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西田幾多郎の『善の研究』とショーペンハウアー

一　

序

二　

二
つ
の
思
想
の
類
似
点

三　

二
つ
の
思
想
の
相
違
点

四　

明
治
日
本
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
あ
り
方

一　
序

ア
ル
ト
ゥ
ー
ア
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
一
七
八
八
～
一
八
六
〇
年
）
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界）

1
（

』
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
八
一

九
年
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
厳
密
に
は
前
年
の
十
二
月
だ
と
も
い
う
）。
そ
れ
か
ら
九
十
二
年
を
経
た
一
九
一
一
年
、
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
年
）

の
『
善
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
る）

（
（

。
様
々
な
思
想
家
の
思
想
を
学
ん
だ
上
で
西
田
は
自
説
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
が
、
参
照
さ
れ
た
思
想
家
の
一

人
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
あ
る
。『
善
の
研
究
』
の
中
で
は
三
回
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
名
が
言
及
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
西
田
は
若
い
頃
に

西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

横　

田　

理　

博



─ （ ─

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
愛
読
し
て
い
た
。
次
の
よ
う
な
回
想
の
言
葉
が
あ
る
。

「
若
い
時
に
は
感
激
を
以
て
読
ん
だ
本
も
あ
っ
た
。
二
十
少
し
過
ぎ
の
頃
、
は
じ
め
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
を
読
ん
で
非
常
に
動
か
さ
れ

た
。
面
白
い
本
だ
と
思
つ
た
。」（
西
田
全
集
一
〇
巻
三
九
九
頁
）

「
二
十
歳
の
頃
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
や
ニ
イ
チ
ェ
な
ど
読
ん
で
非
常
に
面
白
い
と
思
つ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
頃
は
感
激
と
い
ふ
様
な
も
の

は
あ
ま
り
起
り
ま
せ
ぬ
」（
西
田
全
集
二
四
巻
八
七
頁
）

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
西
田
の
『
善
の
研
究
』
と
い
う
二
つ
の
著
作
を
巨
視
的
に
見
る
と
き
、
そ
こ
に

は
両
者
に
共
通
す
る
思
想
史
上
の
大
き
な
特
徴
・
意
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
思
想
と
東
洋
思
想
と
が
出
会
い
、
そ
の
邂
逅
の
イ
ン
パ
ク
ト
に

導
か
れ
な
が
ら
こ
の
二
つ
の
思
想
が
産
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
古
代
イ
ン
ド
の
思
想
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
受

け
、
こ
れ
と
西
洋
の
哲
学
思
想
・
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
を
接
合
さ
せ
る
形
で
自
己
の
哲
学
体
系
を
構
築
し
た
。
西
田
も
ま
た
、
東
洋
の
仏
教
思
想
・

儒
教
思
想
の
伝
統
の
土
壌
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
、
明
治
期
に
流
入
し
た
西
洋
の
哲
学
思
想
・
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
意
欲
的
に
学
び
、
そ
の
接
合
―

そ
れ
は
意
図
的
な
接
合
と
い
う
よ
り
は
、
西
田
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
お
の
ず
か
ら
な
る
「
冥み

ょ
う
ご
う合

」（
西
田
全
集
一
巻
一
三
四
頁
）
と
言
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
―
の
試
み
が
『
善
の
研
究
』
と
な
っ
て
結
実
し
た
。
東
西
思
想
の
邂
逅
か
ら
の
結
実
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
、
東
西
思
想
の
混
淆
の

も
と
に
あ
る
現
代
の
我
々
の
思
想
の
状
況
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
学
び
う
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

本
稿
で
は
、『
善
の
研
究
』
と
い
う
西
田
の
初
期
の
思
想
形
成
に
お
い
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
が
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
て
い
る
の
か
、
検
討

し
て
み
た
い
。『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
『
善
の
研
究
』
と
い
う
二
つ
の
思
想
体
系
は
ど
こ
が
共
通
し
（
第
二
章
）
ど
こ
が
対
照
的
な
の
か
（
第

三
章
）、
明
ら
か
に
し
て
み
る）

（
（

。
第
四
章
で
は
、
西
田
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
を
明
治
日
本
の
思
想
動
向
の
中
で
改
め
て
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

竹
内
良
知
に
よ
れ
ば
、

「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
思
想
が
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
西
田
の
哲
学
の
形
成
に
は
た
し
た
役
割
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た）

（
（

。」

こ
の
「
本
質
的
な
も
の
」
と
は
何
な
の
か
を
本
稿
で
究
明
し
て
み
た
い
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
西
田
の
言
及
に
も
着
目
す
る
が
、「
本
質
的
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な
も
の
」
は
む
し
ろ
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
名
に
言
及
さ
れ
ず
に
西
田
の
思
想
の
構
造
や
感
性
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

西
田
本
人
に
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。

	

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
一
八
一
九
年
に
世
に
問
う
た
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』（
初
版
）
は
四
巻
か
ら
成
る
。
第
一
巻
で
は
、「
世
界
」

は
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
認
識
す
る
主
観
に
と
っ
て
の
客
観
と
い
う
あ
り
方
、
つ
ま
り
「
表
象
（Vorstellung

）」
と
い
う

あ
り
方
に
お
い
て
の
み
存
在
し
、
そ
の
表
象
の
世
界
は
、
時
間
・
空
間
・
因
果
性
と
い
う
「
根
拠
の
原
理
（Satz vom

 G
rund

）」
と
呼
ば
れ
る
形
式

を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
二
巻
で
は
、
表
象
で
あ
る
と
と
も
に
意
志
で
あ
る
と
い
う
「
身
体
（L

eib

）」
の
二
重
性
と
い

う
も
の
を
手
が
か
り
と
し
て
、
人
間
・
動
物
・
植
物
・
無
機
物
を
含
む
す
べ
て
の
自
然
現
象
が
「
意
志
（W

ille

）」
の
客
観
化
さ
れ
た
現
わ
れ
で
あ

る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
三
巻
で
は
、
一
般
的
に
は
、
認
識
は
意
志
に
奉
仕
し
て
い
る
が
、
芸
術
上
の
認
識
に
お
い
て
、
個
々
の
事
物
の
認
識

か
ら
イ
デ
ア
の
認
識
へ
と
移
行
す
る
と
き
、
認
識
は
意
志
へ
の
奉
仕
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
と
い
う
芸
術
上
の
認
識
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
一
般
的
な

芸
術
論
と
、
個
別
的
な
芸
術
の
諸
相
（
建
築
術
、
絵
画
・
彫
刻
、
文
芸
、
音
楽
）
と
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
第
四
巻
の
テ
ー
マ
は
道
徳
と
宗
教
で
あ
り
、

他
人
の
苦
悩
を
自
分
の
苦
悩
と
同
一
視
す
る
「
同
情
（M

itleid

）」
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、
世
界
全
体
が
た
え
ざ
る
苦
悩
と
抗
争
に
あ
け
く
れ
て

い
る
こ
と
を
見
究
め
た
者
に
と
っ
て
、
こ
の
認
識
は
一
切
の
意
欲
の
「
鎮
静
剤
（Q

uietiv

）」
と
な
り
、
人
を
「
諦
念
（R

esignation

）」
の
安
ら
ぎ
へ

と
導
く
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

こ
の
書
が
一
般
の
ド
イ
ツ
哲
学
の
書
と
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
の
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
仏
教
の
思
想
を
自
ら
の
思
想
の
基

軸
に
あ
た
る
部
分
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
苦
し
み
を
与
え
る
側
の
人
間
と
苦
し
み
を
受
け
る
側
の
人
間
と
が
区
別
さ
れ
て
見
え
る
の
は
、「
個
別
化
の

原
理
」
―
「
マ
ー
ヤ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
―
に
と
ら
わ
れ
た
「
現
象
」
世
界
で
の
見
え
方
に
す
ぎ
な
い
。
苦
し
み
を
与
え
る
側
の
人
間
と
苦
し

み
を
受
け
る
側
の
人
間
と
が
別
々
な
の
で
は
な
く
本
来
一
体
で
あ
る
と
い
う
自
他
一
体
の
認
識
を
直
接
的
に
表
現
し
た
の
が
、
イ
ン
ド
の
古
代
思
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、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
（dies bist du

）」
と
い
う
「
大
格
言
（M

ahavakya

）」
だ
と
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
真
理
を
民
衆
向
き
に
「
神
話
（M

ythos

）」
の
形
で
表
現
し
た
の
が
「
輪
廻
（Seelenw

anderung

）」
の
思
想

で
あ
り
、
自
分
が
現
世
で
他
者
に
苦
し
み
を
与
え
た
な
ら
、
来
世
の
自
分
は
そ
の
同
じ
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
直
接
的
ま
た
間
接
的
に
真
理
を
表
現
し
た
イ
ン
ド
の
思
想
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
高
く
評
価
し
、
当
時
の
西
洋
人
は
イ
ン
ド
人
に
対
し

て
一
般
に
優
越
感
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
「
イ
ン
ド
人
の
叡
知
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
逆
流
し
、
我
々
［
西
洋
人
］
の
知
識
と
思
索
と
に
根
本

的
な
変
化
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
（
第
六
三
節
）。

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
「
教
義
（D

ogm
a

）」
を
異
に
す
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
覚
的
な

認
識
と
行
状
に
お
い
て
同
一
の
事
態
が
見
出
せ
る
、
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
指
摘
す
る）

（
（

（
第
六
八
節
）。

西
洋
の
側
か
ら
東
洋
思
想
の
魅
力
を
主
張
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
態
度
に
、
東
洋
の
側
に
い
る
人
間
が
親
近
感
を
抱
く
こ
と
に
な
る
の

は
自
然
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
西
田
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
傾
倒
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
親
近
感
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
西
田

自
身
の
思
想
と
響
き
合
う
も
の
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
の
中
に
感
じ
取
ら
れ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

あ
ら
か
じ
め
本
稿
の
論
旨
を
示
し
て
お
く
と
、『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
『
善
の
研
究
』、
両
著
作
の
間
に
は
、
た
と
え
ば
、
抽
象
的

な
論
理
よ
り
も
直
覚
・
直
観
を
重
ん
じ
る
点
、
あ
る
い
は
、
人
間
の
意
識
の
働
き
の
中
で
「
意
志
」
を
中
心
と
見
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
人
間
の

意
識
を
も
全
宇
宙
を
も
包
括
的
に
統
一
し
て
い
る
力
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
点
、
こ
れ
ら
の
立
場
に
お
い
て
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
方
、

そ
れ
ら
の
類
似
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
著
作
の
思
想
に
は
、
対
照
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
大
き
な
違
い
も
ま
た
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
善
の
研

究
』
が
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
帰
結
す
る
の
に
対
し
て
、『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
は
、
意
志
の
否
定
、「
諦
念
」

と
い
う
生
き
方
に
帰
着
す
る
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
ま
た
、
国
家
と
道
徳
の
問
題
に
関
し
て
も
両
者
は
対
照
的
な
考
え
方

を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
類
似
点
と
相
違
点
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
形
で
両
著
作
を
改
め
て
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
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な
お
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
研
究
は
今
日
め
ざ
ま
し
く
進
展
し
、
旧
来
の
解
釈
を
塗
り
変
え
て
い
る
と
い
う
。〝
意
志
と
い
う
本
体
が
万
物
に

現
象
す
る
〟
と
い
う
素
朴
な
解
釈
は
今
日
で
は
誤
解
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
高
橋
陽
一
郎
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」

を
「
世
界
原
因
」
的
な
「
実
体
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
誤
解
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
学
位
論
文
第
一
版
（
一
八
一
三
年
）
に
お
け
る
初
期
の
（
超
越

論
的
）
意
志
論
を
読
め
ば
明
ら
か
だ
と
主
張
し
て
い
る）

（
（

。

私
自
身
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
を
専
門
的
に
研
究
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
正
し
い
解
釈
は
何
か
と

い
う
問
題
は
専
門
家
に
委
ね
て
い
る
の
だ
が
、
本
稿
は
、
明
治
の
日
本
人
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
ど
う
受
け
取
っ
た
か
の
か
（
そ
し
て
、
そ
れ

は
私
自
身
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
最
初
に
読
ん
だ
と
き
に
受
け
取
っ
た
解
釈
で
も
あ
っ
た
）
と
い
う
視
点
で
論
じ
て
い
る
の
で
、
今
日
の
専
門
家
に
よ
っ
て

誤
解
と
さ
れ
て
い
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
哲
学
上
の
正
確
さ
・
厳
密
さ
と
は
別
の
次
元
で
、
或
る
思
想
が
旧
来
読
者
に
ど
ん
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
き
て
、
読
者
が
（
そ
の
既
存
の
文
化
枠
組
み
の
も
と
で
）
そ
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
の
か
、
を
考
察
す
る
視
点
が

あ
っ
て
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
（
私
が
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
私
の
研
究
の
出
発
点
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
宗
教
社
会
学
だ
っ
た

か
ら
か
も
し
れ
な
い

）
（
（

）。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
超
越
論
的
認
識
論
に
お
い
て
実
体
性
を
剥
奪
さ
れ
た
意
志
観
の
も
と
で
、
自

他
と
も
に
同
じ
意
志
の
現
象
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
連
帯
感
を
促
し
て
い
た
力
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
果
た
し
て
確
保
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
も
抱
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
が
人
を
魅
了
し
て
き
た
の
は
、
今
日
誤
解
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
壮
大
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二　
二
つ
の
思
想
の
類
似
点

（
１
）「
直
覚
」
の
重
視
―
宗
教
と
芸
術

明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
十
月
二
十
七
日
、
渡
米
中
の
鈴
木
大
拙
に
宛
て
て
西
田
幾
多
郎
が
書
い
た
書
簡
（
西
田
全
集
一
九
巻
六
二
～
六
四
頁
）
は
、
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当
時
の
西
田
の
思
索
の
状
況
と
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
鈴
木
が
西
田
に
出
し
た
手
紙
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経

験
の
諸
相
』
へ
の
言
及
が
あ
り
、
こ
れ
に
西
田
は
た
だ
ち
に
反
応
し
て
自
分
も
読
ん
で
み
た
い
と
書
い
て
い
る）

（
（

。「
宗
教
的
経
験
」
と
い
う
も
の
に

よ
ほ
ど
共
感
し
た
ら
し
く
、
こ
れ
と
対
比
し
て
最
近
の
西
洋
の
倫
理
学
は
「
議
論
は
精
密
」
だ
が
「
虚
偽
の
造
物
」
の
よ
う
で
、「
人
心
の
深
き

soul-experience

に
着
目
」
し
て
い
な
い
、
と
不
満
を
も
ら
す
。
そ
し
て
、「
古
来
の
偉
人
」
の
「
大
な
るsoul-experience

に
つ
き
て
其
意
義

を
研
究
」
す
る
と
い
う
「
倫
理
の
事
実
的
研
究
」
を
し
た
い
、
と
言
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
を
学
ぶ
よ
り
も
レ
ッ
シ
ン
グ
が
古
代
の
美
術
に
即

し
て
美
を
論
じ
た
も
の
を
読
む
ほ
う
が
「
美
の
真
義
を
知
り
う
る
」、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、「m

oral experience

を
論
ぜ
る
イ
ハ
ヾ
画
論
の
如
き

者
」
を
読
み
た
い
、
最
近
読
ん
だ
書
物
の
中
で
は
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
が
そ
の
タ
イ
プ
だ
っ
た
と
西
田
は
言
う
。
そ
し
て
、

「
余
常
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
意
志
を
根
本
と
な
す
説
及
其reine A

nschauung

〔
純
粋
直
観
〕
の
説
は
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
のIntellect

を
主

と
す
る
説
よ
り
遙
に
趣
味
あ
り
且
つdeep

な
り
と
思
ふ
か
い
か
ん
」（
西
田
全
集
一
九
巻
六
三
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、 

坐
禅
上
の
悩
み
を
告
げ
た
り
も
し
て
い
る
。

こ
の
手
紙
の
文
脈
の
中
で
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
言
及
の
意
味
を
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
議
論
は
精
密
だ
が
「
造
り
物
」
の
よ
う
な

倫
理
学
の
書
物
よ
り
も
、
偉
大
な
人
間
の
深
い
「
魂
の
経
験
」
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
書
物
を
好
む
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
後
者
の
タ
イ
プ
の
著

作
の
著
者
の
一
人
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
が
ダ
ン
テ
の
深
い
「
魂
の
経
験
」
を
表
現
し
て
い

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
深
い
「
魂
の
経
験
」
を
表
現
し

て
い
る
、
と
西
田
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
西
田
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
愛
読
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
議
論
の
精
密
な
倫
理
学
よ
り
も
偉

大
な
人
物
の
「
魂
の
経
験
」
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
著
作
の
ほ
う
に
真
実
味
が
あ
る
と
い
う
見
解
自
体
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
『
意
志

と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
中
で
表
明
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
彼
は
宗
教
の
教
理
や
哲
学
を
「
抽
象
的
な
認
識
」
と
し
、
諸
宗
教
の
聖
者
た
ち

は
こ
の
「
抽
象
的
な
認
識
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
多
様
で
あ
っ
て
も
、「
直
覚
的
な
認
識
」
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
「
行
状
」
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
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た
、
と
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
直
覚
的
認
識
」
は
本
来
言
葉
で
伝
達
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
者
に
つ
い
て
の
伝
記
な
ど
を

読
む
の
が
望
ま
し
い
と
し
て
、
数
々
そ
う
い
う
文
献
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
六
八
章
）。

	

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
道
徳
に
関
し
て
、「
抽
象
的
な
認
識
」
よ
り
も
「
直
覚
的
な
認
識
」
の
ほ
う
が
本
質
的
だ
と
見
て
い
る
。「
抽
象
的
な

認
識
」
と
し
て
の
「
道
徳
（M

oral

）」
に
よ
っ
て
人
が
有
徳
に
な
る
わ
け
で
は
な
い）

（1
（

。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
徳
（Tugend

）
が
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
天
賦
の
才
能
（G

enius

）
が
教
え
ら
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
実
際
、
徳
に
と
っ
て
は
概
念
は

非
生
産
的
で
、
道
具
と
し
て
し
か
利
用
で
き
な
い
。
こ
れ
は
芸
術
に
と
っ
て
概
念
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々

の
道
徳
体
系
や
倫
理
学
に
よ
っ
て
、
有
徳
の
人
、
高
貴
な
人
、
神
聖
な
人
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
期
待
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
我
々
の
美
学
に

よ
っ
て
詩
人
、
彫
刻
家
、
音
楽
家
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
期
待
す
る
の
と
同
じ
く
ら
い
に
愚
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。」（S.（（（ , 

西
尾
訳
Ⅱ
二
三
八
頁
）

「
道
徳
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
認
識
一
般
に
よ
っ
て
真
正
の
徳
が
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
真
正
の
徳
は
、
自
分
の
個
体
の
中
に

あ
る
の
と
同
じ
本
質
を
他
人
の
個
体
の
中
に
も
認
識
す
る
直
覚
的
（intuitiv

）
な
認
識
か
ら
生
じ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
倫
理
の
講

義
や
説
教
に
よ
っ
て
有
徳
者
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
美
学
以
来
の
す
べ
て
の
美
学
が
一
人
の
詩
人
を

も
作
り
出
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
に
と
っ
て
概
念
が
非
生
産
的
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
徳
の
本
来
の
内

的
本
質
に
と
っ
て
も
概
念
は
非
生
産
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
概
念
は
、
別
の
仕
方
で
認
識
さ
れ
た
り
決
断
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
を
実
行
し
た
り

保
存
し
た
り
す
る
上
で
、
全
く
副
次
的
に
の
み
、
道
具
と
し
て
役
に
立
つ
だ
け
で
あ
る
。」（S.（01 , 

西
尾
訳
Ⅲ
一
三
八
～
一
三
九
頁
）

「
た
ん
な
る
概
念
は
、
真
正
の
芸
術
に
と
っ
て
と
同
様
に
真
正
の
徳
に
と
っ
て
も
非
生
産
的
で
あ
る
。」（S.（11 , 

西
尾
訳
Ⅲ
一
五
七
頁
）

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
美
学
の
本
を
読
ん
で
立
派
な
芸
術
家
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
倫
理
学
と
い
う
「
抽
象
的
認
識
」

が
人
を
道
徳
的
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
言
う
。
抽
象
的
な
「
教
義
」
が
「
心
意
［
心
の
持
ち
方
］（G

esinnung

）」
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
カ
ン
ト
は
、「
義
務
と
定
言
命
法
と
の
概
念
」
と
い
う
「
抽
象
的
な
反
省
」
を
通
じ
て
こ
そ
「
善
」
や
「
徳
」
は
成
立
す
る
と
考
え
た
。
カ
ン
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ト
の
こ
の
考
え
方
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
反
対
す
る
。
人
が
有
徳
に
な
る
の
は
「
言
葉
に
よ
っ
て
伝
達
で
き
る
抽
象
的
な
認
識
」
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、「
直
覚
的
（intuitiv

）
な
認
識
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
真
正
の
徳
は
、
自
分
の
個
体
に
お
け
る
と
同
じ
本
質
を
他
人
の
個

体
の
中
に
も
認
識
す
る
直
覚
的
な
認
識
か
ら
生
じ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

厳
密
に
言
え
ば
、「
自
分
の
個
体
に
お
け
る
と
同
じ
本
質
を
他
人
の
個
体
の
中
に
も
認
識
す
る
直
覚
的
な
認
識
」
と
い
う
「
言
葉
」
に
よ
っ
て

「
伝
達
」
し
て
い
る
時
点
で
、
言
葉
で
伝
達
不
可
能
な
「
直
覚
的
認
識
」
の
域
を
超
え
出
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
苦
渋
の
や
む
を
え
ざ
る
表
現
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
「
自
分
の
個
体
に
お
け
る
と
同
じ
本
質
を
他

人
の
個
体
の
中
に
も
認
識
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
そ
の
言
葉
通
り
に
抽
象
的
に
解
釈
せ
ず
に
、
本
来
は
言
葉
に
で
き
な
い
こ
と
を
無
理
や
り
言
葉

に
し
た
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
頭
で
は
な
く
心
で
わ
か
る
、
あ
る
い
は
体
得
す
る
と
い
う
性
質
の
認
識
で
あ
る
。

そ
う
い
う
「
直
覚
」
が
道
徳
の
根
本
だ
と
考
え
て
い
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
は
、
概
念
化
さ
れ
な
い
直
観
（「
知
的
直
観
」）
を
学
問
や

道
徳
の
基
盤
に
置
い
た
西
田
の
思
想
と
の
間
に
親
縁
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
道
徳
的
セ
ン
ス
と
美
的
セ
ン
ス
と
を
並
べ
て
、
ど
ち
ら
に
と
っ
て

も
抽
象
的
・
概
念
的
な
認
識
は
役
に
立
た
な
い
と
考
え
る
点
で
西
田
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
は
同
じ
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

	

西
田
の
い
う
「
知
的
直
観
（intellektuelle A

nschauung

）」
と
は
、「
所
謂
理
想
的
な
る
、
普
通
に
経
験
以
上
と
い
つ
て
居
る
者
の
直
覚
」
の
こ
と

で
あ
る
。「
例
へ
ば
美
術
家
や
宗
教
家
の
直
覚
の
如
き
者
」
で
あ
り
、「
直
覚
と
い
ふ
点
に
於
て
は
普
通
の
知
覚
と
同
一
で
あ
る
が
、
其
内
容
に
於

て
は
遥
に
之
よ
り
豊
富
深
遠
な
る
も
の
」
で
あ
る
（
西
田
全
集
一
巻
三
三
頁
）。
そ
し
て
「
例
へ
ば
我
々
の
愛
に
由
り
て
彼
我
合
一
の
直
覚
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
、
宗
教
家
の
直
覚
の
如
き
は
そ
の
極
致
に
達
し
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
言
う
（
西
田
全
集
一
巻
三
四
頁
）。「
彼
我
合
一
の
直
覚
」
は
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
着
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
第
六
三
節
）。
さ
ら
に
西
田
は
、

「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
意
志
な
き
純
粋
直
覚
と
云
ふ
も
の
も
天
才
の
特
殊
な
る
能
力
で
は
な
い
、
反
つ
て
我
々
の
最
も
自
然
に
し
て
統
一

せ
る
意
識
状
態
で
あ
る
、
天
真
爛
漫
な
る
嬰
児
の
直
覚
は
凡
て
此
種
に
属
す
る
の
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
三
四
頁
）
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と
述
べ
る
。
こ
こ
で
西
田
が
言
い
た
い
の
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
「
意
志
な
き
純
粋
直
覚
」
も
西
田
の
い
う
「
知
的
直
観
」
に
ち
が

い
な
い
が
、
こ
れ
は
「
天
才
」
に
し
か
も
ち
え
な
い
特
殊
な
能
力
な
の
で
は
な
く
、
我
々
も
ま
た
、
純
粋
経
験
が
「
大
な
る
統
一
」
の
状
態
に
あ

る
と
き
に
は
経
験
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
意
志
な
き
純
粋
直
覚
」
と
い
う
の
は
、『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
芸
術
論
（
第
三
巻
）
の
中
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
は
、
認
識
は
意
志
に
奉
仕
し
て
い
る
。
し
か
し
、
芸
術
上
の
認
識
に
お
い
て
、
個
々
の
事

物
の
認
識
か
ら
イ
デ
ア
の
認
識
へ
と
移
行
す
る
と
き
、
認
識
は
意
志
へ
の
奉
仕
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
主
観
は
「
個
体
的
な
主
観
」
で

は
な
く
「
純
粋
な
認
識
主
観
」
と
な
っ
て
い
る
（
第
三
四
節
）。

ま
た
、
西
田
が
言
及
し
て
い
る
「
天
才
」
に
つ
い
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
第
三
七
節
で
、
純
粋
な
認
識
主
観
と
な
っ
て
事
物
の
イ
デ
ア

を
認
識
す
る
天
才
た
ち
の
能
力
は
、
程
度
は
低
く
て
も
、
天
才
で
は
な
い
普
通
の
人
々
も
そ
な
え
て
い
る
、
と
は
い
え
、
普
通
の
人
間
は
、
直
接

に
自
然
か
ら
イ
デ
ア
を
認
識
す
る
よ
り
も
、
芸
術
家
が
邪
魔
な
も
の
を
省
い
て
イ
デ
ア
の
み
を
再
現
し
た
芸
術
作
品
を
通
じ
て
イ
デ
ア
を
認
識
す

る
ほ
う
が
容
易
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。

西
田
が
「
知
的
直
観
」
論
に
お
い
て
、
そ
こ
に
「
宗
教
家
の
直
覚
」
と
並
ん
で
「
美
術
家
の
直
覚
」
を
例
に
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
、

純
粋
経
験
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
芸
術
と
宗
教
と
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
特
徴
的
だ
と
言
え
る
。
芸
術
家
が
「
統
一
的
或
者
」
を
直
覚

し
て
そ
れ
を
作
品
に
表
現
す
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
人
は
宗
教
に
お
い
て
「
統
一
的
或
者
」
を
直
覚
し
て
、
学
問
（
思
惟
）
と
道
徳
（
意
志
）
の

両
面
に
お
い
て
そ
れ
を
展
開
す
る
。
こ
の
図
式
は
『
善
の
研
究
』
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
。
西
田
は
学
問
よ
り
も
芸
術
の
ほ
う
が
「
実
在
の
真

相
」
に
近
づ
け
る
と
考
え
て
い
た
。
物
理
学
者
は
世
界
を
「
抽
象
的
」
に
見
る
。
そ
こ
で
は
「
情
意
」
が
排
除
さ
れ
「
知
」
だ
け
に
偏
し
て
い
る
。

情
意
を
排
除
せ
ず
に
世
界
を
見
て
い
る
の
は
「
学
者
よ
り
も
芸
術
家
」
の
ほ
う
で
あ
り
、「
実
在
の
真
相
」
に
達
し
て
い
る
、
と
西
田
は
言
う
（
西

田
全
集
一
巻
五
〇
頁
）。「
美
術
家
」
は
、「
愛
す
る
花
」、「
親
し
き
動
物
」
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
「
物
の
真
相
」
た
る
「
統
一
的
或
者
」
を
「
看

破
」
し
、「
表
面
の
事
実
で
は
な
く
、
深
く
物
の
根
柢
に
潜
め
る
不
変
の
本
体
」
を
表
現
す
る
（
西
田
全
集
一
巻
七
〇
頁
）。
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こ
の
よ
う
に
芸
術
と
宗
教
と
を
と
も
に
人
生
に
と
っ
て
核
心
的
な
も
の
と
見
る
西
田
の
考
え
方
に
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
重
な
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
に
も
、
い
つ
ま
で
も
や
み
く
も
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
「
意
志
」
か
ら
逃
れ
る
術す

べ

と
し
て
、
芸
術
と
宗

教
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
芸
術
は
一
時
的
な
鎮
静
、
宗
教
は
永
続
的
な
鎮
静
と
い
う
違
い
は
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
「
救
済
」
で
あ
っ
た）

（（
（

。

（
２
）
意
識
の
中
で
の
「
意
志
」
の
優
位

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
認
識
よ
り
意
志
が
優
位
に
立
つ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

自
分
の
意
志
は
、
あ
い
反
す
る
二
つ
の
決
断
の
い
ず
れ
を
も
選
択
可
能
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
意
志
に
は
経
験
的
自
由
が
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
の

は
錯
覚
だ
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
（
第
五
五
節
）。「
知
性
（Intellekt

）」
に
は
わ
か
ら
な
く
と
も
、
す
で
に
決
断
は
客
観
的
に
定
め
ら
れ
て

い
る
。
決
断
は
個
人
的
意
志
の
内
的
な
特
性
、
す
な
わ
ち
「
叡
知
的
（intelligibel

）」
性
格
に
由
来
す
る
。
知
性
は
意
志
を
規
定
で
き
な
い
。
認
識

が
根
本
で
意
志
が
第
二
次
的
だ
と
い
う
デ
カ
ル
ト
な
ど
に
見
ら
れ
る
主
張
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
し
り
ぞ
け
、
意
志
が
根
本
で
認
識
は
第
二

次
的
だ
と
主
張
す
る
。
人
間
は
、
或
る
事
柄
を
ま
ず
善
だ
と
認
識
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
れ
を
欲
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
先
に
或
る
事
柄

を
欲
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
れ
を
善
だ
と
認
識
す
る
、
と
い
う
の
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
考
え
で
あ
る
。

「
意
志
こ
そ
第
一
の
も
の
で
根
源
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
認
識
は
、
あ
と
か
ら
付
け
加
わ
っ
て
意
志
の
現
象
に
そ
の
道
具
と
し
て
帰
属
し
て
い

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。」（S.（0（ , 

西
尾
訳
Ⅱ
二
九
〇
頁
）

	

意
識
の
中
で
「
意
志
」
が
優
位
に
あ
る
こ
と
は
西
田
も
ま
た
し
ば
し
ば
主
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
善
の
研
究
』
第
一
編
第
三
章
で
は
、
知

（
知
識
・
思
惟
）
と
意
（
意
志
）
と
を
並
列
し
て
論
じ
つ
つ
も
、
究
極
的
に
は
、
知
識
よ
り
も
意
志
を
根
源
的
と
見
て
い
る
。

「
意
志
と
い
ふ
の
は
普
通
の
知
識
と
い
ふ
者
よ
り
も
一
層
根
本
的
な
る
意
識
体
系
で
あ
つ
て
統
一
の
中
心
と
な
る
者
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻

三
二
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
田
は
第
二
編
の
第
三
章
の
中
で
、
一
般
に
心
の
働
き
を
「
知
情
意
」
と
称
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
知
情
意
は
切
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り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
三
つ
の
う
ち
最
も
根
本
的
な
の
は
意
志
だ
と
主
張
す
る）

（1
（

。

「
元
来
我
々
の
意
識
現
象
を
知
情
意
と
分
つ
の
は
学
問
上
の
便
宜
に
由
る
の
で
、
実
地
に
於
て
は
三
種
の
現
象
あ
る
の
で
は
な
く
、
意
識
現
象

は
凡
て
此
方
面
を
具
備
し
て
居
る
の
で
あ
る
（
例
へ
ば
、
学
問
的
研
究
の
如
く
純
知
的
作
用
と
い
つ
て
も
、
決
し
て
情
意
を
離
れ
て
存
在
す

る
こ
と
は
で
き
ぬ
）。
併
し
此
三
方
面
［
知
情
意
…
…
引
用
者
］
の
中
、
意
志
が
そ
の
最
も
根
本
的
な
る
形
式
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
四
九
頁
）

「
思
惟
」
と
比
較
し
て
「
意
志
」
を
特
徴
づ
け
て
い
る
説
明
は
第
三
編
の
第
一
章
の
中
に
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
思
惟
、
想
像
、
意
志
の
三
つ
の
統
覚
は
其
根
本
に
於
て
は
同
一
の
統
一
作
用
で
あ
る
。
其
中
思
惟
及
び
想
像
は
物
及
自
己
の
凡
て
に
関
す
る

観
念
に
対
す
る
統
一
作
用
で
あ
る
が
、
意
志
は
特
に
自
己
の
活
動
の
み
に
関
す
る
観
念
の
統
一
作
用
で
あ
る
。
…
…
前
者
は
単
に
理
想
的
、

即
ち
可
能
的
統
一
で
あ
る
が
、
後
者
は
現
実
的
統
一
で
あ
る
、
即
ち
統
一
の
極
致
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
八
六
～
八

七
頁
）

第
三
編
第
二
章
で
は

「
意
志
は
我
々
の
意
識
の
最
も
深
き
統
一
力
で
あ
つ
て
、
又
実
在
統
一
力
の
最
も
深
遠
な
る
発
現
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
八
九
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
西
田
は
第
三
編
で
倫
理
学
の
諸
説
を
検
討
す
る
際
、
善
の
根
拠
を
人
間
本
性
に
求
め
る
「
自
律
的
倫
理
学
」
と
し
て
、
知
情
意
に
対
応

す
る
三
類
型
、
す
な
わ
ち
、「
理
性
」
に
基
づ
く
「
合
理
説
ま
た
は
主
知
説
」、「
苦
楽
の
感
情
」
に
基
づ
く
「
快
楽
説
」、「
意
志
の
活
動
」
に
基
づ

く
「
活
動
説
」
と
い
う
三
類
型
を
立
て
（
西
田
全
集
一
巻
一
〇
四
頁
）、
合
理
説
と
快
楽
説
を
批
判
し
て
最
終
的
に
「
活
動
説
」
を
主
張
す
る
。
こ
の

議
論
に
も
、「
意
志
」
を
優
位
と
す
る
立
場
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

意
志
と
思
惟
と
を
比
較
し
な
が
ら
西
田
は
次
の
よ
う
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
言
及
し
て
い
る
。

「
思
惟
も
意
志
と
同
じ
く
一
種
の
統
覚
作
用
で
あ
る
が
、
そ
の
統
一
は
単
に
主
観
的
で
あ
る
。
然
る
に
意
志
は
主
客
の
統
一
で
あ
る
。
意
志
が

い
つ
も
現
在
で
あ
る
の
も
之
が
為
で
あ
る
（Schopenhauer, D

ie W
elt als W

ille und Vorstellung, §（（

）。」（
西
田
全
集
一
巻
一
三
頁
）
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意
志
は
「
主
客
の
統
一
」
で
あ
る
ゆ
え
に
「
い
つ
も
現
在
で
あ
る
」。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
第
五
四
節
へ
の

参
照
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

当
該
の
第
五
四
節
の
中
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
意
志
の
現
象
の
形
式
は
、
現
在
だ
け
で
あ
っ
て
、
未
来
で
も
過
去
で
も
な
い
、
と
言
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
意
志
が
現
在
と
し
て
現
象
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
い
わ
ば
「
永
遠
の
正
午
」
の
よ
う
な
も
の
、
沈
ま
な
い
「
太
陽
」
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
註
の
中
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
次
の
よ
う
に
ス
コ
ラ
哲
学
の
「
永
遠
」
の
「
今
」
の
思
想
に
言
及
し
て
い
る
。

「
永
遠
（E

w
igkeit

）
と
は
、
終
わ
り
も
な
く
始
ま
り
も
な
い
連
続
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
動
か
な
い
今0

（Jetzt

）
の
こ
と
で
あ
る
。」（S.（（（ , 

西
尾
訳
Ⅱ
二
七
四
頁
）

以
上
の
よ
う
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
西
田
も
、
心
の
働
き
の
中
で
「
意
志
」
を
中
心
と
見
て
い
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
こ
こ
で

の
「
意
志
」
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
個
々
人
の
意
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
考
え
ら
れ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
〝
本
体
〟
と
し
て
の
意
志
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
が
「
即
自
態
」
と
呼
ぶ
「
生
へ
の
意
志
」）
で
は
な
い
。

（
３
）
本
体
と
し
て
の
「
意
志
」
―
〝
本
体
／
現
象
〟
と
い
う
体
系

『
善
の
研
究
』
で
は
、「
万
物
の
統
一
力
」
で
あ
っ
て
、
か
つ
ま
た
「
意
識
内
面
の
統
一
力
」
で
も
あ
る
も
の
が
「
理
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
人
は
皆
宇
宙
に
一
定
不
変
の
理
な
る
者
あ
つ
て
、
万
物
は
之
に
由
り
て
成
立
す
る
と
信
じ
て
居
る
。
此
理
と
は
万
物
の
統
一
力
で
あ
つ
て
兼

ね
て
又
意
識
内
面
の
統
一
力
で
あ
る
、
理
は
物
や
心
に
由
つ
て
所
持
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
が
物
心
を
成
立
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
理

は
独
立
自
存
で
あ
つ
て
、
時
間
、
空
間
、
人
に
由
つ
て
異
な
る
こ
と
な
く
、
顕
滅
用
不
用
に
由
り
て
変
ぜ
ざ
る
者
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻

六
一
頁
）

万
物
の
統
一
力
は
ま
た
「
神
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
自
然
と
精
神
と
は
不
可
分
だ
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
両
者
合
一
の
根
本
が
「
神
」
だ
と
西
田

は
言
う
（
西
田
全
集
一
巻
七
八
頁
）。
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「
我
々
の
神
と
は
天
地
之
に
由
り
て
位く

ら
いし

万
物
之
に
由
り
て
育
す
る
宇
宙
の
内
面
的
統
一
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の
外ほ

か

に
神
と
い
ふ
べ
き

も
の
は
な
い
。」（
西
田
全
集
一
巻
一
四
〇
頁
）

神
は
「
宇
宙
の
統
一
者
」、「
実
在
の
根
本
」、「
実
在
統
一
の
根
本
」（
西
田
全
集
一
巻
八
一
頁
）
で
あ
っ
て
、
人
心
の
中
に
も
神
は
働
い
て
い
る
（
西
田

全
集
一
巻
八
〇
頁
）。
神
は
自
己
と
他
人
と
を
統
一
す
る
「
愛
の
根
本
」（
西
田
全
集
一
巻
八
二
頁
）
で
も
あ
る
。

「
神
と
は
こ
の
宇
宙
の
根
本
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
…
…
余
は
神
を
宇
宙
の
外
に
超
越
せ
る
造
物
者
と
は
見
ず
し
て
、
直た

だ
ちに

こ
の
実
在
の
根
柢
と

考
へ
る
の
で
あ
る
。
神
と
宇
宙
と
の
関
係
は
芸
術
家
と
そ
の
作
品
と
の
如
き
関
係
で
は
な
く
、
本
体
と
現
象
と
の
関
係
で
あ
る
。
宇
宙
は
神

の
所
作
物
で
は
な
く
、
神
の
表
現m

anifestation

で
あ
る
。
外
は
日
月
星
辰
の
運
行
よ
り
内
は
人
心
の
機
微
に
至
る
ま
で
悉

こ
と
ご
とく

神
の
表
現
で

な
い
も
の
は
な
い
、
我
々
は
此
等
の
物
の
根
柢
に
於
て
一
々
神
の
霊
光
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
一
四
二
頁
）

神
と
宇
宙
（
世
界
）
と
の
関
係
は
、「
本
体
と
現
象
と
の
関
係
」
だ
と
西
田
は
言
う
。
第
二
編
第
七
章
の
中
で
「
現
象
と
本
体
と
の
関
係
」
は
「
実

在
の
両
方
面
の
関
係
」
で
あ
り
、
本
体
は
「
実
在
の
統
一
力
」、
現
象
は
「
其
分
化
発
展
せ
る
対
立
の
状
態
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
（
西
田
全
集
一
巻

六
六
頁
）。
し
た
が
っ
て
「
神
と
世
界
と
の
関
係
は
意
識
統
一
と
其
内
容
と
の
関
係
で
あ
る
。
意
識
内
容
は
統
一
に
由
つ
て
成
立
す
る
が
、
又
意
識

内
容
を
離
れ
て
統
一
な
る
者
は
な
い
。
意
識
内
容
と
其
統
一
と
は
、
統
一
せ
ら
れ
る
者
と
す
る
者
と
の
二
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
一
実
在
の
両
方

面
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
一
五
二
頁
）

一
方
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
、
時
間
・
空
間
・
因
果
性
は
「
表
象
」
の
世
界
に
あ
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
も
の
に
伴
っ
て
い
る

「
根
拠
の
原
理
」
で
あ
っ
た
が
、「
意
志
」
は
世
界
の
す
べ
て
の
現
象
の
背
後
に
あ
る
「
一
」
な
る
も
の
で
、
こ
れ
は
西
田
の
い
う
「
純
粋
経
験
」

と
同
様
に
時
間
や
空
間
や
因
果
性
を
超
越
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
意
志
は
、「
個
体
化
の
原
理
」
の
埒
外
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
一

つ
」
で
あ
り
、
分
割
不
可
能
で
あ
る
。

「
意
志
は
、
数
百
万
本
の
オ
ー
ク
［
カ
シ
ワ
・
ナ
ラ
・
カ
シ
の
類
…
…
引
用
者
］
の
木
に
も
一
本
の

0

0

0

オ
ー
ク
の
木
に
も
同
じ
程
度
に
完
全
に
お
の
れ
を

顕
現
す
る
。」（S.1（（ , 

西
尾
訳
Ⅰ
二
八
五
頁
）
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意
志
と
い
う
本
質
は
「
自
然
の
い
か
な
る
事
物
の
中
に
も
、
い
か
な
る
生
物
の
中
に
も
そ
っ
く
り
全
体
の
ま
ま
に
分
割
さ
れ
ず
に
現
存
し
て
い
る
」

（S.1（（ , 

西
尾
訳
Ⅰ
二
八
七
頁
）。

個
々
人
は
通
常
は
「
個
別
化
の
原
理
」
と
い
う
「
マ
ー
ヤ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
も
と
に
、
自
分
と
他
人
と
を
区
別
し
て
い
る
が
、「
物
自
体
」
と

し
て
の
「
意
志
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
も
他
人
も
と
も
に
一
つ
の
同
じ
「
生
へ
の
意
志
」
と
い
う
「
即
自
態
（A

n-sich

）」
の
現
れ
で

あ
り
、
一
体
で
あ
る
。

「
自
分
自
身
の
現
象
の
即
自
態
は
ま
た
他
人
の
現
象
の
即
自
態
で
も
あ
る
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
お
の
お
の
の
事
物
の
本
質
を
成
し
、
お
の
お
の

の
事
物
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
生
へ
の
か
の
意
志
（W
ille zum

 L
eben

）
で
あ
る
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
即
自
態
こ
そ
動
物
に
も
全
自
然

に
も
広
が
っ
て
い
る
」（S.（0（ , 
西
尾
訳
Ⅲ
一
四
九
頁
）

「
我
々
の
真
の
自
我
は
単
に
こ
の
個
別
の
現
象
た
る
自
分
の
人
格
の
う
ち
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
と
し
生
け
る
万
物
の
中
に
存
在
し
て

い
る
」（S.（0（ , 

西
尾
訳
Ⅲ
一
五
〇
頁
）

「
意
志
は
各
現
象
の
即
自
態
で
あ
り
、
即
自
態
で
あ
る
か
ら
に
は
現
象
の
形
式
か
ら
は
自
由
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
数
多
性
か
ら
も
免
れ
て
い

る
」（S.（0（ , 

西
尾
訳
Ⅲ
一
五
二
頁
）

	

西
田
の
「
汎
神
論
」（
西
田
全
集
一
巻
一
三
九
頁
）
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

	

西
田
か
ら
の
先
の
引
用
文
「
外
は
日
月
星
辰
の
運
行
よ
り
内
は
人
心
の
機
微
に
至
る
ま
で
悉
く
神
の
表
現
で
な
い
も
の
は
な
い
」（
西
田
全
集
一
巻

一
四
二
頁
）
と
い
う
叙
述
は
、「
神
」
を
「
意
志
」
と
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
無
機
物
・
植
物
・
動
物
・
人
間
ひ
っ
く
る
め
て
「
意
志
」
の
現
象
だ

と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
構
造
上
は
類
似
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
、
世
界
は
「
意
志
」
と
い

う
本
体
（「
即
自
態
」）
の
「
現
象
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
〝
本
体
／
現
象
〟
の
関
係
は
、
目
に
は
見
え
な
い
本
体
が
文

字
通
り
「
現
れ
る
」、「
形
を
と
る
」
と
い
っ
た
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
、
西
田
の
い
う
〝
統
一
す
る
も
の
／
統
一
さ
れ
る
も
の
〟
と
い
う
関
係
で
は
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な
か
っ
た
。
分
裂
を
克
服
す
べ
く
現
実
に
働
き
か
け
続
け
る
「
統
一
」
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
想
定
し
て
い
る
点
で
西
田
の
「
神
／
世
界
」
観

は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
西
田
の
場
合
、

「
凡
て
の
人
が
各
自
神
よ
り
与
へ
ら
れ
た
使
命
を
も
つ
て
生
れ
て
き
た
と
い
ふ
様
に
、
我
々
の
個
人
性
は
神
性
の
分
化
せ
る
者
で
あ
る
、
各
自

の
発
展
は
即
ち
神
の
発
展
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
一
五
四
頁
）

と
言
う
よ
う
に
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
個
人
性
」
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
「
神
の
発
展
を
完
成
」
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
神
と
人
間
と
の
呼

応
関
係
が
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
は
「
神
」
で
は
な
い
の
で
当
然
で
は
あ
る
が
、
現
象
世
界
の
展
開
が
「
意
志
」
の
発
展
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
人
間
が
「
意
志
」
へ
と
関
わ
る
唯
一
の
局
面
は
、
意
志
を
否
定
す
る
（
そ
れ
が
個
人
の
心
境
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
は
い
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
本
体
と
し
て
の
「
意
志
」
は
微
動
だ
に
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
）
と
い
う
関
わ
り
方
だ
け
で
あ
っ
た
。

	

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
す
べ
て
の
自
然
現
象
の
背
後
に
本
体
と
し
て
の
一
な
る
「
意
志
」
が
あ
る
、
と
考
え
た
。
西
田
も
ま
た
、
我
々
の

精
神
現
象
も
自
然
現
象
も
包
括
し
て
一
貫
す
る
一
つ
の
力
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
西
田
は
そ
の
力
を
「
統
一
的
或
者
」、
あ
る
い
は
「
理
」
と

か
「
神
」
と
表
現
す
る
も
の
の
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
よ
う
に
「
意
志
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た）

（1
（

。
先
述
の
よ
う
に
西
田
は
、
少
な
く
と
も
、

知
・
情
・
意
の
中
で
は
「
意
志
」
を
中
心
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
「
意
志
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、「
行
為
」
の
う
ち
の
、「
外
面
の
動
作
」

に
先
行
す
る
「
内
面
的
意
識
現
象
」
の
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
我
々
の
日
常
的
な
言
葉
づ
か
い
通
り
の
「
意
志
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
（
西
田
全

集
一
巻
八
四
頁
）。
自
然
を
一
貫
す
る
力
を
西
田
は
「
意
志
」
と
は
呼
ば
ず
、「
神
」
と
呼
ん
だ
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
そ
れ
を
「
意
志
」
と
呼

ん
で
、「
神
」
と
は
呼
ば
な
い
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
も
、
世
界
の
外
に
超
越
す
る
神
を
想
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
体
系
の
構
造
と
し
て

は
一
種
の
〝
汎
神
論
〟
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、〝
内
在
神
〟
に
相
当
す
る
「
意
志
」
は
目
標
を
も
た
な
い
盲
目
的
な
も
の
な
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
は
「
神
」
と
は
呼
び
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
西
田
が
神
を
「
統
一
力
」
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
に
静
態
的
な
実
体
で
は
な
く
、「
意
志
」
的
な
ダ
イ
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ナ
ミ
ズ
ム
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
限
っ
て
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
と
言
え
な
く

も
な
い
。
我
々
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
一
種
の
力
が
あ
り
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
そ
の
力
の
働
き
を
担
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
連
帯
し
て
い
る
と
い
う
漠
然
と
し
た
世
界
観
を
西
田
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
は
共
有
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三　
二
つ
の
思
想
の
相
違
点

（
１
） 

オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム

『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
で
は
、「
生
へ
の
意
志
を
否
定
す
る
こ
と
」・「
諦
念
」・「
禁
欲
」
と
い
う
生
き
方
が
一
種
の
理
想
状
態
と
し
て

描
か
れ
る
。
こ
の
書
の
論
脈
の
最
後
に
こ
の
よ
う
な
境
地
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
最
終
的
な
結
論
が
こ
の
諦
念

の
境
地
な
の
だ
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
で
最
終
的
に
帰
着
さ
せ
た
の
は
、

た
え
ず
新
た
な
欲
求
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
自
分
も
苦
し
み
、
他
人
と
も
闘
争
す
る
こ
の
意
志
の
あ
り
方
を
認
識
し
、
こ
の
認
識
を
「
鎮
静
剤
」
と

し
て
「
生
へ
の
意
志
」
を
抑
制
し
、「
諦
念
」
の
境
地
に
至
る
、
と
い
う
生
き
方
で
あ
っ
た
。
欲
望
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
必
死
に
な
り
、
そ
れ
が
達

成
さ
れ
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
別
の
欲
求
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
そ
う
い
う
人
生
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
る
。
自

殺
に
つ
い
て
は
意
志
の
肯
定
の
現
わ
れ
だ
と
し
て
拒
否
す
る
も
の
の
、
自
分
の
一
切
の
意
欲
を
鎮
静
化
さ
せ
、
果
て
は
「
餓
死
」
し
て
も
か
ま
わ

な
い
と
い
う
極
論
に
ま
で
行
き
着
い
て
い
る
。「
ペ
シ
ミ
ズ
ム
（pessim

ism

）」（
厭
世
主
義
、
あ
る
い
は
悲
観
主
義
と
訳
さ
れ
る
）
と
い
う
言
葉
が
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
、
そ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
間
違
い
で
は
な
い
。

自
己
否
定
の
末
に
真
の
自
己
を
見
出
そ
う
と
す
る
西
田
が
私
利
私
欲
を
抑
制
す
べ
き
こ
と
を
説
く
点
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
共
通
す
る
と

し
て
も
、
西
田
は
最
終
的
に
「
生
へ
の
意
志
」
を
抑
制
し
て
「
諦
念
」
の
境
地
に
至
る
こ
と
を
推
奨
し
た
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
西
田
に
は
、

あ
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
あ
り
、
各
自
が
真
の
意
志
を
追
求
す
る
な
ら
世
界
全
体
は
一
種
の
調
和
に
至
る
と
い
う
確
信
が
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あ
る
。「
個
人
性
の
発
揮
」
を
、「
善
」
の
具
体
的
内
容
（
目
的
）
の
第
一
に
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
も
、
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
う
か
が
え
る
。
各
自
が

個
性
を
発
揮
し
て
い
て
は
、
世
界
は
混
沌
、
無
秩
序
に
な
る
と
い
う
想
定
は
彼
に
は
な
い
。

「
人
は
個
人
主
義
と
共
同
主
義
と
相
反
対
す
る
様
に
い
ふ
が
、
余
は
此
両
者
は
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
一
二
七
頁
）

西
田
が
自
分
の
立
場
と
す
る
「
活
動
説
」
と
い
う
倫
理
学
説
に
よ
れ
ば
、「
意
志
の
発
展
完
成
」
が
「
善
」
で
あ
る
（
西
田
全
集
一
巻
一
一
五
頁
）。

こ
こ
で
い
う
「
意
志
」
を
、
個
人
個
人
に
応
じ
て
個
性
的
な
も
の
と
考
え
て
換
言
す
れ
ば
「
人
格
」
と
い
う
「
統
一
力
」
と
な
る
（
西
田
全
集
一
巻

一
二
一
、
一
二
六
頁
）。
そ
し
て
、「
此
人
格
の
要
求
と
は
意
識
の
統
一
力
で
あ
る
と
共
に
実
在
の
根
柢
に
於
け
る
無
限
な
る
統
一
力
の
発
現
で
あ
る
」

（
西
田
全
集
一
巻
一
二
二
頁
）、
つ
ま
り
、
人
格
は
自
分
の
意
識
の
統
一
力
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
在
一
般
の
根
底
た
る
「
無
限
な
る
統
一
力
」
の

「
発
現
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、「
我
々
の
人
格
を
実
現
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
根
源
的
統
一
力
に
「
合
一
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
至

誠
」
だ
と
西
田
は
言
う
（
西
田
全
集
一
巻
一
二
二
～
一
二
三
頁
）。

西
田
は
、「
宗
教
」
に
つ
い
て
の
文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
余
は
現
時
多
く
の
人
の
い
ふ
如
き
宗
教
は
自
己
の
安
心
の
為
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
す
ら
誤
つ
て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
か
ゝ
る
考
を

も
つ
て
居
る
か
ら
、
進
取
活
動
の
気
象
を
滅
却
し
て
少
慾
無
憂
の
消
極
的
生
活
を
以
て
宗
教
の
真
意
を
得
た
と
心
得
る
様
に
も
な
る
の
で
あ

る
。」（
西
田
一
巻
一
三
五
～
一
三
六
頁
）

西
田
に
と
っ
て
「
宗
教
」
は
、
意
識
の
統
一
、
主
客
の
合
一
、
宇
宙
と
の
合
一
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
目
的
は
各
自
の
心
を
安
ら
か
に

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
宗
教
的
な
人
間
は
「
進
取
活
動
」
の
心
意
気
を
失
っ
て
欲
望
を

抑
制
し
心
配
事
の
な
い
「
消
極
的
生
活
」
を
送
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
偏
見
が
は
び
こ
っ
て
い
る
の
だ
と
西
田
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
は
む
し
ろ
「
進
取
活
動
」
を
抑
制
し
て
「
少
慾
無
憂
」
を
求
め
る
「
消
極
的
生
活
」
に
帰
着
す
る
。
こ
こ
に

西
田
と
の
違
い
が
あ
る
。
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『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
『
善
の
研
究
』
と
い
う
著
作
を
ト
ー
タ
ル
に
見
る
な
ら
、
前
者
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
後
者
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム

と
い
う
対
照
的
な
性
質
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
以
上
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
ど
こ
に
置
く
の
か
に
応
じ
て
、
前
者
に
オ

プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
言
え
な
い
ま
で
も
「
楽
天
主
義
」、
後
者
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
言
え
な
い
ま
で
も
「
意
志
の
否
定
」
を
読
み
取
る
解
釈
も
可
能
に
な

る
。『

意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
楽
天
主
義
を
見
出
す
見
方
と
し
て
長
与
善
郎
の
解
釈
が
あ
る
。

白
樺
派
の
長
与
善
郎
（
一
八
八
八
～
一
九
六
一
年
）
は
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
散
歩）

（1
（

』
と
い
う
文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「『
天
』『
天
命
』『
道
』
を
体
得
し
、
そ
れ
に
和
合
し
え
た
大
自
然
人
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
い
わ
ゆ
る
宇
宙
意
志
と
合
体
し
た
者
と

同
じ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
も
は
や
意
志
（
と
い
う
他
物
）
に
害
さ
れ
る
理
由
も
な
い
か
ら
、
す
べ
て
は
調
和
で
あ
り
、
そ
の
調
和
を
得
た
者

は
楽
天
家
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。」（
九
三
頁
）

「
も
し
彼
［
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
…
…
引
用
者
］
の
意
志
説
を
正
し
い
と
し
て
採
っ
た
と
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ゆ
え
に
必
ず
し
も
彼
と
等
し

く
厭
世
主
義
を
遵
奉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
盲
目
な
る
も
の
必
ず
し
も
悪
で
は
な
く
、
苦
で
は
な
く
、
よ
し
苦
が

あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
半
面
で
あ
っ
て
、
全
部
で
は
な
い
。」（
九
五
頁
）

意
志
は
必
ず
し
も
悪
で
も
苦
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
「
宇
宙
意
志
と
合
体
」
す
る
こ
と
は
「
天
を
楽
し
む
」
生
き
方
、
す
な
わ
ち
「
楽

天
」
的
な
生
き
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
来
〝
最
善
〟
を
意
味
す
るoptim

ism

と
い
う
語
は
、「
楽
天
主
義
」
と
翻
訳
さ
れ
る
が
、
東
洋
人

に
と
っ
て
の
「
楽
天
」
と
は
、
決
し
て
〝
世
界
は
最
善
だ
〟
と
い
う
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
反
対
に
〝
最
悪
の
場
合
〟
を
も
諦
観
し
た
上
で

達
成
さ
れ
る
安
心
境
な
の
だ
と
長
与
は
言
う
。
そ
れ
は
「
厭
世
を
含
み
、
し
か
も
そ
れ
を
踰こ

え
た
不
退
転
の
境
地
」
で
あ
る
（
九
四
頁
）。「
ペ
シ
ミ

ズ
ム
（
厭
世
主
義
・
悲
観
主
義
）」
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
か
ら
、「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
で
は
な
い
と
し
て
も
「
楽
天

主
義
」
が
導
か
れ
て
い
る
。

こ
の
長
与
の
よ
う
に
、
一
切
を
包
含
す
る
「
意
志
」
を
肯
定
し
て
そ
れ
に
随
順
し
て
生
き
る
と
い
う
方
向
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
を
捉
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え
る
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
思
想
家
の
中
で
は
む
し
ろ
多
数
派
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
西
田
の
『
善
の
研
究
』
も
、
そ
う
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
解
釈
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
実
際
の
人
生
は
、
人
並
み
は
ず
れ
た
強
靭
な
意
欲
を
も
っ
て
精
力
的
に
生
き
る
人
生
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
思
索
の
世

界
と
現
実
の
人
生
と
の
乖
離
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
長
与
は
言
う
。

「
実
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
一
生
の
悩
み
は
そ
の
持
て
あ
ま
し
た
過
剰
な
生
命
を
も
っ
て
生
命
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
の
根
本
的
矛
盾

―
無
理
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
未
だ
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
に
生
気
潑
剌
た
る
奇
怪
な
生
命
否
定
者
も
な
か
っ
た
と
い
い
う

る
で
あ
ろ
う
。」（
八
八
頁
）

私
見
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
中
に
は
、
自
他
一
体
の
意
志
に
随
順
し
て
生
き
る
「
生
へ
の
意
志
を
肯
定
す
る
」
生
き
方
も

ま
た
、
間
違
い
な
く
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
描
か
れ
て
い
る
。
自
分
と
他
人
と
の
垣
根
を
と
り
は
ら
い
、
両
者
は
本
来
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
世
界
の
一
切
―
生
け
る
も
の
も
、
石
な
ど
の
普
通
は
生
物
と
は
言
わ
れ
な
い
も
の
ま
で
も
含
め
て
―
は
一
つ
の
「
意
志
」
と
し
て
一
体

で
あ
る
と
直
覚
す
る
こ
と
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
肯
定
的
に
語
る
。
こ
の
意
志
に
随
順
し
て
生
き
る
、
身
を
任
せ
て
そ
れ
に
な
り
き
る
、
と

い
う
生
き
方
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
肯
定
さ
れ
て
、
最
後
の
境
地
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
話
の
流
れ
で
は
あ
る
が
、
自
他
一
体
の
境
地
か

ら
「
同
情
」
の
倫
理
も
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
中
で
こ
の
「
意
志
の
肯
定
」
の
段
階
は
必
ず

し
も
放
棄
す
べ
き
も
の
と
は
い
え
な
い
。「
諦
念
」
よ
り
も
む
し
ろ
自
他
一
体
の
意
志
を
肯
定
す
る
生
き
方
を
継
承
す
る
と
い
う
受
け
取
り
方
が

あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

一
方
、
逆
に
、
西
田
に
「
意
志
の
否
定
」
性
を
強
調
す
る
見
方
も
あ
る
。

本
稿
で
は
『
善
の
研
究
』
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
、
現
状
そ
の
ま
ま
の
自
己
肯
定
で
は
な
く
、
真
の
自
己
に
徹
す
る
、

換
言
す
れ
ば
、
表
層
の
自
己
を
否
定
し
尽
く
し
て
こ
そ
到
達
で
き
る
事
態
で
あ
っ
た
。
自
己
を
否
定
し
尽
く
す
、
し
か
し
そ
れ
は
一
方
で
そ
れ
に

よ
っ
て
真
の
自
己
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
、
と
い
う
論
理
の
構
造
で
あ
る
。
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板
橋
勇
仁
は
、
現
状
の
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
自
己
へ
と
「
転
換
」
す
る
と
い
う
西
田
の
考
え
と
、
世
界
に
つ
い
て
の
究
極
的

認
識
が
意
欲
を
鎮
静
化
さ
せ
る
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
考
え
と
を
一
体
化
さ
せ
て
「
意
志
の
否
定
」
を
論
じ
て
い
る
。〝
自
己
否
定
に

徹
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
肯
定
に
至
る
〟
と
い
う
論
理
に
つ
い
て
、
西
田
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
が
共
有
す
る
論
理
と
し
て
考
察
さ
れ
て

い
る

）
（（
 （

。
真
の
自
己
の
獲
得
の
た
め
に
現
状
の
自
己
を
い
っ
た
ん
否
定
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
『
善
の
研
究
』
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
自
己
否

定
性
は
西
田
の
中
後
期
の
思
想
で
一
層
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、『
善
の
研
究
』
の
段
階
で
は
、
自
分
の
内
な
る
善
性
に
従
え
ば
自
分

も
世
界
も
う
ま
く
い
く
と
い
う
一
種
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
底
流
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
意
志
の
否
定
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
前
期
の
西
田
の
思
想
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
へ
の
転
換
を
、
現
世
否
定
か
ら
現
世
肯
定
（
現
世
否
定
を
前
提
と
し
た
現
世
肯
定
）
へ
の
転
換
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
西
田
の
立
場
は
大
乗
仏
教
の
立
場
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
、〝
現
世
肯
定

か
ら
現
世
否
定
へ
〟
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
と
は
反
対
の
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
世
肯
定
と
現

世
否
定
と
の
双
方
を
含
む
思
想
と
い
う
点
で
は
仏
教
と
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
） 「
国
家
」
論

『
善
の
研
究
』
で
西
田
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
名
を
挙
げ
る
三
箇
所
の
う
ち
二
箇
所
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
。
も
う
一
箇
所
、『
善
の
研

究
』
の
中
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
名
が
見
出
せ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
意
外
な
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、「
国
家
」
論
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
国
家
の
目
的
に
就
い
て
は
色
々
の
説
が
あ
る
。
或
人
は
国
家
の
本
体
を
主
権
の
威
力
に
置
き
、
其
目
的
は
単
に
外
は
敵
を
ふ
せ
ぎ
内
は
国
民

相
互
の
間
の
生
命
財
産
を
保
護
す
る
に
あ
る
と
考
へ
て
居
る
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
テ
ー
ン
、
ホ
ッ
ブ
ス
な
ど
は
之
に
属
す
る
）。
又
或
人
は
国
家

の
本
体
を
個
人
の
上
に
置
き
、
其
目
的
は
単
に
個
人
の
人
格
発
展
の
調
和
に
あ
る
と
考
へ
て
い
る
（
ル
ソ
ー
な
ど
の
説
で
あ
る
）。
併
し
国
家
の
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真
正
な
る
目
的
は
第
一
の
論
者
の
い
ふ
様
な
物
質
的
で
又
消
極
的
な
も
の
で
な
く
、
又
第
二
の
論
者
の
い
ふ
様
に
個
人
の
人
格
が
国
家
の
基

礎
で
も
な
い
。
我
々
の
個
人
は
反
つ
て
一
社
会
の
細
胞
と
し
て
発
達
し
来き

た

つ
た
も
の
で
あ
る
。
国
家
の
本
体
は
我
々
の
精
神
の
根
柢
で
あ
る

共
同
的
意
識
の
発
現
で
あ
る
。
我
々
は
国
家
に
於
て
人
格
の
大
な
る
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
統
一
し
た
一
の
人

格
で
あ
つ
て
、
国
家
の
制
度
法
律
は
か
く
の
如
き
共
同
意
識
の
意
志
の
発
現
で
あ
る
（
此
説
は
古
代
で
は
プ
ラ
ト
ー
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
、
近
代
で

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
で
あ
る
）。
我
々
が
国
家
の
為
に
尽
す
の
は
偉
大
な
る
人
格
の
発
展
完
成
の
為
で
あ
る
。」（
西
田
一
巻
一
二
九
～
一
三
〇
頁
）

国
家
の
存
在
意
義
は
「
外
は
敵
を
ふ
せ
ぎ
内
は
国
民
相
互
の
間
の
生
命
財
産
を
保
護
す
る
」
こ
と
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
の
一
例
と
し

て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
並
ん
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
名
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
目
的
は
そ
の
よ
う
な
「
物
質
的
」・「
消

極
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
「
共
同
的
意
識
の
発
現
」、「
人
格
の
大
な
る
発
展
を
遂
げ
る
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
西
田
は
ヘ
ー

ゲ
ル
な
ど
の
考
え
方
に
く
み
す
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
は
、
自
他
一
体
の
境
地
を
説
く
局
面
と
も
、「
生
へ
の
意
志
」
を
否
定
し
て
宗
教

的
解
脱
に
向
か
う
と
い
う
局
面
と
も
、
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
局
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
欲
望
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
す
え
る
リ
ア
リ
ス

ト
の
局
面
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
国
家
論
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
後
段
で
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
克
服
（「
同
情
」）
を
主
張
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
の
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
素
質
に
善
性
を
想
定
し
て
い

る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
素
質
の
悪
性
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
節
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、「
理
性
」
に
よ
っ
て
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を

制
御
す
る
た
め
に
「
国
家
契
約
（Staatsvertrag

）」
つ
ま
り
「
法
律
（G

esetz

）」
が
成
立
す
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
挙
げ

る
の
は
、
個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
不
正
行
為
に
よ
っ
て
他
人
を
侵
害
し
て
い
る
ほ
う
が
愉
快
な
の
は
自
明
だ
と
し
た
上
で
、
と

は
い
え
不
正
行
為
を
し
て
享
楽
す
る
チ
ャ
ン
ス
よ
り
も
逆
に
不
正
行
為
を
こ
う
む
っ
て
苦
し
む
機
会
の
ほ
う
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
「
理
性
」
は

気
が
付
い
た
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
国
家
を
道
徳
性
の
延
長
上
に
見
る
カ
ン
ト
ら
の
立
場
を
批
判
し
、

国
家
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
も
た
ら
す
有
害
な
結
果
に
反
対
す
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
、
む
し
ろ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
応
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
個
人
の



─ （（ ─

「
心
意
［
意
向
］（G

esinnung

）」
の
あ
り
方
は
道
徳
の
問
題
で
あ
っ
て
、
国
家
は
そ
れ
を
問
題
に
は
し
な
い
。
し
か
し
、
不
正
行
為
に
対
し
て
は
必
ず

罰
が
免
れ
な
い
こ
と
を
国
家
は
周
知
さ
せ
て
、
結
果
的
に
不
正
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。
刑
法
の
目
的
は
、「
復
讐
（R

ache

）」・「
報

復
（Vergeltung

）」
で
は
な
く
、
威
嚇
に
よ
る
「
犯
罪
の
防
止
」
に
あ
る
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
主
張
し
て
い
る
。
法
律
に
基
づ
い
て
死
刑
を

定
め
ら
れ
た
殺
人
犯
は
、
今
後
の
治
安
の
た
め
の
「
手
段
（M

ittel

）」
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
人
間
を
「
た
ん
な
る
手
段
」

と
し
て
扱
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
定
式
を
適
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
理
性
を
伴
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
都
合
の
わ
る
い
結
果
を
回
避
し
よ
う
と
す

る
た
め
の
手
段
が
国
家
な
の
で
あ
る
（
第
六
二
節
）。
こ
れ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
国
家
論
で
あ
る
。

カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
理
性
」
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
「
国
家
」
を
尊
重
し
た
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
「
理
性
」

も
「
国
家
」
も
諸
手
を
挙
げ
て
尊
重
さ
れ
る
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
西
尾
幹
二
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
で
は
、
理
性
を
な
に
よ
り
も
尊
重
し
た
が
、
こ
こ
で
こ
そ
国
家
は
道
徳
的
な
制
度
と

し
て
、
一
般
に
美
化
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
当
時
、
国
家
は
市
民
的
自
由
の
確
立
の
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
定
言
命
法
に

基
づ
い
て
、
国
家
の
建
設
と
は
一
つ
の
道
徳
的
な
義
務
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
展
開
し
て
い
る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
国
家

を
道
義
的
に
解
釈
し
た
こ
と
は
た
だ
の
一
度
も
な
い
。
彼
は
国
家
な
ど
と
い
う
も
の
に
は
侮
蔑
の
感
情
し
か
抱
い
て
い
な
い
。
国
家
と
は
個

人
同
士
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
調
節
し
合
う
便
宜
的
機
関
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
消
極
的
な
―
あ
る
い
は
現
代
的
な
―
役
割
し
か
期
待
し
て
い

な
い
。
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
理
性
哲
学
が
、
近
代
国
家
形
成
期
の
市
民
的
自
由
に
即
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
法
理
論
（
第
六
十
二
節
）
は
完
全
に
そ
の
埒
外
に
あ
る
。
彼
は
い
か
な
る
国
家
へ
の
幻
想
も
も
た
な
か
っ
た
。
国
家
と
は
万

人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
組
織
的
な
方
法
で
処
理
し
、
相
互
に
調
停
す
る
た
め
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
も
し
く
は
必
要
悪
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら

れ
て
い
た
点
で
、
彼
は
は
な
は
だ
今
日
的
な
考
え
方
に
近
か
っ
た
と
も
言
え
る）

（1
（

。」。

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
く
み
す
る
西
田
の
国
家
論
よ
り
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
国
家
論
の
ほ
う
が
「
今
日
的
な
考
え
方
」
に
近
い
と
見
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る
見
方
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
国
家
論
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
な
ど
に
継
承
さ
れ

て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

四　
明
治
日
本
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
あ
り
方

本
稿
で
は
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
思
想
的
関
係
を
探
究
し
て
き
た
が
、
最
後
に
や
や
視
野
を
広
げ
て
、

明
治
期
に
日
本
人
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
よ
う
と
し
た
の
か）

（1
（

と
い
う
、
西
田
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
背
景
に

流
れ
て
い
る
潮
流
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
か
ら
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
ま
で
、
西
田
幾
多
郎
は
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
（
選
科
）
に
在
籍
し
て
い

る
。
西
田
は
帝
国
大
学
で
井
上
哲
次
郎
と
ケ
ー
ベ
ル
か
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
が
最
初
に
接

し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
像
は
、
井
上
哲
次
郎
に
よ
っ
て
『
大
乗
起
信
論
』
と
接
合
さ
れ
た
「
現
象
即
実
在
論
」
と
し
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
と
、
ケ
ー
ベ
ル
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
知
と
接
合
さ
れ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

	

明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
か
ら
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
ま
で
、
帝
国
大
学
で
原
坦
山）

（1
（

（
一
八
一
九
～
一
八
九
二
年
）
が
「
仏
書
講
義
」（
明
治
十

五
年
以
後
「
印
度
哲
学
」
と
改
称
）
と
い
う
授
業
を
担
当
し
、
そ
こ
で
『
大
乗
起
信
論）

11
（

』
な
ど
を
教
え
て
い
た
。『
大
乗
起
信
論
』
は
、
無
差
別
平
等
の

真
実
在
た
る
「
真
如
」
が
差
別
と
生
滅
の
次
元
へ
と
自
己
展
開
し
て
い
く
、
と
説
く
。
妄
念
に
支
配
さ
れ
た
現
象
的
世
界
は
、「
真
如
」
の
本
来
性

か
ら
の
逸
脱
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
真
如
」
そ
れ
自
体
の
自
己
展
開
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
真
如
」
と
現
象
世
界
と
は
二
つ
で
あ

り
な
が
ら
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
原
坦
山
の
教
え
子
、
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
五
～
一
九
四
四
年
）
や
井
上
円
了
（
一
八
五
八
～
一
九
一
九

年
）
が
、「
現
象
即
実
在
論
」
と
い
わ
れ
る
独
特
の
仏
教
的
な
形
而
上
学
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
小
坂
国
継
に
よ
れ
ば
、
井
上
哲
次
郎
の
「
現
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象
即
実
在
論
（Identitätsrealism

us

）」
は
「
現
象
を
世
界
の
差
別
相
、
実
在
を
そ
の
無
差
別
・
平
等
相
と
し
て
と
ら
え
、
両
者
は
同
一
の
世
界
の
異

な
っ
た
側
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
説
く
」
も
の
で
あ
っ
た）

1（
（

。
井
上
哲
次
郎
は
明
治
十
七
年
か
ら
明
治
二
十
三
年
ま

で
六
年
間
ド
イ
ツ
に
留
学
す
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
盛
ん
に
読
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
井
上
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

論
を
確
認
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
だ
が
、
井
上
は
『
大
乗
起
信
論
』
の
「
現
象
即
実
在
論
」
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
重
ね
合
せ
た
の
か
も

し
れ
な
い）

11
（

。

	

と
こ
ろ
で
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
、『
哲
學
雑
誌
』
第
二
二
巻
第
二
四
一
號
に
掲
載
さ
れ
た
西
田
の
論
文
「
實
在
に
就
い
て
」（『
善
の
研
究
』

の
第
二
編
に
相
当
す
る
）
に
関
し
て
翌
号
の
『
哲
學
雑
誌
』
第
二
二
巻
第
二
四
二
號
に
紀
平
正
美
が
書
い
た
紹
介
文
（「
實
在
論
の
問
題

）
11
（

」）
で
は
、

「
余
輩
の
拝
読
し
た
所
で
は
、
氏
の
實
在
論
は
最
も
よ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
と
近
時
八や

ヶか

間ま

敷し

い
純
粋
経
験
説
、
換
言
す
れ
ば
主
知
説
と
主
意
説
と
を

調
和
せ
ら
れ
た
者
と
思
ふ
。」（
一
一
五
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
「
主
知
説
」
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
（
紀
平
は
こ
こ
で
言
及
し
て
い
な
い
が
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
に
代
表
さ
れ

る
「
主
意
説
」
と
を
ど
う
折
り
合
わ
せ
て
考
え
る
の
か
、
と
い
う
「
実
在
論
」
の
問
題
が
当
時
の
哲
学
界
で
課
題
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
て
、
そ

こ
に
西
田
の
立
場
が
登
場
し
て
学
界
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
、
と
い
う
経
緯
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
言
及
し
た
鈴
木
大
拙
宛
て
の
書
簡
に
西
田
は

「
余
常
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
意
志
を
根
本
と
な
す
説
及
其reine A

nschauung

の
説
は
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
のIntellect

を
主
と
す
る
説
よ

り
遙
に
趣
味
あ
り
且
つdeep

な
り
と
思
ふ
か
い
か
ん
」

と
書
い
て
い
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
を
対
比
す
る
西
田
の
言
葉
と
し
て
、「
断
章
ノ
ー
ト
」
の
「
断
章
１
」
の
中
に
は
次
の
よ

う
な
メ
モ
も
あ
る
。

「H
egel

ヨ
リ
モSchopenhauer

ノ
方
深
シ
」（
西
田
全
集
一
六
巻
七
一
七
頁
）
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「H
egel

ノw
irkende Vernunft

〔
働
く
理
性
〕
ハ
即
チSchop

［enhauer

］
ノW

ille

〔
意
志
〕
カ
」（
西
田
全
集
一
六
巻
七
〇
九
頁
）

ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も

0

0

0

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
ほ
う
が

0

0

0

0

深
い
と
い
う
序
列
自
体
も
興
味
深
い
が）

11
（

、
そ
れ
以
前
に
、〝
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と0

ヘ
ー
ゲ

ル
〟
と
が
し
ば
し
ば
並
置
さ
れ
、
相
互
に
比
較
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い）

11
（

。

浅
見
洋）

1（
（

は
こ
の
時
期
の
西
田
に
、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
主
意
主
義
を
、
宿
敵
で
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
の
体
系
と
統
一
し
よ
う
と
す
る

意
図
」、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
非
合
理
的
な
主
意
主
義
を
、
合
理
的
な
も
の
を
包
含
す
る
主
意
主
義
と
し
て
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
意
図
」

が
見
出
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
〇
六
～
二
一
一
頁
）。
浅
見
に
よ
れ
ば
、「
西
田
は
悟
得
さ
れ
た
一
大
真
理
を
今
日
の
学
理
に
お
い
て
説
く
と
い

う
純
粋
経
験
論
の
成
立
に
向
け
て
の
作
業
の
最
初
に
、
学
理
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
志
の
形
而
上
学
に
期
待
し
、
そ
う
し
た
試
み
を

行
っ
た
。
…
…
し
か
し
、
西
田
は
そ
の
作
業
の
進
行
の
中
で
厭
世
主
義
的
な
立
場
を
回
避
す
る
と
同
時
に
、
主
知
主
義
的
な
も
の
を
も
自
己
の
体

系
の
中
に
包
含
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
な
も
の
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
を
統
一
す
る
よ
う
な
方
向
を
と
る
こ
と
に
な
っ

た
。」（
二
一
六
頁
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
な
も
の
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
と
の
統
合
と
い
う
方
向
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
意
志
の
立
場
」
へ
と

導
い
て
い
く）

11
（

。
こ
れ
が
「
純
粋
経
験
」
に
代
わ
る
「
自
覚
」
の
立
場
で
あ
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
を
接
合
す
る
試
み
は
西
田
が
独
自
に
始
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

	

ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ベ
ル
（
一
八
四
八
～
一
九
二
三
年
）
は
、ド
イ
ツ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
の
学
位
論
文
を
書

い
た
の
ち
、
ハ
ル
ト
マ
ン
か
ら
の
勧
め
で
来
日
し
、
明
治
二
十
六
年
か
ら
大
正
三
年
ま
で
二
十
一
年
間
、
東
京
帝
国
大
学
で
哲
学
を
教
え
た
。
茅
野

良
男）

11
（

に
よ
れ
ば
、
ケ
ー
ベ
ル
は
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
ノ
『
意
志
』
ニ
就
テ
」
と
い
う
講
演
の
中
で
、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
意
志
は
理

イ
ン
テ
レ
ク
ト

知
を

欠
い
た
原
理
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
」
と
い
う
（
二
八
一
頁
）。
ま
た
、姉
崎
正
治）

11
（

は
ケ
ー
ベ
ル
の
学
風
を
「
出
発
点
に
お
い
て
最
も
濃
厚
に
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
系
で
あ
っ
て
、特
に
そ
れ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
風
を
入
れ
、従
っ
て
ハ
ル
ト
マ
ン
風
で
あ
っ
て
」
と
書
い
て
い
る
と
い
う
（
二
八
〇
～
二
八
一
頁
）。

こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
志
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
知
と
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
ず
は
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・

フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
（
一
八
四
二
～
一
九
〇
六
年
）
で
あ
り
、
ケ
ー
ベ
ル
も
こ
の
立
場
を
継
承
し
て
お
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
西
田
が
継
承
し
た
、
と
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言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

兵
頭
高
夫）

11
（

に
よ
れ
ば
、
ケ
ー
ベ
ル
に
は
内
向
性
・
精
神
的
貴
族
主
義
が
あ
り
、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
中
の
古
典
主
義
的
な
方
向
、
プ
ラ
ト

ン
や
カ
ン
ト
に
対
す
る
尊
崇
な
ど
は
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
東
方
へ
の
憧
憬
や
そ
の
ど
す
黒
い
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
衝
迫

な
ど
は
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」（
一
三
九
頁
）。
こ
の
点
は
や
や
意
外
に
感
じ
ら
れ
る
。
ケ
ー
ベ
ル
が
拒
否
し
て
い
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
中
の
「
ど
す
黒
い
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
衝
迫
」
を
継
承
し
た
の
は
西
田
幾
多
郎
だ
と
兵
頭
は
言
う
。
次
の
指
摘
は
興
味
深
い
。

「
卒
論
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
選
び
ケ
ー
ベ
ル
の
教
養
主
義
的
な
側
面
を
受
け
つ
い
だ
和
辻）

1（
（

に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影
響
が
ほ
と
ん

ど
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
ケ
ー
ベ
ル
と
は
『
初
か
ら
傾
向
を
異
に
し
て
居
た
』
は
ず
の
西
田
の
方
が
む
し
ろ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

的
な
強
い
『
形
而
上
学
的
要
求
』
あ
る
い
は
暗
い
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
衝
迫
に
支
配
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
」（
一
四
〇
頁
）。

た
だ
、
西
田
に
お
い
て
も
中
期
以
降
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

が
盛
ん
に
読
ま
れ
た
あ
と
、
哲
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
は
消
え
て
い
く
時
代
の
趨
勢
も
関
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
厭

世
主
義
は
非
学
問
的
な
も
の
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
は
消
え
て
い
く
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
新
カ
ン
ト
派
が
台
頭
し
て
く
る
。『
善
の
研

究
』
以
後
の
西
田
が
積
極
的
に
と
り
く
ん
だ
の
も
新
カ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
。『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』（
一
九
二
七
年
）
に
至
っ
て
、
ま
さ
に

タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
西
田
は
主
意
主
義
か
ら
直
観
主
義
へ
と
転
換
す
る
。「
働
く
も
の
」
と
し
て
の
意
志
の
背
後
に
そ
れ
を
超
越
す
る
直
覚

的
な
も
の
、「
見
る
も
の
」
と
し
て
の
「
無
の
場
所
」
を
見
出
し
、
そ
れ
が
「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」
の
だ
と
考
え
た
。「
働
く
も
の
」（
作
用

す
る
も
の
）
を
実
在
と
考
え
る
立
場
か
ら
、「
働
く
も
の
」
を
自
己
の
内
に
映
し
て
こ
れ
を
「
見
る
も
の
」
を
実
在
と
考
え
る
立
場
に
転
換
し
た
。
主

意
主
義
と
の
訣
別
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
訣
別
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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註

（
1
）	 A

rthur Schopenhauer, D
ie W

elt als W
ille und Vorstellung I, Säm

tliche W
erke B

and 1 , Suhrkam
p Taschenbuch W

issenschaft, 1（（（ , Stuttgart:  

Suhrkam
p. 

西
尾
幹
二
（
訳
）『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界　

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
』（
二
〇
〇
四
年
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
中
央
公
論
新
社
）。
引
用
に
あ

た
っ
て
は
必
ず
し
も
既
訳
に
従
っ
て
い
な
い
。

（
（
）	『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
全
二
四
巻
（
二
○
○
二
～
二
○
○
九
年
、
岩
波
書
店
）
を
「
西
田
全
集
」
と
略
記
す
る
。

（
（
）	

西
田
全
集
一
巻
一
三
、
三
四
、
一
二
九
頁
。
西
田
が
「
厭
世
論
者
」
な
い
し
「
厭
世
家
」
と
い
う
と
き
（
西
田
全
集
一
巻
七
四
、
九
七
頁
）
に
も
意
識

さ
れ
て
い
た
の
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
『
倫
理
学

草
案　

第
一
』
で
は
二
回
、
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
以
降
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
倫
理
学
草
案　

第
二
』
で
は
五
回
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
言
及
さ
れ
て
い
る
（
西
田
全
集
一
四
巻
所
収
）。

（
（
）	

西
田
幾
多
郎
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
関
係
を
周
到
に
考
察
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
浅
見
洋
の
論
考
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
純
粋
経
験
論

の
形
成
」（
同
『（
新
版
）
西
田
幾
多
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
』、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
九
年
新
版
、
朝
文
社
、
所
収
）
が
あ
る
。

（
（
）	

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』（
一
九
七
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）、
一
八
〇
頁
。

（
（
）	

諸
宗
教
に
お
い
て
一
致
す
る
境
地
と
い
う
観
点
は
、
の
ち
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
心
理
学
（『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』）
に
も
継
承
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

（
（
）
高
橋
陽
一
郎
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
意
志
論
の
再
構
築
」（
鎌
田
康
男
ほ
か
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
再
構
築
（
新
装
版
）
―
『
充
足
根
拠

律
の
四
方
向
に
分
岐
し
た
根
に
つ
い
て
』（
第
一
版
）
訳
解
』、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
一
〇
年
新
装
版
、
法
政
大
学
出
版
局
、
所
収
）。

（
（
）	「
主
観
的
に
『
思
わ
れ
て
い
る
』
意
味
」
を
そ
の
「
正
し
さ
」
を
問
う
こ
と
な
く
考
察
す
る
社
会
学
や
歴
史
学
の
よ
う
な
「
経
験
（em

pirisch

）
科
学
」

と
、「
そ
の
対
象
に
つ
い
て
『
正
し
い
』、『
妥
当
な
』
意
味
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
」
よ
う
な
「
規
範
（dogm

atisch

）
科
学
」
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
区

別
し
て
い
る
こ
と
と
、
私
が
後
者
の
み
な
ら
ず
前
者
を
も
倫
理
学
的
考
察
に
含
ま
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

倫
理
思
想
―
比
較
宗
教
社
会
学
に
込
め
ら
れ
た
倫
理
観
』（
二
〇
一
一
年
、
未
來
社
）、
五
八
頁
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
（
）	

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
西
田
の
『
善
の
研
究
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
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ズ
」（
日
本
宗
教
学
会
編
『
宗
教
研
究
』
第
三
六
二
号
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
所
収
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
10
）	  

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
こ
の
見
解
を
西
田
は
『
倫
理
学
草
案　

第
二
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。

	
	

	
	「

徳
は
天
才
の
如
く
教
ゆ
べ
き
者
に
あ
ら
ず
、
倫
理
学
の
知
識
は
人
を
訓
育
す
る
上
に
於
て
何
等
の
功
な
し
と
い
ふ
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
）。

此
説
に
は
勿
論
一
理
あ
る
の
で
あ
つ
て
倫
理
学
は
学
問
で
あ
つ
て
訓
練
で
は
な
い
。
倫
理
学
を
知
つ
た
人
が
善
人
で
あ
る
と
い
ふ
訳
は
な
い
。
併

し
知
識
が
全
く
実
地
に
関
係
の
な
い
者
で
あ
る
と
は
云
は
れ
ぬ
。
い
か
な
る
学
問
も
つ
ま
る
所
は
実
地
に
関
係
せ
ぬ
者
は
な
い
。
倫
理
学
が
自
然

科
学
の
様
に
直
に
実
地
に
効
果
を
生
ぜ
ぬ
は
此
の
学
問
の
研
究
す
る
対
象
の
性
質
上
已
む
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
人
生
の
意
義
を
歌
ふ
詩
歌
〔
が
〕

人
の
性
情
を
動
か
す
如
く
人
生
の
真
意
義
を
説
明
せ
ん
と
す
る
倫
理
学
が
全
く
人
心
を
感
化
す
る
力
な
し
と
い
ふ
の
は
極
端
の
説
で
あ
る
。」（
西

田
全
集
一
四
巻
五
七
九
～
五
八
〇
頁
）

（
11
）	

西
田
は
明
治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
「
美
の
説
明
」
と
い
う
論
考
で
、

	
	

	
	「

美
の
感
情
は
無
我
の
感
情
に
し
て
之
を
起
す
所
の
美
其
自
身
は
思
慮
分
別
を
超
越
せ
る
直
覚
的
真
理
な
り　

是
美
が
高
尚
な
る
所
以
に
し
て
此
点

に
於
て
美
は
此
の
差
別
界
を
棄
て
て
無
我
の
大
道
に
合
す
る
一
種
の
解
脱
に
し
て
実
に
宗
教
と
同
一
種
に
属
す　

唯
其
深
浅
大
小
の
別
あ
る
の
み　

美
の
無
我
は
一
時
の
無
我
に
し
て
宗
教
の
無
我
は
永
久
の
無
我
な
る
な
り
」（
西
田
全
集
一
一
巻
六
〇
頁
）

	

と
い
う
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
芸
術
論
の
立
場
で
あ
る
。

（
1（
）	

山
口
時
代
の
西
田
は
「
智
情
意
」
の
う
ち
「
感
情
」
を
中
心
に
見
て
い
た
（
西
田
全
集
一
一
巻
五
五
頁
）。「
感
情
」
か
ら
「
意
志
」
へ
の
中
心
移
動
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
拙
稿
「
山
口
の
西
田
幾
多
郎
」（
電
気
通
信
大
学
編
『
電
気
通
信
大
学
紀
要
』
第
二
七
巻
第
一
号
（
通
巻
四
三
号
）、
二
〇

一
五
年
二
月
、
所
収
）、
二
三
～
二
四
頁
を
参
照
。

（
1（
）	

西
田
の
い
う
「
純
粋
経
験
」
も
ま
た
、
時
間
・
空
間
・
個
人
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
。「
純
粋
経
験
は
個
人
の
上
に
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…

経
験
は
時
間
、
空
間
、
個
人
を
知
る
が
故
に
、
時
間
、
空
間
、
個
人
以
上
で
あ
る
、
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の

で
あ
る
。」（
西
田
全
集
一
巻
二
三
～
二
四
頁
）

（
1（
）	「
自
然
は
意
志
の
発
現
で
あ
つ
て
」（
西
田
全
集
一
巻
八
九
頁
）
や
、「
自
然
の
現
象
よ
り
人
類
の
歴
史
的
発
展
に
至
る
ま
で
一
々
大
な
る
思
想
、
大
な
る

意
志
の
形
を
な
さ
ぬ
も
の
は
な
い
」（
西
田
全
集
一
巻
一
四
五
頁
）
と
い
っ
た
、
自
然
も
人
為
も
「
大
な
る
意
志
」
の
現
れ
だ
と
す
る
表
現
も
あ
る
に
は

あ
る
が
、
例
外
的
で
あ
る
。
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（
1（
）	

長
与
善
郎
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
散
歩
』（
二
〇
一
二
年
、
河
出
書
房
新
社
）。
長
与
は
西
田
に
哲
学
を
学
ん
で
は
い
な
い
が
、
学
習
院
で
西
田
の

ド
イ
ツ
語
の
授
業
を
受
け
て
い
る
。
ヒ
ル
テ
ィ
の
『
幸
福
論
』
が
教
科
書
だ
っ
た
と
い
う
。

（
1（
）	
板
橋
勇
仁
「
意
志
の
否
定
性
―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
西
田
」（
齋
藤
智
志
ほ
か
編
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
読
本
』、
二
〇
〇
七
年
、
法
政
大
学

出
版
局
、
所
収
）。
も
っ
と
も
、
板
橋
は
「
両
哲
学
を
含
む
〈
底
無
き
意
志
〉
の
哲
学
（
の
系
譜
）
そ
れ
自
身
の
意
義
と
可
能
性
を
明
ら
か
に
」
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
お
り
、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
西
田
の
二
人
の
思
想
を
比
較
し
、
両
者
の
間
の
異
同
や
距
離
を
見
定
め
る
こ
と
は
目
的
と
し
な

い
」（
板
橋
勇
仁
『
底
無
き
意
志
の
系
譜
―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
意
志
の
否
定
の
思
想
』、
二
〇
一
六
年
、
法
政
大
学
出
版
局
、
九
九
頁
）
と
い

う
立
場
で
論
じ
て
い
る
の
で
、
本
稿
の
「
比
較
思
想
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
明
ら
か
に
観
点
を
異
に
し
て
い
る
。

（
1（
）	

西
尾
幹
二
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
人
間
像
」（
同
（
責
任
編
集
）『
中
公
バ
ッ
ク
ス　

世
界
の
名
著
（（　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
』、
一
九
八

〇
年
、
中
央
公
論
社
、
所
収
）、
一
三
頁
。

（
1（
）	

日
本
人
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
に
関
し
て
は
、
茅
野
良
男
「
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

（
新
装
復
刊
）、
二
〇
〇
四
年
、
白
水
社
、
所
収
）、
兵
頭
高
夫
「
日
本
に
お
け
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
問
題
―
ケ
ー
ベ
ル
を
中
心
に
」（『
武

蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
第
二
一
巻
第
一
・
二
号
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）、
井
上
克
人
「
明
治
期
に
お
け
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
受
容
に
つ

い
て
―
井
上
哲
次
郎
、
Ｒ
・
ケ
ー
ベ
ル
、
三
宅
雪
嶺
に
見
る
本
体
的
一
元
論
の
系
譜
」（
同
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』、
二
〇
一
一
年
、
関
西

大
学
出
版
部
、
所
収
）
を
参
照
。

（
1（
）	

原
坦
山
の
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
渡
部
清
「
仏
教
哲
学
者
と
し
て
の
原
坦
山
と
『
現
象
即
実
在
論
』
と
の
関
係
」（
上
智
大
学
哲
学
科
編
『
哲
学
科

紀
要
』
第
二
四
号
、
一
九
九
八
年
、
所
収
）、
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』（
二
〇
一
二
年
、
法
蔵
館
）
第
一
部

第
一
章
を
参
照
。
原
坦
山
は
、
医
学
の
心
得
も
あ
る
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
あ
る
。
葬
儀
や
法
要
な
ど
の
儀
式
を
嫌
い
、
自
分
は
「
有あ

り
が
た
や

難
屋
」
で
は
な
い
と

表
明
し
て
、「
心
」
の
あ
り
方
を
問
題
と
す
る
「
心
性
哲
学
」
と
し
て
の
仏
教
を
探
究
し
た
。
原
は
涅
槃
（
空
無
）
を
重
視
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
疑
問
視
し
、
到
達
し
た
境
地
を
保
ち
な
が
ら
娑
婆
世
界
で
実
践
的
に
生
き
る
こ
と
を
説
い
た
。

（
（0
）	

宇
井
伯
寿
・
高
崎
直
道
（
訳
注
）『
大
乗
起
信
論
』（
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
）。
明
治
期
の
日
本
哲
学
形
成
に
お
い
て
『
大
乗
起
信
論
』
が
果
た
し
た

役
割
に
つ
い
て
は
、
井
上
克
人
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』（
前
掲
）
第
二
部
「
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
の
系
譜
」
を
参
照
。

（
（1
）	

小
坂
国
継
「
井
上
哲
次
郎
の
現
象
即
実
在
論
」（
同
『
明
治
哲
学
の
研
究
』、
二
〇
一
三
年
、
岩
波
書
店
、
所
収
）、
三
五
七
頁
。
井
上
哲
次
郎
の
「
現
象
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即
実
在
論
」
に
つ
い
て
は
、
渡
部
清
「
井
上
哲
次
郎
に
お
け
る
『
現
象
即
実
在
論
』
の
仏
教
哲
学
的
構
造
に
つ
い
て
」（
上
智
大
学
哲
学
科
編
『
哲
学
科

紀
要
』
第
二
三
号
、
一
九
九
七
年
、
所
収
）、
同
「
井
上
哲
次
郎
の
哲
学
体
系
と
仏
教
の
哲
理
―
『
日
本
的
哲
学
』
の
成
立
問
題
と
し
て
」（
上
智
大

学
哲
学
科
編
『
哲
学
科
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
も
参
照
。
九
州
の
太
宰
府
に
生
ま
れ
た
井
上
哲
次
郎
は
、
帝
国
大
学
哲
学
科
の
第

一
期
生
と
な
る
。
そ
こ
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
の
西
洋
哲
学
を
学
び
、
原
坦
山
に
大
乗
起
信
論
な
ど
の
仏
教
思
想
を
学
ぶ
。
六
年
間
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
留
学
す
る
。
外
来
思
想
の
「
模
倣
」
か
ら
脱
却
し
て
「
日
本
的
哲
学
」
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
渡
部
に
よ
れ
ば
、
井
上
に
は
真
言
密
教
か

ら
の
影
響
も
あ
る
と
い
う
。

（
（（
）	

船
山
信
一
は
「
西
田
の
論
理
は
井
上
圓
了
、
井
上
哲
次
郎
、
三
宅
雄
二
郎
、
清
澤
滿
之
を
貫
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
現
象
卽
實
在
論
、
觀
念
（
卽
）
實
在

論
の
論
理
の
發
展
で
あ
り
完
成
な
の
で
あ
る
。」
と
書
い
て
い
る
。
船
山
信
一
『
明
治
哲
学
史
研
究
』（
一
九
五
九
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）、
三
三
頁
。

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
意
識
現
象
が
実
在
で
あ
る
と
し
、
統
一
す
る
も
の
と
し
て
の
本
体
（
神
）
と
統
一
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
現
象
（
世
界
）
と
が
不

可
分
（「
実
在
の
両
方
向
」）
で
あ
る
と
し
、
根
源
的
統
一
力
（
神
）
で
あ
る
「
人
格
」
に
随
順
し
て
生
き
る
こ
と
が
善
（
道
徳
）
で
あ
り
真
の
宗
教
で

あ
る
と
主
張
す
る
『
善
の
研
究
』
は
、
た
し
か
に
「
現
象
即
実
在
論
」
の
一
形
態
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）	

紀
平
正
美
「
實
在
論
の
問
題
」（『
哲
學
雑
誌
』
第
二
二
巻
第
二
四
二
號
、
一
九
〇
七
年
、
一
一
四
～
一
一
六
頁
）。

（
（（
）	

一
方
で
西
田
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
か
な
り
共
鳴
し
て
い
る
。
一
般
性
と
個
体
性
と
の
関
係
に
お
け
る
「
具
体
的
普
遍
」
の
着
想
、
ロ
ゴ
ス
（
理
性
・
論

理
）
が
す
べ
て
の
事
物
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
る
「
汎
理
論
（panlogism

）」
の
立
場
、
あ
る
い
は
、
国
家
を
我
々
の
共
同
的
意
識
の
発
現
と
考
え

る
国
家
論
な
ど
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
西
田
の
共
鳴
が
う
か
が
え
る
。『
善
の
研
究
』
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
九
回
言
及
さ
れ
て
い
て
（
西
田
全
集
一

巻
七
、
二
一
～
二
二
、
二
七
、
四
二
、
四
八
、
五
八
、
一
三
〇
、
一
四
九
、
一
五
二
頁
）、
回
数
と
し
て
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
言
及
を
上
回

る
。

（
（（
）	

西
田
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
を
並
置
し
て
比
較
す
る
叙
述
は
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
見
出
せ
る
。
西
田
全
集
五
巻
二
一
三
～
二
一
四

頁
、
西
田
全
集
一
五
巻
一
八
一
～
一
八
二
頁
、
西
田
全
集
一
六
巻
四
八
六
、
七
〇
九
、
七
一
七
頁
、
西
田
全
集
一
九
巻
六
三
頁
。

（
（（
）	

浅
見
洋
『（
新
版
）
西
田
幾
多
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
』（
前
掲
）。

（
（（
）	

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
一
方
で
、
客
観
か
ら
出
発
し
て
主
観
を
も
そ
の
帰
結
と
考
え
る
唯
物
論
の
立
場
を
否
定
し
、
他
方
で
、
主
観
（「
自
我
」）

か
ら
出
発
し
て
客
観
を
も
そ
の
帰
結
と
考
え
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
を
否
定
し
て
い
た
（
第
七
節
）。
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西田幾多郎の『善の研究』とショーペンハウアー
	

	
	

	「
我
々
は
客
観
か
ら
も
主
観
か
ら
も
出
発
し
な
い
。
我
々
は
意
識
が
最
初
の
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
表
象
を
出
発
点
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

（S.（1 , 

西
尾
訳
Ⅰ
八
〇
頁
）

	
こ
の
「
表
象
」
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
立
場
は
、
お
そ
ら
く
西
田
の
い
う
「
純
粋
経
験
」
と
、
或
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
同
じ
だ
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
。
こ
の
「
表
象
」
世
界
を
超
え
る
も
の
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
意
志
」
を
考
え
、
西
田
は
、「
純
粋
経
験
」
の
深
い
レ
ヴ
ェ
ル
と
い
う

形
で
「
理
」
と
か
「
神
」
を
考
え
て
い
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
表
象
」
と
「
意
志
」
と
し
て
別
々
に
考
え
て
い
た
こ
と
を
西
田
は
一
つ
の
も

の
の
諸
相
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
カ
ン
ト
の
い
う
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
間
の
統
一
性
の
あ
り
か
を
探
り
、
理
論
的
自
我
の
根
底
に
実

践
的
自
我
の
働
き
を
考
え
て
そ
こ
に
統
一
性
を
主
張
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
は
、
た
し
か
に
西
田
の
よ
う
に
一
つ
の
も
の
か
ら
の
諸
相
の
展
開
と
い
う

統
合
的
・
一
元
的
思
考
に
近
い
考
え
方
で
は
あ
っ
た
。

（
（（
）	

茅
野
良
男
「
日
本
に
お
け
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
」（
前
掲
）。

（
（（
）	

姉
崎
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
磯
前
順
一
・
深
澤
英
隆
（
編
）『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教
―
姉
崎
正
治
の
軌
跡
』（
二
〇
〇
二
年
、
東
京
堂

出
版
）
を
参
照
。
ド
イ
セ
ン
の
も
と
に
留
学
し
て
い
た
姉
崎
が
和
訳
し
た
『
意
志
と
現
識
と
し
て
の
世
界
』（
上
・
中
・
下
）
は
明
治
四
十
三
～
四
十
五

（
一
九
一
〇
～
一
九
一
二
）
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）	

兵
頭
高
夫
「
日
本
に
お
け
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
問
題
―
ケ
ー
ベ
ル
を
中
心
に
」（
前
掲
）。

（
（1
）	

一
九
一
三
年
、
和
辻
哲
郎
は
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
と
い
う
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
和
辻
が
ニ
ー
チ
ェ
思
想
を
総
括
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
考
え
た
の
は

「
権
力
意
志
」［「
力
へ
の
意
志
（W

ille zur M
acht

）」］
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
権
力
意
志
」
は
「
主
観
客
観
の
区
別
」
な
く
、「
分
化
と
統
一
」
を

く
り
か
え
し
て
い
く
「
統
一
力
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
と
の
近
さ
が
感
じ
ら
れ
る
（
西
田
自
身
も
若
い
頃
ニ
ー

チ
ェ
を
愛
読
し
た
ら
し
い
。『
倫
理
学
草
案　

第
二
』
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
名
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、『
善
の
研
究
』
で
は
な
ぜ
か
そ
れ
は
カ
ッ
ト
さ

れ
て
い
る
）。
西
田
と
同
様
に
、
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
若
い
頃
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
に
感
銘
を
受
け
た
。「
生
へ
の
意
志
」
は
「
力
へ
の
意
志
」

へ
と
変
容
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
根
幹
と
し
て
の
「
意
志
」
の
思
想
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
お
け
る
「
権
力
意
志
」
と
西
田
の

「
純
粋
経
験
」
と
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
は
、『
善
の
研
究
』
の
中
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
契
機
の
存
在
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
中
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

的
契
機
の
存
在
と
が
誘
発
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
和
辻
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
お
け
る
「
権
力
意
志
」
と
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
と

の
近
さ
と
い
う
問
題
は
、
拙
稿
「
西
田
幾
多
郎
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
『
個
人
』
の
生
き
方
」（
電
気
通
信
大
学
編
『
電
気
通
信
大
学
紀
要
』
第
一
一
巻
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第
二
号
（
通
巻
二
二
号
）、
一
九
九
八
年
一
二
月
、
所
収
）、
一
七
八
～
一
八
〇
頁
で
指
摘
し
た
。
な
お
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
援
用
す
る
木
村
泰

賢
の
原
始
仏
教
論
を
和
辻
が
批
判
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
一
八
九
～
一
九
〇
頁
を
参
照
。

参
照
文
献

浅
見
洋
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
純
粋
経
験
論
の
形
成
」（
同
『（
新
版
）
西
田
幾
多
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
』、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
九
年
新
版
、

朝
文
社
、
所
収
）

船
山
信
一
『
明
治
哲
学
史
研
究
』（
一
九
五
九
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）

兵
頭
高
夫
「
日
本
に
お
け
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
問
題
―
ケ
ー
ベ
ル
を
中
心
に
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
第
二
一
巻
第
一
・
二
号
、
一
九

九
〇
年
、
所
収
）

井
上
克
人
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』（
二
〇
一
一
年
、
関
西
大
学
出
版
部
）

板
橋
勇
仁
「
意
志
の
否
定
性
―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
西
田
」（
齋
藤
智
志
ほ
か
編
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
読
本
』、
二
〇
〇
七
年
、
法
政
大
学
出
版

局
、
所
収
）

板
橋
勇
仁
『
底
無
き
意
志
の
系
譜
―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
意
志
の
否
定
の
思
想
』（
二
〇
一
六
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）

磯
前
順
一
・
深
澤
英
隆
（
編
）『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教
―
姉
崎
正
治
の
軌
跡
』（
二
〇
〇
二
年
、
東
京
堂
出
版
）

茅
野
良
男
「
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
（
新
装
復
刊
）、
二
〇
〇
四
年
、
白
水
社
、
所
収
）

紀
平
正
美
「
實
在
論
の
問
題
」（『
哲
學
雑
誌
』
第
二
二
巻
第
二
四
二
號
、
一
九
〇
七
年
、
一
一
四
～
一
一
六
頁
）

小
坂
国
継
「
井
上
哲
次
郎
の
現
象
即
実
在
論
」（
同
『
明
治
哲
学
の
研
究
』、
二
〇
一
三
年
、
岩
波
書
店
、
所
収
）

ク
ラ
ウ
タ
ウ
、
オ
リ
オ
ン
『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』（
二
〇
一
二
年
、
法
蔵
館
）

長
与
善
郎
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
散
歩
』（
二
〇
一
二
年
、
河
出
書
房
新
社
）

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
全
二
四
巻
（
二
○
○
二
～
二
○
○
九
年
、
岩
波
書
店
）
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西田幾多郎の『善の研究』とショーペンハウアー

西
尾
幹
二
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
人
間
像
」（
同
（
責
任
編
集
）『
中
公
バ
ッ
ク
ス　

世
界
の
名
著
（（　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
』、
一
九
八
〇
年
、

中
央
公
論
社
、
所
収
）

Schopenhauer, A
rthur, D

ie W
elt als W

ille und Vorstellung I, Säm
tliche W

erke B
and 1 , Suhrkam

p Taschenbuch W
issenschaft, 1（（（ , Stuttgart:  

Suhrkam
p. 

西
尾
幹
二
（
訳
）『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界　

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
』（
二
〇
〇
四
年
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
中
央
公
論
新
社
）

高
橋
陽
一
郎
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
意
志
論
の
再
構
築
」（
鎌
田
康
男
ほ
か
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
再
構
築
（
新
装
版
）
―
『
充
足
根
拠
律
の

四
方
向
に
分
岐
し
た
根
に
つ
い
て
』（
第
一
版
）
訳
解
』、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
一
〇
年
新
装
版
、
法
政
大
学
出
版
局
、
所
収
）

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』（
一
九
七
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

宇
井
伯
寿
・
高
崎
直
道
（
訳
注
）『
大
乗
起
信
論
』（
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
）

渡
部
清
「
井
上
哲
次
郎
に
お
け
る
『
現
象
即
実
在
論
』
の
仏
教
哲
学
的
構
造
に
つ
い
て
」（
上
智
大
学
哲
学
科
編
『
哲
学
科
紀
要
』
第
二
三
号
、
一
九
九
七
年
、

所
収
）

渡
部
清
「
仏
教
哲
学
者
と
し
て
の
原
坦
山
と
『
現
象
即
実
在
論
』
と
の
関
係
」（
上
智
大
学
哲
学
科
編
『
哲
学
科
紀
要
』
第
二
四
号
、
一
九
九
八
年
、
所
収
）

渡
部
清
「
井
上
哲
次
郎
の
哲
学
体
系
と
仏
教
の
哲
理
―
『
日
本
的
哲
学
』
の
成
立
問
題
と
し
て
」（
上
智
大
学
哲
学
科
編
『
哲
学
科
紀
要
』
第
二
五
号
、
一

九
九
九
年
、
所
収
）

横
田
理
博
「
西
田
幾
多
郎
と
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
『
個
人
』
の
生
き
方
」（
電
気
通
信
大
学
編
『
電
気
通
信
大
学
紀
要
』
第
一
一
巻
第
二
号
（
通
巻
二
二
号
）、

一
九
九
八
年
一
二
月
、
所
収
）

横
田
理
博
「
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
」（
日
本
宗
教
学
会
編
『
宗
教
研
究
』
第
三
六
二
号
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
所

収
）

横
田
理
博
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
倫
理
思
想
―
比
較
宗
教
社
会
学
に
込
め
ら
れ
た
倫
理
観
』（
二
〇
一
一
年
、
未
來
社
）

横
田
理
博
「
山
口
の
西
田
幾
多
郎
」（
電
気
通
信
大
学
編
『
電
気
通
信
大
学
紀
要
』
第
二
七
巻
第
一
号
（
通
巻
四
三
号
）、
二
〇
一
五
年
二
月
、
所
収
）

（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
倫
理
学
講
座
・
教
授
）




