ
が
精
神
の
発
展
が
自
個
天
然
の
法
則
に

遵
つ
て
、
自
己
に
真
実
な
る
輪
廓
を
、
自
ら
と
自
ら
に
付
与
し
得
ざ

る
屈
辱
を
憤
る
事
さ
へ
あ
る
。（
夏
目
漱
石
「
イ
ズ
ム
の
功
過
『
漱
石
全
集
』

第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年

一
一
月

二
五
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
思
想
の
枠
か
ら
は
み
出
し
た
も
の
を
許
さ
な
い
イ
ズ
ム
、

こ
こ
で
は
父
の
儒
教
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
受
け
入
れ
る

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
全
く
逆
の
思
考
方
法
で
あ
る
。

代
助
は
誠
実
と
い
う
も
の
を
問
題
に
し
た
場
合
、
誠
実
と
い
う
ど
ん
な

こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
か
わ
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
相
手
と
の
摩
擦
ぐ
あ
い

で
出
て
く
る
精
神
の
交
換
作
用
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
誠
実
で
あ
る
と

思
っ
て
し
た
行
為
も
相
手
次
第
で
は
誠
実
な
行
為
で
な
く
、
不
誠
実
に
な

っ
て
し
ま
う
。
絶
対
的
な
誠
実
な
る
も
の
を
想
定
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ

ま
ざ
ま
の
要
素
を
受
け
入
れ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
考
え

方
で
あ
る
。

ｃ
、
分
析
精
神

ま
た
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
、
分
析
精
神
が
極
度
に
押
し
進
め
ら
れ
て
い
く
と

ほ
と
ん
ど
常
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
達
す
る
と
い
う
。

同
様
の
法
則
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
生
活
と
肉
体
生
活
と
を
支
配
す

る
。
わ
れ
わ
れ
は
諸
器
官
の
欲
求
を
も
つ
と
同
時
に
知
的
能
力
の
欲

求
を
も
つ
。
分
析
力
を
も
つ
も
の
は
分
析
す
る
機
会
を
探
し
求
め
る

ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
、
経
験
を
積
み
重
ね
、
感
動
に

身
を
委
ね
、
快
楽
を
複
雑
に
し
、
悲
哀
を
洗
練
す
る
。
そ
れ
は
分
析

家
を
徐
々
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
変
え
る
感
情
的
調
練
で
あ
る
。（
ブ

ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲

一
三
二
頁)

〝
keen

analytic
spirit

〟(

鋭
い
分
析
精
神
）
に
つ
い
て
は
漱
石
旧
蔵
書

M
odern

F
rench

L
iterature

に
も
書
か
れ
、
過
剰
に
な
る
と
弊
害
が

(9)

あ
る
も
の
で
あ
る
。
分
析
精
神
が
鋭
い
と
、
考
え
て
い
る
こ
と
と
考
え
て

い
る
自
分
を
み
つ
め
る
こ
と
と
、
感
じ
る
こ
と
と
感
じ
る
自
分
を
み
つ
め

る
こ
と
と
が
同
じ
こ
と
に
な
る
。

次
の
表
現
は
代
助
が
分
析
精
神
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
分
の
神
経
は
自
分
に
特
有
な
る
細
緻
な
思
索
力
と
、
鋭
敏
な
感
受

性
に
払
ふ
租
税
で
あ
る
。
高
尚
な
教
育
の
彼
岸
に
起
る
反
響
の
苦
痛

で
あ
る
。
天
爵
的
に
貴
族
と
な
つ
た
報
に
受
け
る
不
文
の
刑
罰
で
あ

る
。（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲

一
三
頁
）

代
助
は
「
細
緻
な
思
索
力
」
を
持
っ
て
い
て
、
感
受
性
も
鋭
い
。
そ
の

た
め
か
代
助
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
一
度
気
に
か
か
り
出
す
と
、
何
処
ま
で



も
気
に
か
か
る
男
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
娯
楽
や
芸
術
な
ど
ば
か
り
で
は
な

く
、
さ
ら
に
分
析
の
対
象
を
も
と
め
、
そ
の
対
象
は
夢
想
の
ほ
う
に
向
け

ら
れ
て
い
く
。
三
、
四
年
前
、
平
生
の
代
助
は
い
か
に
し
て
夢
に
入
る
か

と
云
う
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
事
が
あ
っ
た
。

夜
、
蒲
団
へ
這
入
つ
て
、
好
い
案
排
に
う
と
し
う
と
し
掛
け
る
と
、

あ
ゝ
此
だ
、
斯
う
し
て
眠
る
ん
だ
な
と
思
つ
て
は
つ
と
す
る
。
す
る

と
其
瞬
間
に
眼
が
冴
え
て
仕
舞
ふ
。
し
ば
ら
く
し
て
、
又
眠
り
か
け

る
と
、
又
、
そ
ら
此
所
だ
と
思
ふ
。
代
助
は
殆
ん
ど
毎
晩
の
様
に
此

好
奇
心
に
苦
し
め
ら
れ
て
、同
じ
事
を
二
遍
も
三
遍
も
繰
り
返
し
た
。

（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲

五
九
頁)

腹
の
な
か
に
小
さ
な
皺
が
無
数
に
出
来
て
、
そ
の
皺
が
絶
へ
ず
、
相

互
の
位
地
と
、
形
状
と
を
変
え
て
、
一
面
に
揺
い
て
い
る
様
な
気
持

が
す
る
。(

略
）
さ
う
し
て
、
其
所
に
胡
坐
を
か
い
た
ま
ま
、
茫
然

と
、
自
分
の
足
を
見
詰
め
て
ゐ
た
。
す
る
と
其
足
が
変
に
な
り
始
め

た
。
ど
う
も
自
分
の
胴
か
ら
生
え
て
ゐ
る
ん
で
な
く
て
、
自
分
と
は

全
く
無
関
係
の
も
の
が
、
其
所
に
無
作
法
に
横
は
つ
て
ゐ
る
様
に
思

は
れ
て
来
た
。
さ
う
な
る
と
、
今
迄
は
気
が
付
か
な
か
つ
た
が
、
実

に
見
る
に
堪
へ
な
い
程
醜
い
も
の
で
あ
る
。
毛
が
不
揃
に
延
び
て
、

青
い
筋
が
所
々
に
蔓
っ
て
、
如
何
に
も
不
思
議
な
動
物
で
あ
る
。

（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲

八
八
頁
）

冒
頭
で
も
代
助
は
自
分
の
心
臓
の
鼓
動
を
気
に
す
る
な
ど
、
他
に
も
こ

の
よ
う
な
自
分
自
身
の
感
覚
を
対
象
と
し
た
表
現
が
多
い
。
こ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
の
デ
カ
ダ
ン
、
神
秘
主
義
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は

夢
想
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
て
い
て
、
感
覚
自
体
が
空
想
の
道
具
と
な
っ
て

い
る
の
だ
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
い
う
。
彼
ら
と
は
ユ
イ
ス
マ
ン
（Joris-K

arl

H
uysm

an

一
八
四
八
～
一
九
〇
七
）
の
小
説
『
さ
か
し
ま
』

の
デ
・
ゼ
ッ
サ

(10)

ン
ト
で
あ
り
、
彼
は
技
巧
と
夢
想
の
な
か
で
自
然
の
さ
か
し
ま
（
さ
か
さ

ま

―
筆
者
注
）
を
生
き
る
。
彼
は
明
ら
か
に
実
人
生
の
真
実
を
己
の
芸
術

の
中
に
表
現
す
る
こ
と
に
関
心
を
抱
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
あ
る
文
学
仲
間
の
幾
人
か
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
奇
矯
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
人
の
心
を
苛
む
深
い
不
安
の

あ
ま
た
の
指
標
の
一
つ
が
存
在
す
る
。
こ
の
不
安
は
何
に
由
来
す
る

の
か
。
ま
た
な
に
ゆ
え
こ
う
い
う
心
理
的
不
均
衡
が
、
過
去
の
い
か

な
る
社
会
よ
り
も
恵
ま
れ
て
い
る
社
会
に
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
の
文
明
が
看
過
し
て
い
る
大
法
則
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
ま
た
お
よ
そ
文
明
と
は
本
質
的
に
何
か
胡
乱
な
も
の

で
あ
っ
て
、
害
を
蒙
ら
ず
に
は
持
続
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。（
ブ
ー

ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲

二
六
〇
頁
）

代
助
も
ア
ン
ニ
ュ
イ
や
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
知
性
の
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア

ン
と
し
て
娯
楽
や
芸
術
を
享
楽
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
代
助
は
そ
う
感
じ

る
の
か
。

四
、
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
に
つ
い
て



代
助
は
三
千
代
と
別
れ
た
後
、再
会
す
る
ま
で
の
間
に
変
化
し
て
い
る
。

彼
は
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
の
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
思
索
と
観
察
の
力
に

よ
っ
て
こ
の
四
、
五
年
の
間
に
変
わ
っ
て
い
た
。

二
十
世
紀
の
日
本
に
生
息
す
る
彼
は
、
三
十
に
な
る
か
、
な
ら
な
い

の
に
す
で
にn

i
l

a
d
m
i
r
a
r
i

の
域
に
達
し
て
仕
舞
つ
た
。
彼
の
思
想

ニ

ル

ア

ド

ミ

ラ

リ

は
、
人
間
の
暗
黒
面
に
出
遭
つ
て
吃
驚
す
る
ほ
ど
の
山
出
で
は
な
か

つ
た
。
彼
の
神
経
は
斯
様
に
陳
腐
な
秘
密
を
嗅
い
で
嬉
し
が
る
様

に
退
屈
を
感
じ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
否
、
是
よ
り
幾
倍
か
快
い
刺
激

で
さ
へ
感
受
す
る
を
甘
ん
ぜ
ざ
る
位
、
一
面
か
ら
言
へ
ば
、
困
憊
し

て
ゐ
た
。（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲
二
四
～
二
五
頁
）

ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
と
は
ニ
ー
チ
ェ
（Friedrich

W
ilhelm

N
ietzshe

（
一
八

四
四
～
一
九
〇
〇)

の
著
作
に
散
見
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
瀬
に

よ
れ
ば
こ
れ
は
本
来
ロ
ー
マ
の
詩
人
ホ
ラ
チ
ウ
ス
（

Q
uintus

H
oratius

前
六

五
～
前
八
）
の
使
っ
た
用
語
で
あ
る

。
ホ
ラ
チ
ウ
ス
『
書
簡
集
』
第
一
巻

(11)

第
六
書
簡
冒
頭
部
の
句
で
あ
る
。
何
も
の
に
も
驚
か
な
い
と
い
う
態
度
の

み
が
人
を
幸
せ
に
し
、
幸
せ
を
維
持
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
方
法
と
説
く

と
あ
り
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
（A

naxagoras,

前
五
〇
〇
頃
～
前
四
二
八
頃
）
が
息

子
の
死
を
知
ら
さ
れ
て
、
私
に
授
か
っ
た
も
の
が
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
は
知
っ
て
い
た
と
答
え
た
と
さ
れ
、
そ
れ
は
倫
理
的
に
強
靱
な
こ
と

を
示
し
て
い
る
意
味
を
含
む
言
葉
で
あ
っ
た
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス(P

ythagoras,

前
五
八
二
～
前
四
九
六)

は
こ
の
よ
う
な
平
静
な
心
こ
そ
、
哲
学
的
努
力
の
目

標
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
森
鴎
外
が
『
舞
姫
』
の
中
で
使
っ
た
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
は

意
味
が
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
ド

イ
ツ
か
ら
の
帰
り
の
船
の
中
で
日
記
が
書
け
な
い
、
行
動
に
移
れ
な
い
の

は
、
ド
イ
ツ
生
活
で
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
を
身
に
つ
け
た
か
ら
か
と
豊
太

郎
は
自
問
す
る
。
倫
理
的
強
靱
さ
を
表
す
何
も
の
に
も
驚
か
な
い
と
い
う

意
味
の
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
を
身
に
つ
け
た
か
ら
、
日
記
が
書
け
な
い
と

読
む
と
お
か
し
な
文
脈
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
ド
イ
ツ
生
活
で
ロ

ー
マ
の
詩
人
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
も
の
を
学
ん
だ
こ
と
と
は
直
接
結
び
つ
か
な

い
。
さ
ら
に
上
述
の
代
助
の
場
合
も
、
何
も
の
に
も
驚
か
な
い
と
い
う
意

味
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
倫
理
的
強
さ
の
よ
う
な
肯
定
的
意
味
を
持
っ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
の
域
に
達
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
代
助
は
困
憊
す
な
わ
ち
疲
れ
果
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ

ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
は
豊
太
郎
と
代
助
の
場
合
、
古
代
の
哲
学
者
た
ち
の
い

う
意
味
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
の
意
味
を
み
て
み
よ
う
。
ド
イ
ツ
文
化
と

の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
の
が
次
の
文
で
あ
る
。

教
養
あ
る
人
間
と
は
、
今
日
で
は
、
と
り
わ
け
、
歴
史
的
知
識
に
よ

っ
て
教
育
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
略
）
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
感
激
を

鈍
磨
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
今
日
、
こ
れ
ら
、
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
ル

の
境
涯
の
賛
美
者
た
ち
が
、
一
切
の
も
の
を
歴
史
的
知
識
に
よ
っ
て

把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
、
目
標
な
の
で
あ
る
。
（
ニ
ー
チ
ェ
「
シ

ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
と
ド
イ
ツ
文
化
と
の
関
係
」『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
三
巻
』



渡
辺
二
郎
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
五
年

五
月)

当
時
の
ド
イ
ツ
文
化
は
歴
史
的
知
識
を
教
養
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
は
哲
学
的
に
は
「
歴
史
の
世
紀
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
歴
史
哲
学
の
影
響
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
な
歴
史

的
知
識
を
も
つ
こ
と
で
当
時
の
ド
イ
ツ
人
は
教
養
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
も
の
た
ち
が
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
を
賛
美
し
て
い
る
と
ニ
ー
チ

ェ
は
言
う
。

彼
ら
は
歴
史
意
識
に
よ
っ
て
感
激
を
避
け
た
。
け
だ
し
、
ゲ
ー
テ
の

思
い
違
い
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
よ
う
に
歴
史
が
感
激
を
生
み
出
す

こ
と
は
も
は
や
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
鈍
感
こ
そ
が
現
在
で
は

nil
adm

irari (

何
事
に
も
驚
歎
せ
ず
）
の
こ
れ
ら
の
非
哲
学
的
驚
嘆

者
た
ち
が
一
切
を
歴
史
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
目
標
で
あ

る
か
ら
な
の
だ
。（
ニ
ー
チ
ェ
「
第
一
編

ダ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

告
白
者
と
著
述
家
」『
ニ
ー
チ
ェ
全
集

第
四
巻

反
時
代
的
考
察
』
小
倉
志
祥

訳

、
理
想
社
、
一
九
六
三
年

三
月

一
九
頁
）

し
か
し
歴
史
的
知
識
で
は
、
感
激
し
な
く
、
鈍
感
に
な
っ
て
し
ま
い
、

結
局
は
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
す
な
わ
ち
非
哲
学
的
驚
嘆
者
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
。

何
も
の
に
も
驚
嘆
し
な
い
こ
と
―
こ
の
警
句
に
彼
（
古
代
の
哲
学
者

―

筆
者
注
）
は
哲
学
を
見
て
取
る
。
そ
し
て
一
人
の
ド
イ
ツ
人
、
つ
ま

り
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
逆
に
、
驚
嘆
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
哲

学
す
る
こ
と
で
あ
る
と
ま
で
い
う
。(

ニ
ー
チ
ェ
「
道
徳
に
対
す
る
ド
イ
ツ

人
の
態
度
」『
ニ
ー
チ
ェ
全
集

第
七
巻

曙
光
』
茅
野
良
男
訳
、
理
想
社
、
一
九
六

二
年

一
一
月

二
一
〇
頁)

古
代
の
哲
学
者
た
ち
は
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
す
な
わ
ち
何
も
の
に
も
驚

か
な
い
に
よ
っ
て
哲
学
し
て
い
る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（A

rthur

S
chopenhauer

一
七
八
八
～
一
八
六
八
）
は
驚
く
こ
と
が
哲
学
す
る
こ
と
で
、

ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
の
賛
美
者
た
ち
を
鈍
感
で
哲
学
し
な
い
も
の
た
ち
だ

と
言
う
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
歴
史
的
知
識
を
持
つ
こ
と
が
教
養
あ
る
も
の

だ
が
、
そ
れ
で
は
鈍
感
に
な
っ
て
感
動
し
な
く
な
り
、
す
な
わ
ち
ニ
ル
・

ア
ド
ミ
ラ
リ
に
な
っ
て
哲
学
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の

い
う
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
の
意
味
は
否
定
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
鴎
外
と
漱

石
の
場
合
と
重
な
る
の
で
は
な
い
か
。
古
代
の
哲
学
者
た
ち
の
倫
理
的
強

靱
さ
、
及
び
哲
学
す
る
と
い
う
肯
定
的
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
鴎
外
と

漱
石
が
ニ
ー
チ
ェ
の
意
味
で
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
人
は
ど
こ
で
ニ

ー
チ
ェ
の
こ
の
言
葉
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ニ
ー
チ
ェ
の
一
連
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
八
七
〇
年
代
か
ら
一

八
八
〇
年
代
で
あ
る
。
鴎
外
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
一
八
八
四
年
か
ら
一
八

八
八
年
ま
で
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
い
る
。
鴎
外
は
ド
イ
ツ
で
ニ
ー
チ
ェ
の

著
作
を
読
ん
だ
ろ
う
し
、
読
め
る
条
件
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
漱
石
は
こ

の
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
言
葉
を
ど
こ
で
知
っ
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
に
関
し
て
は
、
英
国
留
学
時
の
ノ
ー
ト
に
多
く
の
言
及
が
あ
り
、
著

作
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』（N

ietzshe. (1885
),
A
lso

sprach
Zarathustra.

E
in



B
uch

für
A
lle

und
K
einen.

）
に
も
英
文
で
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
ま
た
『
我

が
輩
は
猫
で
あ
る
』
や
「
思
い
出
す
こ
と
な
ど
」
の
作
品
中
に
も
言
及
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
漱
石
旧
蔵
書
の
英
書
の
い
く
つ
か
に
も
ニ
ー
チ
ェ
の
こ

と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
に
つ
い
て
の
記

述
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ど
こ
で
こ
の
言
葉
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

杉
田
弘
子

に
よ
れ
ば
、
明
治
政
府
は
留
学
生
を
多
く
諸
外
国
に
送
っ

(12)

た
が
、
と
く
に
ド
イ
ツ
に
は
留
学
生
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
ほ
ど
で

あ
り
、
多
く
の
ド
イ
ツ
文
化
と
共
に
、
ド
イ
ツ
哲
学
な
ど
の
思
想
が
流
入

し
て
き
た
。
そ
し
て
詩
的
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム(

箴
言
）
で
書
か
れ
た
ニ
ー
チ
ェ

の
思
想
も
、
高
山
樗
牛
ら
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
。
明
治
三
〇
年
代
ニ
ー

チ
ェ
論
争
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
も
阿
部
次
郎
、
安

部
能
成
、
和
辻
哲
郎
そ
し
て
生
田
長
江
ら
漱
石
木
曜
会
の
な
か
か
ら
ニ
ー

チ
ェ
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
来
る
。
な
か
で
も
生
田
長
江

は
漱
石
に

(13)

勧
め
ら
れ
て
、
明
治
四
四
年
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
邦
訳
を
す
る
。

そ
の
後
大
正
に
な
っ
て
も
全
一
〇
巻
中
九
巻
ま
で
を
訳
し
続
け
て
い
る
。

当
時
ニ
ー
チ
ェ
研
究
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
社
会
主
義
思

想
の
流
入
な
ど
様
々
な
思
想
が
入
り
交
じ
り
ニ
ー
チ
ェ
だ
け
が
研
究
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
の
作
家
た
ち
が
生
田
長
江
の
ニ
ー

チ
ェ
全
集
を
読
ん
で
い
た
と
想
定
さ
れ
、
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
の
語
は
知

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
鴎
外
、
漱
石
、
の
み
な
ら
ず
芥
川
、
蒲
原
有
明
、
高

見
順
な
ど
の
文
学
の
中
で
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
も
ち
ろ
ん
作
家

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
で
意
味
が
違
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
こ
こ
で
は
他
の
作
家
に
つ
い
て

は
問
題
に
し
な
い
。）

漱
石
は
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
な
に
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
が
何
も
の
に
も
驚
か
な
い
、
鈍
感
で
、
哲
学
し
な
い

と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
代
助
の
ど
の
よ
う
な
状

態
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
見
て

み
る
必
要
が
あ
る
．

ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
そ
う
簡
単
に
要
約
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
（

M
ax

N
ordau

一
八
四
九
～
一
九
二
三
）

の

D
egeneration

に
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(14)

昔
、
支
配
種
族
は
第
一
に
道
徳
観
念
を
造
り
出
せ
り
。(

略
）
残
酷
、

自
負
、
勇
気
、
危
険
に
対
す
る
侮
蔑
、
冒
険
を
喜
ぶ
心
等
は
善
な
る

も
の
と
考
え
た
り
。
こ
れ
に
反
し
て
、
臆
病
、
危
険
に
対
す
る
恐
れ
、

用
心
深
き
こ
と
は
悪
と
み
た
り
。（
略
）
奴
隷
種
族
に
は
又
こ
れ
に
反

せ
る
奴
隷
の
善
悪
観
あ
り
き
。（
略
）
愛
隣
を
美
徳
と
な
し
、
力
を
貸

す
こ
と
美
徳
と
な
し
、
暖
か
き
こ
こ
ろ
、
忍
耐
、
勤
勉
、
友
情
は
彼

ら
に
と
り
て
美
徳
と
せ
ら
れ
た
り
。
何
と
な
れ
ば
斯
く
の
ご
と
き
も

の
が
彼
等
の
生
存
状
態
を
安
全
に
し
、幸
福
な
ら
し
む
る
が
故
な
り
。

（
略
）
現
在
奴
隷
の
道
徳
が
支
配
す
る
。
ロ
ー
マ
人
が
そ
れ
を
な
し

た
。（
略
）
残
酷
は
人
間
の
根
本
的
本
能
で
あ
る
。（
略
）
善
悪
を
以
て

人
間
を
拘
束
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
を
し
て
自
由
に
其
の
行
く
処
に

進
ま
し
む
る
と
き
に
、
我
ら
は
そ
の
処
に
超
人
を
見
い
だ
す
べ
し
。

（
マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
『
現
代
の
堕
落
』
中
島
茂
一
訳
、
大
日
本
文
明
協
会
、

大
正
三
年
三
月
）

キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
は
弱
者
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
本
来
残
酷
で
危



険
を
好
み
、
冒
険
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
「
神
は
死

ん
だ
」
と
し
、
人
間
本
来
の
生
き
方
を
呼
び
戻
せ
と
新
し
い
価
値
観
を
主

張
す
る
。
超
人
を
想
定
し
、
自
由
に
生
き
る
「
生
の
哲
学
」
を
主
張
す
る

ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
、
十
九
世
紀
末
、
想
像
力
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
ペ

シ
ミ
ズ
ム
が
蔓
延
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
唱
導
者
と

し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ロ
（Jean

P
ierrot

）

に
よ
る
と
、

(15)

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
は
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
の
中
に
デ
カ
ダ
ン
ス
の
世

界
観
に
対
す
る
告
発
と
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
蝕
む
病
弊
を
癒
や

す
効
力
を
持
つ
新
し
い
モ
ラ
ル
の
主
張
を
も
見
い
だ
し
た
と
言
う
。
ニ
ー

チ
ェ
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
源
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

の
ペ
シ
ミ
ス
ム
と
奴
隷
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
民
主
主
義
の
理

念
の
中
に
あ
る
と
す
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
生
き
る
意
思
の
否
定

と
い
う
結
論
を
見
い
だ
し
た
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
ギ

リ
シ
ャ
人
の
よ
う
に
、
永
遠
に
生
き
る
こ
と
を
欲
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
に

訴
え
て
生
き
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
持
つ
。
こ
の
よ
う

な
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
は
一
八
九
八
年
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
仏
訳
よ

っ
て
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
そ
し
て
に
ニ
ー
チ
ェ
は
ル
ナ
ン
に
対
し
て
次

の
よ
う
に
批
判
す
る
。

彼
は
た
と
え
ば
科
学
と
高
貴
さ
を
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
た
が
っ
て
い

る
ら
し
い
が
、（
略
）
ル
ナ
ン
の
こ
の
精
神
、
元
気
を
そ
ぐ
精
神

は

憐
れ
な
、
病
め
る
、
意
志
の
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
と

っ
て
も
う
一
つ
の
宿
業
で
あ
る
。（
ニ
ー
チ
ェ
「
或
反
時
代
的
人
間
の
遊
撃
」

『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
十
三
巻

反
キ
リ
ス
ト
者
』
原
佑
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
五
年

六
月

七
八
頁
）

ル
ナ
ン
は
た
し
か
に
様
々
な
も
の
を
享
楽
し
、
人
生
を
楽
し
む
態
度

で
は
あ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
い
え
ば
ル
ナ
ン
は
、
神
は
否
定
し
た
け
れ

ど
も
、
元
気
の
な
い
、
意
志
の
病
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
病
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
超
人
思
想
を
も
ち
、

生
き
る
た
め
に
は
「
自
我
」
を
主
張
し
、
モ
ラ
ル
破
壊
も
辞
さ
な
い
ニ
ー

チ
ェ
に
と
っ
て
は
病
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
。

ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
と
い
う
言
葉
を
漱
石
が
使
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
ニ
ー
チ
ェ
的
な
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
批
判
、「
生
」
の
哲
学
を
背
後
に
持

っ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

必
ず
し
も
超
人
思
想
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
代
助
が
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
し
て
、
知
性
の
快
楽
主
義
者
で
あ
り
な

が
ら
も
、
肯
定
も
否
定
も
し
な
い
意
志
の
病
に
か
か
り
、
哲
学
し
な
い
状

態
に
陥
っ
て
、
困
憊
し
て
し
ま
い
、
生
き
る
と
い
う
事
に
関
し
て
は
積
極

的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
生
き
る

こ
と
は
、
何
か
を
肯
定
し
、
行
動
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

五
、
代
助
が
行
動
す
る
の
は
な
ぜ
か

そ
の
よ
う
な
代
助
が
変
化
し
て
い
く
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ー

ル
ジ
ェ
の
評
論
に
戻
っ
て
み
る
と
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
欠
点
を
次
の
よ
う

に
記
述
し
て
い
る
。



C
ette

rançon
,
certes,

serait
terrible

si,
à
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d'affirm
er,

correspondait
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de
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…
）Il

faudrait
donc

adm
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que
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intelligence
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-
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〔
そ
の
代
価
は
と
て
も
恐
ろ
し
く
、
肯
定
の
不
可
能
、
意
志
の
不
可

能
に
対
応
す
る
。（
略
）
従
っ
て
最
上
の
知
性
は
行
動
に
強
い
ら
れ
る

条
件
を
嫌
う
。
〕（B

ourget .E
ssais

de
psychologie

contem
poraine

.
p.68

)

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
弱
点
は
肯
定
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と

意
志
の
不
可
能
と
い
う
こ
と
を
伴
う
。
そ
う
し
て
意
志
が
不
可
能
で
あ
れ

ば
、
行
動
し
な
い
と
い
う
結
果
に
な
る
。
行
動
す
る
こ
と
は
た
え
ざ
る
肯

定
を
、
そ
し
て
意
志
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
代
助
は
働
か
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
親
や
兄
の
財
産
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
っ
た
が
、
麺
麭
に
関
係
し
た
労

働
は
劣
等
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
平
岡
は
次
の
よ
う
に
言

う
。

僕
は
失
敗
し
た
さ
。
け
れ
ど
も
失
敗
し
て
も
働
い
て
ゐ
る
。
又
是
か

ら
も
働
く
積
り
だ
。（
略
）
君
は
笑
つ
て
い
る
。
笑
つ
て
い
る
が
、
其

の
君
は
な
に
も
為
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
君
は
世
の
中
有
り
の
儘
で
受

け
取
る
男
だ
。
言
葉
を
換
へ
て
云
ふ
と
意
志
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
の

出
来
な
い
男
だ
ら
う
。
意
志
が
な
い
と
云
ふ
の
は
嘘
だ
。
人
間
だ
も

の
。
其
証
拠
に
は
始
終
も
の
た
り
な
い
に
違
ひ
な
い
。（
夏
目
漱
石
「
そ

れ
か
ら
」
前
掲

八
〇
頁
）

平
岡
は
代
助
に
は
意
志
が
な
い
と
言
う
。
平
岡
は
自
分
の
意
志
を
現
実

世
界
に
働
き
か
け
、
自
分
の
思
い
ど
う
り
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
自

分
の
存
在
価
値
が
あ
る
と
い
い
、
代
助
も
本
当
は
物
足
り
な
い
の
で
は
な

い
か
と
、
そ
し
て
代
助
は
な
に
も
か
も
を
頭
の
中
で
考
え
る
だ
け
だ
と
責

め
立
て
る
。
平
岡
の
言
い
分
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
弱
点
を
見
事
に
言
い

当
て
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
、
平
岡
に
代
助
は
批
判
さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
代
助
は
分
析
精
神
を
働
か
せ
、
社
会

批
判
を
す
る
。
西
欧
の
影
響
で
、
日
本
人
は
み
な
精
神
的
に
も
、
肉
体
的

に
も
、
道
徳
的
に
も
疲
労
し
て
い
る
。
平
等
な
社
会
が
逆
に
生
存
競
争
を

激
化
し
、
個
人
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
近
代
社
会
が
孕

ん
で
し
ま
っ
た
問
題
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ

も
主
張
し
て
い
る
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
」
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲

一
四
四
～
一
四
九
頁
）
代
助
は
そ
ん
な
社
会
で
働
け
な
い
し
、
他
人
を
自
分

の
考
え
ど
う
り
に
す
る
な
ん
て
と
て
も
出
来
な
い
と
言
う
。
働
か
な
い
こ

と
に
関
し
て
は
ま
だ
い
い
訳
が
で
き
た
。

肯
定
し
な
い
、
意
志
の
不
可
能
、
行
動
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
三
千
代
の
こ
と
で
あ
る
。
三
千
代
を
得
た
い
と

い
う
意
志
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
。
こ
こ
に
漱
石
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思

想
を
適
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
生
き
る
た
め
の
「
生
の
哲
学
」
強
者

の
モ
ラ
ル
を
使
い
、
生
き
る
意
志
を
表
明
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
は
あ
る
。
し
か
し
漱
石
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
そ
れ
ほ
ど
評
価
し
て
い
な
い
。

「
自
我
の
主
張
」
の
裏
に
は
、
首
を
縊
く
く
つ
た
り
身
を
投
げ
た
り



す
る
と
同
程
度
に
悲
惨
な
煩
悶
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
弱

い
男
で
あ
っ
た
。
多
病
な
人
で
あ
つ
た
。
ま
た
孤
独
な
書
生
で
あ
つ

た
。
さ
う
し
て
ザ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
か
く
の
ご
と
く
叫
ん
だ
の
で
あ

る
。
〕（
夏
目
漱
石
「
思
い
出
す
こ
と
な
ど
」

前
掲

三
三
五
頁
）

N
ietzsche's

“
U
eberm

ensch
”

is
the

w
orst

phase
of

this
ideal

マ
マ

m
an.

〔
ニ
ー
チ
ェ
の
“
超
人
”
は
こ
の
理
想
を
持
つ
人
間
の
最
も
悪
い
面

で
あ
る
。
〕(

夏
目
漱
石
「Thus

Spake
Zarathustra

へ
の
書
き
込
み
」『
漱
石
全

集
』
一
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年

六
月

一
八
五
頁
）

ニ
ー
チ
ェ
の
「
自
我
の
主
張
」
、
超
人
思
想
は
代
助
は
も
っ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
ら
何
が
代
助
に
行
動
さ
せ
る
の
か
。

ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
知
っ
て
い
た
。
『
現
代

心
理
論
集
』
が
書
か
れ
た
一
八
八
三
、
一
八
八
五
年
頃
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は

進
化
論
者
で
あ
り
、
神
の
存
在
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し

フ
ラ
ン
ス

の
十
人
の
作
家
た
ち
を
分
析
す
る
う
ち
、
ど
の
作
家
に
も
ペ
シ
ミ
ス
ム
が

生
じ
て
い
る
と
考
察
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
原
因
は
観
察
を
も
と
に
す

る
文
学
が
決
定
論
に
落
ち
入
っ
て
し
ま
い
、
人
間
の
意
志
を
蔑
ろ
に
し
た

と
考
え
、
意
志
の
自
由
と
不
可
知
を
も
と
に
『
痛
ま
し
い
謎
』
、『
嘘
』
を

刊
行
し
、
さ
ら
に
モ
ラ
ル
を
加
味
し
た
『
弟
子
』

を
出
す
に
至
り
、
そ

(16)

の
後
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
近
づ
い
て
い
く
。
ニ
ー
チ
ェ
と
同
じ
く
意
志
の

病
に
か
か
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
を
批
判
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
キ
リ
ス

ト
教
に
帰
っ
て
行
く
。
し
か
し
自
由
意
志
は
精
神
の
自
発
性
と
と
も
に
主

張
し
て
い
く
。
そ
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン

（K
arl

von
H
artm

ann

一
八
四
二
～
一
九

(17)

〇
六)

か
ら
無
意
識
を
学
ん
で
い
た
。

こ
の
分
析
精
神
と
実
生
活
と
の
間
に
つ
ま
る
と
こ
ろ
根
本
的
な
対
立

関
係
が
あ
る
か
ら
だ
。
な
ぜ
な
ら
い
か
な
る
人
生
も
無
意
識
を
基
盤

に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
、
ま
さ
し
く
分
析
精
神
に
は
こ
れ

に
支
配
さ
れ
る
者
の
無
意
識
を
次
第
に
消
滅
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
か

ら
だ
。(

ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲

二
五
一
頁)

分
析
精
神
が
旺
盛
な
人
は
意
志
の
弱
体
化
、
感
性
の
枯
渇
が
生
じ
て
い

る
が
、
無
意
識
こ
そ
現
実
生
活
に
向
か
わ
せ
る
も
の
だ
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は

考
え
て
い
た
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
「
無
意
識
」
は
か
な
り
広
い
意
味
で
使
わ

れ
て
い
て
意
志
や
個
性
と
も
呼
べ
る
自
然
発
生
的
な
考
え
方
や
感
じ
方
の

こ
と
だ
と
田
中
琢
三
（
「
あ
る
自
然
主
義
文
学
論
、
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代

心
理
論
集
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
仏
語
仏
文
学
研
究
』、
東
京
大
学
仏
語
仏
文
学
研
究
会
第
二

〇
号

二
〇
〇
〇
年

五
月

四
四
頁
）
は
言
う
。
ま
た
こ
の
「
無
意
識
」
は
ウ
イ

リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス(W

illiam
Jam

es

一
八
四
二
～
一
九
一
〇
）
も
主
張
す
る

も
の
で
、
漱
石
が
ジ
ェ
ー
ム
ス
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
研

究
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
一
八
四
八
年
の
発
見
が
「
無
意
識
」

界
の
発
見
で
あ
る
と
小
倉
は
そ
の
著
で
書
い
て
い
る
。

漱
石
自
身
も
ジ

(18)

ェ
ー
ム
ス
が
自
分
の
作
品
創
作
に
近
い
と
「
思
い
出
す
こ
と
な
ど
」
で
も

述
べ
て
い
る
。
森
田
草
平
の
恋
愛
相
手
平
塚
明
子
、
後
の
平
塚
雷
鳥
を
ア

ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
ヒ
ポ
ク
リ
ッ
ト
と
称
し
た
な
ど
と
い
う
談
話
も
残
っ
て

い
る
。
「
ア
ン
コ
ン
ン
シ
ャ
ス
」
は
無
意
識
で
あ
る
。



「
無
意
識
」
の
中
に
あ
っ
た
三
千
代
へ
の
「
愛
」
が
代
助
に
意
志
、
生

き
る
意
志
、
行
動
へ
の
意
志
を
自
然
発
生
的
に
引
き
起
こ
す
。
平
岡
と
三

千
代
を
結
婚
さ
せ
た
時
、
三
千
代
へ
の
愛
は
す
で
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
心

の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
ば
、
も
う
そ
の

ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
三
千
代
の
こ
と
は
気
に
か

か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
二
人
と
再
会
し
、
三
千
代
は
不
幸
せ
で
あ
る
。
し

か
も
代
助
は
見
合
い
を
さ
せ
ら
れ
、
結
婚
と
い
う
事
態
が
現
実
化
し
て
く

る
。
そ
の
と
き
無
意
識
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
三
千
代
へ
の
愛
が

呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。

代
助
は
今
ま
で
嫁
の
候
補
者
と
し
て
は
、
た
ゞ
の
一
人
も
好
い
た
女

を
頭
の
中
に
指
名
し
て
ゐ
た
覚
が
な
か
つ
た
。
が
、
今
斯
う
云
は
れ

た
時
、
ど
う
云
ふ
訳
か
、
不
意
に
三
千
代
と
い
ふ
名
が
心
に
浮
か
ん

だ
。（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲

一
〇
〇
頁
）

此
所
ま
で
考
え
た
時
、
代
助
の
頭
の
中
に
、
突
然
三
千
代
の
姿
が
浮

ん
だ
。（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲

一
六
〇
頁
）

代
助
は
分
析
精
神
が
過
剰
で
、
愛
情
な
ど
の
感
情
は
ほ
と
ん
ど
意
識
上

に
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
作
品
の
最
初
の
こ
ろ
は
、
三
千
代
の
こ
と
は
な

ん
と
な
く
気
に
か
か
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
ろ
の
底
に
あ
っ

た
愛
は
次
第
に
意
識
化
さ
れ
て
く
る
。
三
千
代
が
ど
う
し
て
奥
さ
ん
を
も

ら
わ
な
い
の
か
聞
い
た
と
き
、
そ
の
思
い
は
出
現
す
る
。

自
然
の
情
愛
か
ら
流
れ
る
相
互
の
言
葉
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
彼
ら

を
駆
つ
て
、
準
縄
の
埒
を
踏
み
越
え
さ
せ
る
の
は
、
今
二
三
分
の
裡

に
あ
つ
た
。（
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
前
掲

一
八
八
頁

）

代
助
は
考
え
て
み
る
と
、
三
千
代
は
平
岡
に
嫁
ぐ
前
に
す
で
に
自
分
に

嫁
い
で
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
の
時
は
平
岡
と
の
友
情

を
先
に
し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
気
持
ち
は
こ
こ
ろ
の
奥
に
し
ま

い
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
き
代
助
は
ふ
ら
ふ
ら
と
し
た
。

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
代
助
は
、
三
千
代
と
の
愛
を
成
就
す
る
と
い
う
意
志
を

持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
困
難
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
行
動
を
起
こ
す
。

六
、
お
わ
り
に

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
代
助
は
様
々
な
娯
楽
、
芸
術
を
楽
し
ん
で
い
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
を
受
け
入
れ
る
が
、
そ
れ
の
ど
れ
か
に
固
執
す
る
こ
と
も

な
い
。
多
様
な
も
の
を
受
け
い
れ
、
享
受
す
る
こ
と
で
、
人
生
を
楽
し
む

知
性
の
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
あ
る
一
つ
の
思
想
に

固
執
す
る
こ
と
の
狭
量
性
、
思
想
が
絶
対
的
真
理
を
主
張
し
、
す
べ
て
の

も
の
を
そ
の
枠
の
中
に
押
し
込
め
る
こ
と
の
危
険
性
も
代
助
は
指
摘
す

る
。実

際
こ
の
間
の
歴
史
を
見
る
と
思
想
的
対
立
が
世
界
を
二
分
し
た
り
、

あ
る
い
は
過
激
思
想
な
ど
、
思
想
に
固
執
す
る
こ
と
の
危
険
性
は
明
か
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漱
石
は
そ
れ
ほ
ど
の
結
果
を
予
期
し
て
い
た
だ
ろ
う

か
。
日
本
で
こ
れ
ほ
ど
の
先
見
性
は
誰
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
も

の
を
受
け
入
れ
る
多
様
性
の
あ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
あ
る
意
味



必
要
な
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
あ
ま
り
に
芸
術
な
ど
の
想
像
力
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
と

現
実
感
が
な
く
な
り
、
意
志
の
喪
失
、
行
動
で
き
な
い
な
ど
、
生
き
て
い

く
上
で
の
問
題
を
生
じ
て
し
ま
う
。
現
代
の
若
者
も
空
想
の
世
界
と
現
実

の
世
界
と
混
同
や
混
乱
も
あ
っ
た
り
、
ま
た
引
き
こ
も
り
な
ど
も
そ
の
例

で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
働
か
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
現
代
の
若
者
も

代
助
の
言
い
分
は
十
分
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
パ
ン
の
た
め
だ
け

で
は
な
く
、
自
分
の
才
能
を
生
か
し
て
働
き
た
い
と
い
う
の
は
み
な
の
願

い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
働
く
こ
と
の
意
味
を
再
考
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

漱
石
が
一
〇
〇
年
も
前
に
書
い
た
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
の
よ
う
な
性

格
は
当
時
は
少
数
で
あ
り
、
特
殊
人
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
現
代
で
は
多

く
の
若
者
が
代
助
で
あ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
さ
に
現
代
の
問
題
と
化
し
て

い
る
。
ル
ナ
ン
の
影
響
は
そ
ん
な
に
長
く
は
続
か
ず
、
消
え
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
が
、
漱
石
が
創
作
し
た
代
助
は
日
本
の
中
で
、
今
も
生
き

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

＊
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

【
注
記
】

ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
『
現
代
心
理
論
集
』
で
評
価
を
受
け
、
テ
ー
ヌ
か
ら
評
論

1
家
の
道
を
薦
め
ら
れ
た
が
、
小
説
家
に
な
る
。
な
か
で
も
問
題
小
説
で
あ
る
『
弟
子
』

を
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
主
義
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
は

い
く
つ
か
の
問
題
小
説
と
モ
ラ
ル
と
不
可
知
を
テ
ー
マ
に
小
説
を
書
い
て
い
く
。
思

想
的
な
変
化
が
大
き
く
、
進
化
論
者
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
帰
っ
て
行
く
こ
と
に
な

り
、
最
後
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
否
定
し
た
。
漱
石
は
『
弟
子
』
と
モ
ラ
ル
と
不
可
知

を
テ
ー
マ
に
し
た
七
冊
の
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
著
作
を
収
蔵
し
て
い
た
。

Paul
B
ourget.

（1883
),
E
ssais

de
P
sychologie

contem
poraine

lem
erre.B

ourget.

2(1885 ),
N
ou-veaux

E
ssais

de
psychologie

contem
poraine.

P
aris:

lem
erre.

復
刻

版(1899 )
P
lon.

(

ポ
ー
ル
・
ブ
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
平
岡
昇
・
伊
藤
な
お
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
九
年

一
二
月
）
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
ア
ミ
エ
ル
の
五
人
が
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。
副
題
は
デ

カ
ダ
ン
ス
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
・
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
二
ズ
ム
の
考
察
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は

英
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
漱
石
が
こ
の
著
作
を
読
ん
だ
可
能
性
は
高
い
が
確
証
は
ま
だ

得
て
い
な
い
。
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
漱
石
旧
蔵
書
の
マ
ッ
ク
ス
・
ノ

ル
ダ
ウ
のD

egeneration.

や
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
の
著
作

M
odern

F
rench

Literature

は
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
う
え
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
箇
所
に
は
傍
線
が

あ
る
。
ま
たF

rench
novelist

T
o-day

で
は
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
詳
し
い
解
説
が
あ
り
『
現

代
心
理
論
集
』
が
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
る
。
さ
ら
に

天
理
大
学
の
図
書
館
に
は
一
九
〇
一
年
の
仏
語
の
『
現
代
心
理
論
集
』
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
表
紙
裏
にT

.S
uzuki

の
サ
イ
ン
が
あ
る
。T

.S
uzuki

は
漱
石
の
妻
の
妹
婿

に
あ
た
る
鈴
木
禎
次
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
鈴
木
禎
次
は
名
古
屋
を
作
っ
た
建
築

家
と
し
て
現
在
も
名
高
く
、
漱
石
留
学
と
入
れ
代
わ
り
に
一
九
〇
二
年
か
ら
三
年
間

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
し
て
い
る
の
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
力
は
十
分
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
漱
石
と
は
親
戚
づ
き
あ
い
を
し
て
、
漱
石
の
墓
の
設
計
も
し
て
い
る
。

ま
た
漱
石
自
身
も
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
て
い
る
し
、
蔵
書
に
は
残
っ
て
い
な
く
と

も
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
て
、
読
め
る
条
件
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
確
証
を
目
指
す

必
要
が
あ
る
。

小
黒
康
正
「
孤
立
化
す
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト

ブ
ー
ル
ジ
ェ
、
マ
ン
、
カ
ス
ナ
ー
の

3
場
合
」『
九
州
ド
イ
ツ
文
学
』
九
州
大
学
独
文
学
会
、
第
二
六
号

二
〇
一
二
年

一
月



太
宰
施
門
『
ブ
ゥ
ル
ジ
ェ
前
後
』
高
桐
書
院
、
一
九
四
六
年

八
月

一
四
～
二
六
頁

4

E
rnest

R
enan. (1863

),
V
ie
de
Jésus.

T
exte

disponible
dan

L
es

C
lassiques

des

5sciences
sociales. (

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
『
イ
エ
ス
伝
』
津
田
穣
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
四
一
年

一
月)

漱
石
旧
蔵
書
に
英
訳
本
有
り
。

P
aul

B
ourget.

（1883 ),
E
ssais

de
psychologi

contem
poraine.

P
aris:

lem
erre.

6
イ
ッ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
、
デ
ュ
マ
・
フ
ュ
ス
、
ル
コ
ン
ド
・

リ
ー
ル
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
の
五
人
は
邦
訳
さ
れ
て
い
な
い.

E
rnest

R
enan. (1888 ),

D
ialogues.

(

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
「
哲
学
的
対
話
」『
世

7
界
大
思
想
全
集
二
三
』
平
岡
昇
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
五
三
年

一
二
月)

pyrrhonien .

ピ
ュ
ロ
ン
主
義
「

現
代
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
」

白
水
社
、
一
九
九
三

8
年

三
月
（
万
物
は
無
常
で
あ
り
、
何
一
つ
確
信
し
え
ず
、
一
切
の
判
断
を
留
保
（
エ

ポ
ケ
ー
）
し
、
魂
を
無
憂
（
ア
タ
ラ
ク
ア
）
に
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
。）

B
.W

.W
ells.

（1910
),
M
odern

F
rench

L
uitrature

.
L
ondon:

S
ir
I.Pitm

an
&
S
ons.

9p435

漱
石
旧
蔵
書

Joris-K
arl

H
uysm

ans.

（1884 ),
À
rebours.

P
aris:

G
.C
harpentier.

(

ジ
ョ
リ
ス
・

10
カ
ル
ル
・
ユ
イ
ス
マ
ン
『
さ
か
し
ま
』
澁
澤
龍
彦
訳
、
河
出
出
版
、
二
〇
〇
二
年

三
月
）
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
と
共
に
デ
カ
ダ
ン
派
。

清
瀬
卓
、
「
「
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
イ
」
の
世
界

―
葉
巻
と
ワ
ル
ツ
と
舞
姫
と
―
」

11C
osm

ica

京
都
外
国
語
大
学
機
関
誌
編
集
委
員
会
編

二
〇
〇
五

九
五
～
一
一
一
頁

杉
田
弘
子
『
漱
石
の
『
猫
』
と
ニ
ー
チ
ェ
―
稀
代
の
哲
学
者
に
震
撼
し
た
近
代
日
本

12
の
知
性
た
ち
―
』
白
水
社
、

二
〇
一
〇
年

一
月

生
田
長
江
（
一
八
八
二
年
～
一
九
三
六
年

）
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を

13
漱
石
の
薦
め
ら
れ
邦
訳
す
る
が
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
鴎
外
に
聞
き
に
行
っ
た
。

新
潮
社
か
ら
一
九
一
一
年
一
月
に
刊
行
す
る
。
そ
の
後
全
集
を
出
す
。
前
掲

参
照

12

M
ax

N
ordau.

(1892
),

独
名E

ntartung

英
名

D
egeneration.

漱
石
旧
蔵
書(

マ

14
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
『
現
代
の
堕
落
』
中
島
茂
一
訳
、
大
日
本
文
明
協
会
、
大
正
三

年
三
月
）
こ
の
著
作
は
日
本
で
は
近
年
一
般
的
に
『
退
行
論
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

大
正
三
年
に
文
語
文
で
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。

Jean
P
ierrot.

(1977 ),
L
'im
aginaire

décadent
(1880-1900 ).

(

ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ロ

15
『
デ
カ
ダ
ン
ス
の
想
像
力
』
渡
辺
義
愛
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
四
年

六
月

三
六
三

頁

P
aul

B
ourge

. (1889 ),
L
e
D
isciple.

P
aris:

L
em

erre.

（
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
弟

16
子
』
内
藤
濯
訳

岩
波
書
店

一
九
四
一
年
七
月
）

K
arl

von
H
artm

ann

（
一
八
四
二
～
一
九
〇
六)

「
カ
ー
ル
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は
シ
ョ

17
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
弟
子
で
、
日
本
に
ケ
ー
ベ
ル
を
送
り
出
し
た
。
『
無
意
識
な
る
も

の
の
哲
学
』
を
一
八
八
四
年
刊
行
し
た
。
」（「
日
本
に
お
け
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
」

『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
全
集
別
巻
』
茅
野
良
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
五
年
四
月

二
七
四
頁
）

漱
石
は
明
治
三
九
年
九
月
五
日
附
深
田
康
算
宛
書
簡
に
「
ハ
ル
ト
マ
ン
の
事
は
面
白
く

拝
見
」
し
ま
し
た
来
月
も
つ
ゞ
く
事
と
存
じ
ま
す
。
拝
見
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
」
と

書
い
て
い
る
。

小
倉
脩
三
「
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
」『
漱
石
の
教
養
』、

18
翰
林
館
書
店
、

二
〇
一
〇
年

一
〇
月

四
〇
頁

引
用
部
分
か
ら
、
漱
石
の
メ
モ
に
あ
る
〈
一
八
八
六
ノ
発
明
〉
が
「
場
を
超
え
て

存
在
す
る
意
識
、
ま
た
は
マ
イ
ヤ
ー
ズ
氏
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
、
識
域
下
の
意

識
」
の
発
見
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学
府
博
士
課
程
二
年
）


