
は

じ

め

に
観
念
と
し
て
の

鴎
外
「
審
美
論
」

ハ
ル
ト
マ
ン
が
鴎
外
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
に
よ

（注
1
)

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
鴎
外
は
必
ず
し
も
、
ハ
ル
ト
マ
ン
を
忠
実
に

受
容
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
神
田
孝
夫
氏
は
、
没
理
想
論
争
に
お
け

る
鴎
外
の
言
が
ハ
ル
ト
マ
ン
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
つ
つ
も
、
「
鵬
外

は
ハ
ル
ト
マ
ン
説
を
勝
手
に
観
念
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て

（注
2
)

い
る
。
本
稿
で
は
、
氏
の
指
摘
を
受
け
て
、
「
審
美
論
」
に
お
け
る
訳
語
の

問
題
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、
鴎
外
が
な
ぜ
ハ
ル
ト
マ
ン
を
観
念
化
し
て

理
解
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。

具
体
的
に
は
、
没
理
想
論
争
を
は
じ
め
、
鴎
外
の
関
わ
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
論
争
の
中
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
「
理
想
（
想
）
」
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
る
。
初
め
に
、
閾
外
自
身
の
言
葉
か
ら
、
鵡
外
の
「
理
想

（
想
）
」
の
定
義
を
引
き
出
し
、
次
に
、
鵬
外
の
実
際
の
用
例
に
見
ら
れ
る

定
義
と
用
法
と
の
間
の
ず
れ
に
つ
い
て
見
る
。
さ
ら
に
、
「
審
美
論
」
に
お

け
る
「
理
想
（
想
）
」
と
い
う
訳
語
が
、
「
美
の
哲
学
」
で
は
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
違
い
を
考
え
る
。
最
後
に
、
こ
の

違
い
の
由
来
と
、
こ
れ
が
鴎
外
の
論
争
の
中
で
持
ち
得
る
意
味
に
つ
い
て

展
望
す
る
。

第
一
に
、
鵬
外
が
「
理
想
（
想
）
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し

て
い
た
の
か
、
鵡
外
の
定
義
に
つ
い
て
、
鴫
外
自
身
の
言
葉
に
基
づ
い
て

確
認
し
た
い
。

次
の
文
は
、
逍
遥
に
よ
る
、
鴎
外
の
言
う
理
想
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理

想
で
は
な
い
か
、
と
の
問
い
か
け
（
「
没
理
想
の
由
来
」
明
治
二
五
年
四
月
）

に
対
す
る
鴎
外
の
答
え
で
あ
る
。

逍
逝
子
の
い
は
く
。
プ
ラ
ト
オ
の
理
想
は
鴎
外
の
理
想
に
は
あ
ら

ざ
る
か
と
い
へ
り
。
わ
れ
答
へ
て
云
く
。
あ
ら
ず
。
天
地
の
間
に
は

常
住
す
る
も
の
あ
り
、
生
滅
す
る
も
の
あ
り
。
こ
の
常
住
の
も
の
、

時
間
の
覇
絆
を
離
れ
た
も
の
な
ら
で
は
、
古
今
の
哲
学
者
は
敢
て
理

想
と
名
づ
け
ざ
り
き
。
プ
ラ
ト
オ
と
ハ
ル
ト
マ
ン
と
は
理
想
を
以
て

時
間
を
離
れ
た
る
、
意
識
な
き
思
想
な
り
と
す
。
さ
れ
ど
プ
ラ
ト
オ

は
其
理
想
を
体
と
し
て
現
世
を
象
と
し
、
彼
を
実
在
と
し
此
を
幻
影

(

-

）

 

に
お
け
る
訳
語
の
問
題
を
中
心
に

「
理
想

（想）」

坂

井

健
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と
せ
し
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
其
理
想
を
非
実
在
と
し
て
現
世
に
体
象

あ
ら
し
む
。
わ
れ
は
現
世
の
象
後
に
は
体
あ
り
て
実
在
す
と
お
も
ふ

が
ゆ
ゑ
に
、
わ
が
理
想
は
プ
ラ
ト
オ
が
理
想
に
殊
な
り
。
（
「
早
稲
田

文
学
の
後
没
思
想
」
明
治
二
五
年
六
月
）

鵬
外
は
、
自
分
の
い
う
「
理
想
」
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
そ
れ
と
同
様
非
実

在
で
あ
る
の
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
と
は
違
う
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
な
が
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
点
を
除
け
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
と
同
様

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
天
地
の
間
に
常
住
す
る
」
、

「
時
空
を
離
れ
た
」
な
ど
の
言
葉
も
プ
ラ
ト
ン
の
超
越
的
な
イ
デ
ア
を
思
わ

せ
る
。こ

の
こ
と
は
、
同
じ
「
早
稲
田
文
学
の
後
没
理
想
」
の
中
で
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

逍
遥
子
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
を
評
せ
し
言
葉
の
天
下
の
耳

目
を
驚
か
し
＞
は
抑
何
故
ぞ
や
。
答
へ
て
い
は
く
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

刃
の
曲
を
没
理
想
な
り
と
い
ひ
け
れ
ば
な
り
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

曲
を
没
理
想
な
り
と
い
ひ
し
を
、
世
の
人
も
我
も
、
プ
ラ
ト
オ
以
来

哲
学
上
に
多
少
の
定
義
あ
る
理
想
を
無
し
と
せ
る
な
り
と
お
も
ひ
け

れ
ば
な
り
。

ま
た
、
次
の
文
は
、
高
瀬
文
淵
が
、
「
現
象
の
裏
面
に
は
、
必
ず
事
物
本

体
の
構
成
し
た
る
図
式
あ
る
べ
く
、
そ
の
形
体
の
模
型
と
な
れ
る
図
式
は
、

事
物
本
体
が
意
中
に
於
い
て
予
め
構
成
し
た
る
形
象
な
れ
は
、
予
は
言
換

へ
て
意
象
と
い
ふ
べ
し
。
」
と
し
、
「
こ
の
意
象
と
い
へ
る
も
の
A

現
象
世

界
の
裏
面
に
潜
み
、
先
ず
預
め
図
式
と
な
り
て
内
に
存
す
る
も
の
な
る
こ

と
を
実
地
に
知
ら
む
と
欲
せ
ば
、
宜
し
く
蜘
蛛
の
巣
に
就
て
其
消
息
を
悟

る
べ
し
。
」
と
蜘
蛛
の
営
巣
を
例
に
と
っ
て
、
「
意
象
」
を
説
明
し
た
（
『
新

文
壇
』
一
号
、
明
治
二
九
年
一
月
）
の
に
対
し
、
無
用
の
造
語
を
す
べ
き

で
は
な
い
と
、
鵬
外
が
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

蜘
蛛
の
網
を
結
ぶ
や
、
虫
を
捕
ふ
る
の
目
的
を
意
識
せ
ず
。
網
と

い
ふ
事
物
の
確
固
不
抜
な
る
図
式
は
先
づ
存
じ
た
り
。
高
瀬
文
淵
こ

れ
を
名
付
け
て
意
象
と
云
ひ
、
又
超
絶
自
然
と
云
ふ
。
是
れ
「
イ
デ

工
」
な
り
。
今
の
帝
国
大
学
諸
家
の
観
念
と
訳
し
、
世
上
の
記
者
の

理
想
と
訳
す
る
も
の
即
此
な
り
。
（
『
め
さ
ま
し
草
』
明
治
二
九
・
ニ
）

つ
ま
り
、
二
九
年
の
時
点
で
も
、
イ
デ
ー
を
、
事
物
が
現
れ
る
以
前
か
ら

存
在
し
て
い
る
完
全
な
図
式
、
超
越
的
な
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
実

在
非
実
在
の
問
題
を
除
け
ば
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
に
ご
く
近
い
も
の
と

し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
「
審
美
論
」
（
明
治
二
五
＼
六

年
）
が
訳
さ
れ
る
前
後
の
時
間
的
な
幅
を
持
っ
て
、
同
様
の
理
解
が
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
今
ま
で
は
、
も
っ
ば
ら
「
理
想
」
に
つ
い
て
見
て
来
た
わ
け
だ

が
、
「
想
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
鵬
外
は
『
め
さ
ま
し
草
』
巻
之
四

（
明
治
二
九
年
四
月
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

理
想
を
約
し
て
想
と
い
ふ
こ
と
は
、
わ
れ
も
亦
是
認
せ
り
。
例
之

ば
類
理
想
を
類
想
と
し
個
物
理
想
を
個
想
と
す
る
が
ご
と
し
。
さ
れ

ど
こ
は
理
想
の
語
を
斥
く
る
に
非
ず
。

こ
こ
は
、
樗
牛
が
、
イ
デ
ー
の
訳
語
と
し
て
「
理
想
」
で
は
な
く
「
想
」

を
使
う
べ
き
だ
と
し
た
（
『
太
陽
』
明
治
二
九
年
四
月
五
日
）
の
に
対
し
、

「
理
想
」
で
構
わ
な
い
と
反
論
し
て
い
る
箇
所
な
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
、
鴎

外
が
「
想
」
と
い
う
時
は
、
「
理
想
」
の
略
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ

し
、
こ
の
例
で
は
、
「
個
想
」
な
ど
の
よ
う
に
、
複
合
語
に
な
る
時
に
の
み
、

「
想
」
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
般
に
「
理
想
」
の
略
と
し
て
用
い
ら

- 2 -



れ
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
「
世
界
は
ひ
と
り
実
（
レ
ア
、
ル
）
な
る

の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想
（
イ
デ
エ
）
の
み
ち
／
＼
た
る
あ
り
」
（
「
早
稲
田

文
学
の
没
理
想
」
明
治
二
四
年
―
二
月
）
な
ど
の
例
を
見
る
と
、
後
者
で

あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
鵬
外
の
言
う
「
理
想
」
と
「
想
」
と
は
同
じ
で
あ
り
、

共
に
超
越
的
な
イ
デ
ー
を
指
す
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
鴎
外
の
理
解
は
、
果
た
し
て
当
時
一
般
的
な

も
の
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

歴
史
的
に
は
、
イ
デ
ー
は
、
元
来
、
超
感
性
的
な
原
型
、
す
な
わ
ち
プ

ラ
ト
ン
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。
近
世
に
な
っ
て
、
人
間
の
意
識
内
容
、

す
な
わ
ち
心
理
的
な
「
観
念
」
と
し
て
用
い
ら
れ
、
超
越
的
な
意
味
は
取

り
払
わ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
的
原
義
、
と
く

に
超
越
的
、
価
値
的
な
意
味
を
回
復
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
イ
デ
ー

（注
5
)

が
「
理
念
」
と
訳
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
大
雑
把
に
言
っ
て
、
主
観
的
意

識
内
容
と
し
て
の
観
念
と
超
越
的
存
在
と
し
て
の
「
理
念
」
と
の
二
つ
の

意
味
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
区
分
か
ら
言
う
と
、
鵬
外
の
イ
デ
ー
理
解
は
、
も
っ
ぱ
ら

「
理
念
」
と
し
て
の
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
「
観
念
」
と
し
て
の
理

解
が
他
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

例
え
ば
、
逍
逢
で
あ
る
。
逍
遥
の
「
没
理
想
」
は
、
「
没
理
想
」
で
は
な

く
「
没
主
観
」
、
「
没
挿
評
」
、
「
没
成
心
」
、
「
哲
学
的
所
見
の
没
却
」
で
は

な
い
か
と
、
鵬
外
に
詰
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
「
理
想
」
を
「
観
念
」
の
意
味

で
の
イ
デ
ー
と
と
れ
ば
、
さ
し
て
問
題
は
な
か
ろ
う
。
事
実
、
逍
遥
は
「
当

（
二
）

時
予
が
理
想
と
い
ふ
詞
に
表
せ
し
め
ん
と
せ
し
意
は
略
々
此
三
、
四
年
来

用
ひ
そ
め
ら
れ
た
る
世
界
観
人
生
観
の
意
に
同
じ
。
」
（
「
文
学
そ
の
折
々
」

明
治
二
九
年
九
月
）
と
い
っ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
樗
牛
に
も
言
え
る
。
樗
牛
は
『
太
陽
』
第
二
巻

七
号
（
明
治
二
九
年
四
月
五
日
）
で
、
「
逍
遥
氏
が
所
謂
没
理
想
と
は
、
吾

等
の
知
る
所
に
て
は
個
人
的
傾
向
を
絶
す
る
の
謂
な
り
。
（
中
略
）
逍
遥
氏

が
所
謂
没
理
想
は
た
純
客
観
の
作
と
称
す
べ
き
も
の
な
ら
む
。
是
れ
没
理

想
と
謂
は
む
よ
り
は
む
し
ろ
没
想
と
謂
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
（
中
略
）
独

逸
語
に
所
謂
『
イ
デ
ー
』
を
文
学
上
普
通
の
意
味
に
於
て
訳
せ
む
に
は
、

是
『
想
』
の
一
字
を
最
も
相
応
は
し
と
信
じ
た
れ
ば
な
り
。
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
樗
牛
が
「
想
」
と
訳
し
て
い
る
「
イ
デ
ー
」
は
、
明
ら
か

に
「
理
念
」
で
は
な
く
、
「
観
念
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
イ
デ
ー
は
鴎
外
の
い
う
よ
う
な
「
理
念
」

と
し
て
の
イ
デ
ー
で
は
な
く
、
「
観
念
」
と
し
て
の
イ
デ
ー
で
あ
っ
て
も
、

い
っ
こ
う
差
し
支
え
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
を
「
理
念
」
的
な
も
の
と
し
て

の
み
捉
え
よ
う
と
す
る
鴎
外
の
態
度
は
や
や
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）

こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
常
に
鴎
外
自
身
が
「
理
想
（
想
）
」
と
い
う

語
を
、
彼
自
身
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
、
つ
ま
り
「
理
念
」
と
い
う
意
味

で
使
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

実
は
、
鵡
外
の
い
う
「
理
想
（
想
）
」
の
中
で
、
「
理
念
」
の
意
味
に
は
、

ど
う
も
取
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
例
は
い
く
つ
か
あ
る
の
だ
。

例
え
ば
、
「
今
の
批
評
家
の
詩
眼
」
（
『
棚
草
子
』
第
四
号
、
明
治
二
三
年
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一
月
）
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
（
『
月
草
』
で
は
削
除
。
）

意
匠
と
云
ひ
着
眼
と
云
ひ
注
視
点
と
云
ふ
、
皆
想
の
み
、
「
イ
デ
ー
」

の
み
、
想
に
し
て
純
美
な
ら
む
か
必
ず
し
も
事
の
善
悪
を
問
は
ず
し

て
可
な
り
「
イ
デ
ー
」
何
如
な
る
か
を
顧
み
ず
し
て
詩
人
の
文
句
を

評
議
す
る
も
の
あ
ら
ば
其
言
ふ
所
何
の
価
値
か
あ
ら
む
。

意
匠
・
着
眼
・
注
視
点
す
べ
て
作
品
の
そ
れ
を
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、

な
ぜ
こ
れ
が
「
想
」
、
す
な
わ
ち
超
越
的
な
「
イ
デ
ー
」
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
「
観
念
」
と
い
う
意
味
の
イ
デ
ー
な
ら
分
か
る
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
、

鴎
外
が
「
理
想
（
想
）
」
と
い
う
時
は
、
「
理
念
」
の
意
味
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

で
は
、
次
の
例
（
「
逍
遥
子
と
烏
有
先
生
と
」
明
治
二
五
年
三
月
）
は
ど

う
だ
ろ
う
。夫

れ
非
想
と
は
何
ぞ
や
。
吾
人
比
量
の
見
を
以
て
す
る
と
き
は
非

想
は
即
ち
実
な
り
。
か
る
が
故
に
吾
人
比
量
の
見
を
以
て
逍
遥
子
が

非
想
論
即
没
却
理
想
論
を
み
る
と
き
は
、
是
れ
現
実
主
義
の
み
、
理

想
主
義
の
み
。

な
ぜ
、
「
非
想
は
即
ち
実
な
り
」
な
ど
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
想
」

を
主
観
的
意
識
内
容
と
す
れ
ば
、
「
非
想
」
は
我
々
の
意
識
の
外
に
物
と
し

て
実
在
し
て
い
る
「
実
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
「
想
」
を
「
理
念
」

と
取
る
か
ぎ
り
、
非
理
念
で
あ
っ
て
、
「
実
」
で
な
い
も
の
は
、
い
く
ら
で

も
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
概
念
な
ど
は
主
観
的
な
意
識
内
容

だ
が
、
理
念
で
は
な
い
。
）

と
す
る
と
、
や
は
り
、
鵬
外
は
イ
デ
ー
に
「
観
念
」
と
い
う
意
味
も
認

め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
こ

と
は
、
前
に
も
確
認
し
た
通
り
だ
し
、
そ
も
そ
も
、
「
観
念
」
と
い
う
意
味

を
認
め
て
い
た
と
し
た
ら
、
鵬
外
が
逍
遥
に
あ
び
せ
た
批
判
の
数
々
、
逍

遥
の
「
理
想
」
は
「
理
想
」
で
は
な
く
、
主
観
に
過
ぎ
な
い
、
哲
学
的
所

見
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
批
判
は
理
解
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、

鵬
外
は
「
理
想
（
想
）
」
即
ち
「
理
念
」
と
の
前
提
に
立
っ
て
こ
の
よ
う
に

発
言
し
た
は
ず
で
あ
る
。

と
な
る
と
、
な
ぜ
鵬
外
は
、
こ
の
よ
う
に
「
想
」
の
拡
大
解
釈
と
も
と

れ
る
発
言
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
同
じ
く
「
逍
遥

子
と
烏
有
先
生
と
」
の
中
に
あ
る
。
長
い
が
引
用
し
よ
う
。

ハ
ル
ト
マ
ン
が
美
は
皆
想
に
し
て
、
実
に
も
あ
ら
ず
、
実
の
模
倣

に
も
あ
ら
ず
。
実
相
実
相
と
追
ひ
ゆ
く
と
き
は
、
声
も
声
に
あ
ら
ず
、

色
も
色
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
極
微
の
論
は
先
に
示
し
つ
。
実
相
既
に
か

く
の
如
く
ん
ば
、
こ
れ
を
模
倣
し
た
る
も
の
、
は
た
何
の
声
を
か
な

し
、
何
の
色
を
か
な
さ
む
。
こ
れ
を
ハ
ル
ト
マ
ン
が
幼
く
実
を
立
て

た
る
論
を
破
す
る
段
と
す
。
（
巻
ニ
―
乃
至
三
面
）

美
既
に
実
に
あ
ら
ず
と
は
ゞ
、
美
は
主
観
に
あ
り
と
い
ふ
説
必
ず

起
こ
ら
む
。
詩
人
の
詩
を
空
想
裏
よ
り
得
来
た
る
や
、
（
内
美
術
品
）

こ
れ
を
言
葉
と
な
し
て
、
主
観
よ
り
客
観
に
移
さ
で
止
ま
む
や
。
（
外

美
術
品
）
若
し
美
は
主
観
に
あ
り
と
い
は
ゞ
、
是
の
如
く
外
美
術
品

の
成
る
所
以
、
遂
に
解
す
べ
か
ら
ず
。
今
一
歩
を
進
め
て
、
か
A

る

外
美
術
品
の
吟
者
読
者
に
主
観
の
美
を
感
得
せ
し
む
る
所
以
を
問

は
ゞ
、
美
を
主
観
に
あ
り
と
す
る
論
い
よ
窮
せ
む
。
ま
た
作
者
は
歳

を
閲
し
て
一
詩
を
成
し
た
る
に
、
こ
れ
を
吟
じ
、
こ
れ
を
読
む
も
の

は
、
皆
一
斉
に
お
な
じ
主
観
を
な
す
こ
と
一
瞬
間
を
出
で
ず
と
せ
む

か
。
作
者
の
難
と
吟
者
読
者
の
易
と
の
分
る
＞
所
以
は
、
到
底
美
を

主
観
に
あ
り
と
す
る
も
の
A

得
て
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
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を
主
観
想
に
偏
り
た
る
論
を
破
す
る
段
と
す
。
（
巻
二
、
三
乃
至
四
面
）

美
既
に
実
に
あ
ら
ず
、
又
実
の
模
倣
に
あ
ら
ず
、
又
主
観
想
に
あ

ら
ず
と
い
は
ゞ
、
か
の
幼
く
実
を
立
て
た
る
論
に
も
あ
ら
ず
、
こ
の

主
観
想
に
偏
り
た
る
論
に
も
あ
ら
ざ
る
第
三
論
必
ず
起
ら
む
。
蓋
し

主
観
の
美
を
生
ず
る
は
作
者
の
上
に
限
れ
り
。
吟
者
読
者
は
お
の
が

官
能
に
よ
り
て
、
客
観
実
な
る
字
形
若
く
は
声
波
を
受
く
。
こ
の
時

に
当
り
て
、
客
観
想
な
る
詩
の
美
は
、
か
の
客
観
実
な
る
字
形
若
く

は
声
波
に
即
き
て
、
吟
者
読
者
を
侵
す
な
り
。
外
美
術
品
は
客
観
実

な
る
を
以
て
、
自
ら
美
な
る
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
作
者
の
そ
の
主
観

よ
り
生
じ
た
る
美
を
、
外
美
術
品
に
移
し
お
き
た
る
た
め
に
、
外
美

術
品
は
吟
者
読
者
に
美
な
る
空
想
図
を
現
ぜ
し
む
べ
き
因
縁
と
な
れ

り
。
美
は
実
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
実
に
即
く
に
あ
ら
で
は
、
主
観

に
入
る
こ
と
能
は
ず
。
そ
の
実
に
即
い
た
る
美
の
主
観
に
入
る
に
当

り
て
、
実
よ
り
離
れ
た
る
を
美
の
映
象
と
い
ふ
。
こ
れ
を
先
天
に
よ

り
て
実
を
立
て
た
る
論
と
な
す
。
（
巻
二
、
五
面
以
下
）

こ
の
部
分
の
論
旨
は
、
美
は
「
実
」
に
は
存
在
し
な
い
が
、
「
想
」
の
み

で
説
明
は
で
き
ず
、
「
実
」
に
よ
っ
て
「
想
」
の
中
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
「
美
」
は
「
想
」
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
が
、
「
想
」

と
「
実
」
が
対
立
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
こ
の
両
者
以
外
の

要
素
は
美
の
所
在
と
し
て
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
先
の
引
用
で
、
非
想
即
ち
実
と
い
う
乱
暴
な
論
理
が
ま
か
り
通
っ
て

い
る
の
は
、
こ
の
辺
り
に
原
因
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
箇
所
は
、
逍
遥
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
は
没
理

想
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
理
想
が
現
れ
て
い
る
と
反
論
し
た
論
拠
と

し
て
、
鴫
外
が
ハ
ル
ト
マ
ン
を
引
い
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ

ル
ト
マ
ン
の
美
は
皆
「
想
」
だ
か
ら
、
当
然
シ
エ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の

美
も
「
想
」
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

ま
た
、
引
用
文
中
「
実
相
実
相
と
追
ひ
ゆ
く
と
き
は
、
声
も
声
に
あ
ら

ず
、
色
も
色
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
極
微
の
論
は
先
に
示
し
つ
」
と
い
う
の
は
、

「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
（
明
治
二
四
年
―
二
月
）
の
中
の
「
先
づ
実

相
々
々
と
追
ひ
行
き
た
る
極
端
に
達
し
て
、
人
間
の
官
能
を
除
き
去
り
て

お
も
へ
。
声
は
も
と
声
な
ら
ず
、
色
は
も
と
色
な
ら
ず
。
声
も
色
も
分
子

の
動
き
ざ
ま
の
相
殊
な
る
の
み
。
純
粋
な
る
実
相
に
は
声
も
な
く
、
色
も

な
し
。
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
い
る
。
直
後
に
、
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
沙
羅

双
樹
の
花
の
色
を
美
と
感
ず
る
の
は
、
「
先
天
の
理
想
は
こ
の
時
暗
中
よ
り

躍
り
出
で
＞
此
声
美
な
り
、
こ
の
色
美
な
り
と
叫
ぶ
」
か
ら
で
あ
る
と
い

う
、
例
の
獅
子
吼
が
な
さ
れ
る
箇
所
が
続
く
。

つ
ま
り
、
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
先
の
引
用
し
た
箇
所
は
、
美
が
「
想
」

す
な
わ
ち
「
理
念
」
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
ハ
ル

ト
マ
ン
を
引
い
て
い
る
部
分
な
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
注
意
深
く
読
ん
で
い
く
と
、
少
し
も
「
ハ
ル
ト
マ

ン
が
美
は
皆
想
」
と
い
う
論
証
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
。
実
際
に
論
証

さ
れ
て
い
る
の
は
、
美
は
実
の
刺
激
に
よ
っ
て
主
観
の
中
に
生
ず
る
、
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
「
ハ
ル
ト
マ
ン
が
美
は
皆
想
」
と
い
う
結
論
は
、

論
証
部
分
の
「
主
観
」
と
い
う
言
葉
を
巧
み
に
「
想
」
と
言
い
換
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
三
）

さ
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
上
が
起
こ
っ
た
の
か
。

問
題
に
し
て
い
る
引
用
箇
所
は
、
鴎
外
の
注
か
ら
も
見
当
が
付
く
が
、
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ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
美
の
哲
学

(
P
h
i
l
o
s
o
p
i
e
d
e
s
 S
c
o
n
e
n
)
」
の
冒
頭
か

ら
一
―
頁
中
段
ま
で
で
あ
り
、
鵬
外
訳
「
審
美
論
」
で
は
、
冒
頭
か
ら
一

七
頁
ま
で
に
当
た
る
。
引
用
箇
所
は
「
審
美
論
」
該
当
箇
所
の
見
事
な
要

約
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
あ
る
「
美
は
皆
想
」
と
い
う
結
論
が
、
「
審
美

論
」
で
は
、
後
の
方
で
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
、
分
量
の
違
い
こ
そ

あ
れ
、
両
者
は
内
容
的
に
み
て
大
差
は
な
い
。
よ
く
「
審
美
論
」
の
要
旨

を
伝
え
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
「
美
の
哲
学
」
と
比
べ
て
み
て
も
、

十
分
に
そ
の
意
を
汲
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
‘
―
つ
の
重
要
な
点
で
、
「
審
美
論
」
は
「
美
の
哲
学
」
の
意
を

正
し
く
伝
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
逍
遥
子
と
烏
有

先
生
と
」
に
お
け
る
引
用
箇
所
に
も
、
「
美
の
哲
学
」
に
対
す
る
同
じ
誤
解

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

問
題
の
点
は
、
や
は
り
「
理
想
（
想
）
」
を
め
ぐ
る
部
分
で
あ
る
。
「
審

美
論
」
で
も
多
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
、
引
用
箇
所
に
相
当
す

（注
6
)

る
「
審
美
論
」
と
ハ
ル
ト
マ
ン
の
原
文
と
を
比
較
し
て
み
た
い
と
思
う
。

そ
の
前
に
、
冒
頭
か
ら
引
用
部
分
ま
で
の
簡
単
な
要
約
を
し
て
お
く
。

美
と
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
の
意
識
の
外
に
あ
る
物
質
的
な
も
の
自
体
の
世
界
で
あ
ろ
う

か
。
物
質
的
な
も
の
自
体
は
、
分
子
に
過
ぎ
な
い
。
分
子
は
知
覚
で

き
な
い
か
ら
物
質
的
な
も
の
自
体
に
は
、
美
は
存
在
し
得
な
い
。

で
は
、
我
々
の
意
識
の
外
に
存
在
す
る
非
物
質
的
な
魂
の
世
界
（
仮

に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
）
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
魂

な
ど
と
い
う
も
の
は
、
分
子
と
同
じ
よ
う
に
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き

ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
物
質
的
な
魂
の
世
界
に
も
美
は

存
在
し
な
い
。
（
「
審
美
論
」
一
、
美
の
所
在
）

こ
の
後
で
、
「
理
想
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
し
て
く
る
。

か
く
幼
き
実
際
主
義
被
せ
ら
れ
し
上
は
、
直
に
翻
筋
斗
し
て
美
は

主
に
あ
り
、
主
の
心
に
の
み
あ
り
と
い
ふ
主
の
理
想
主
義
の
迷
惑
起

り
易
か
る
べ
し
。
（
「
審
美
論
」
一
、
美
の
所
在
）

Ist n
u
n
 s
o
 d
e
r
 naiv'realistische I
r
r
t
h
u
m
 erledigt, als o
b
 

d
a
s
 S
c
h
o
n
e
 in 
d
e
n
 D
i
n
g
e
n
 a
n
 s
i
c
h
 s
e
i
n
e
n
 S
i
t
z
 h
a
b
e
,
 s
o
 

liegt 
d
e
r
 U
m
s
c
h
l
a
g
 in 
d
e
n
 e
n
t
g
e
g
e
n
g
e
s
e
t
z
e
n
 s
u
b
j
e
k
t
i
v
,
 

idealistischen I
r
r
t
h
u
m
 n
a
h
e
,
 d.h. 
in d
i
e
 A
n
s
i
c
h
t
,
 d
a
s
s
 d
a
s
 

S
c
h
o
n
e
 r
e
i
n
 
u
n
d
 b
l
o
s
s
 
subjektiv, 
e
i
n
 
a
u
s
s
c
h
l
i
e
s
s
l
i
c
h
e
s
 

P
r
o
d
u
k
t
 d
e
s
 S
u
b
j
e
k
t
s
 u
n
d
 s
e
i
n
e
r
 g
e
i
s
t
i
g
e
n
 A
n
l
a
g
e
n
 u
n
d
 

F
a
h
i
g
k
e
i
t
e
n
 sei. 

（
訳
）
こ
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
も
の
自
体
に
美
が
そ
の
所
在
を
も
つ

か
の
よ
う
な
素
朴
な
実
存
主
義
の
誤
謬
は
除
か
れ
た
。
と
な
る
と
、

反
対
の

subjektiv,idealistisch
な
誤
謬
、
即
ち
美
と
は
純
粋
に

た
だ
主
観
的
で
、
も
っ
ぱ
ら
主
観
と
そ
の
精
神
的
な
素
質
及
び
能
力

の
産
物
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
方
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

鴎
外
は

subjektiv,idealistisch
を
「
主
な
る
理
想
主
義
」
と
訳
し
て

い
る
が
、

s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
r
,
I
d
e
a
l
i
s
m
u
s
は
現
在
の
訳
語
で
は
「
主
観
的
観
念

論
」
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
イ
デ
ー
は
主
観
的
な
思
惟
の
対
象
ま
た
は
単

（
注
7
)

な
る
表
象
で
あ
る
観
念
を
意
味
す
る
と
い
う
。

必
ず
し
も
現
在
の
訳
語
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
が
、
美
は
我
々
の
意

識
の
外
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
前
の
文
脈
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
美
を

外
界
の
も
の
と
す
る

naiv,realistisch

の
対
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
「
美
と
は
純
粋
に
た
だ
主
観
的
で
、
も
っ
ぱ
ら
主
体
が
生
み
出

す
も
の
で
あ
り
、
主
体
の
精
神
的
な
素
質
で
あ
り
、
能
力
で
あ
ろ
う
」
と
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い
う
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
超
越
的
な
理
念

の
実
在
を
確
信
す
る
主
義
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
観
念

的
と
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
む
ろ
ん
、
鴎
外
も
「
美

は
主
に
あ
り
、
主
の
心
に
の
み
あ
り
と
い
ふ
主
の
理
想
主
義
」
と
訳
し
て

い
る
わ
け
で
、
こ
の
場
合
の
イ
デ
ー
は
「
観
念
」
の
意
味
に
相
当
す
る
の

だ
と
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
「
理
想
」
と
訳
し
た
の
だ
と
の
疑
い
も
持
て

る
が
、
鵬
外
の
「
理
想
」
の
定
義
か
ら
い
っ
て
、
可
能
性
は
薄
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
引
用
部
分
の
後
は
、
芸
術
家
の
空
想
も
夢
と
同
じ
よ
う
な
も
の

で
、
主
観
の
作
用
に
よ
る
の
だ
と
の
説
明
の
後
、
再
び
「
幼
き
実
際
主
義

に
て
美
は
唯
客
な
り
と
お
も
は
れ
し
に
反
し
て
、
主
の
理
想
主
義
に
て
唯

主
な
り
と
お
も
は
る
＞
な
り
。
」
と
の
文
が
現
れ
る
。
原
文
に
は

s
u
b
j
e
k
t
i
v
'
i
d
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h

と
い
う
語
は
な
い
が
、
「
先
に
美
は
全
く
客
観

的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
よ
う
に
、
今
度
は
純
粋
に
主
観
的
に
見
え
る

(
W
i
e
 v
o
r
h
e
r
 d
a
s
 S
c
h
o
n
e
 b
l
o
s
s
 o
b
j
e
k
t
i
v
 z
u
 s
e
i
n
 s
c
h
e
i
n
e
n
,
 s
o
 

jetzt r
e
i
n
 s
u
b
j
e
k
t
;
)
」
と
あ
り
、
こ
の
訳
文
中
、
「
今
度
は
」
と
い
う
の

は
「
主
の
理
想
主
義
に
て
」
に
相
当
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
先
に
述

べ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。
他
に
「
主
の
理
想
主
義
、
主
理
想
主
義
、
主

想
主
義
」
（
原
語

s
u
b
j
e
k
t
i
v
,
i
d
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h
,
s
u
b
j
e
k
t
i
v
e
r
 I
d
e
a
l
i
s
m
u
s
,
 

s
u
b
j
e
k
t
i
v
e
r
 Idealist)

は
「
平
芦
美
論
」
の
中
に
九
例
、
合
計
―
一
例
見

い
だ
さ
れ
、
す
べ
て
同
様
に
用
い
ら
れ
る
。

さ
て
、
次
は
「
想
な
り
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず

二
、
美
を
担
い
た
る
主
象
、
の
冒
頭
か
ら
引
用
箇
所
ま
で
の
要
約
を
記
す
。

美
学
で
論
ず
る
べ
き
こ
と
は
、
実
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
実
物

が
い
か
に
我
々
の
意
識
に
美
を
感
じ
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
だ
か
ら
も
の
の
内
部
で
は
な
く
、
表
面
が
い
か
に
見
え
る
か
が

重
要
な
の
だ
。
と
す
る
と
美
は
も
の
の
表
面
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
も
の
の
表
面
で
は
な
く
視
覚
的
仮
象
の
中

に
存
在
す
る
の
だ
。

そ
れ
は
、
音
楽
の
美
や
詩
の
美
を
、
我
々
が
聴
覚
的
仮
象
や
空
想

的
仮
象
に
お
い
て
感
じ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
音

楽
や
詩
に
は
も
の
の
表
面
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
か
ら
だ
。
で
は
、

音
楽
で
は
何
に
よ
っ
て
美
を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
音

波
の
動
き
に
よ
る
。
と
な
る
と
、
絵
画
で
も
、
実
物
で
は
な
く
空
間

を
媒
介
す
る
エ
ー
テ
ル
の
動
き
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
詩
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
語
の
音
に
よ
る
よ
う
に

思
え
る
が
、
我
々
は
黙
読
し
て
も
、
詩
美
を
感
じ
る
と
こ
ろ
を
み
る

と
、
語
の
音
で
は
な
く
、
語
の
意
味
に
よ
っ
て
感
じ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
し
か
も
、
暗
唱
し
て
い
る
詩
を
思
い
出
す
詩
の
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
空
間
の
媒
介
物
は
問
題
で
は
な
い
。
絵
画
や
音
楽
を
思
い

出
し
て
美
を
感
じ
る
時
も
同
様
で
あ
る
。
（
「
審
美
論
」
二
、
美
を
担

ひ
た
る
主
象
）

こ
の
直
後
に
、
盛
ん
に
「
想
な
る
」
と
い
う
語
が
現
れ
る
。

蓋
し
美
し
き
詩
術
品
の
美
の
客
な
る
と
こ
ろ
を
求
む
れ
ば
、
純
に

是
れ
想
な
る
も
の
な
り
。
純
に
想
な
る
語
義
と
い
ふ
客
あ
り
て
そ
の

介
者
た
り
。
わ
が
徒
は
こ
れ
に
憑
り
て
術
理
を
通
観
し
、
美
し
き
楽

術
品
の
客
な
る
も
の
の
矢
張
想
な
る
べ
き
を
推
定
す
。
こ
A

に
は
術

者
た
る
伶
人
の
そ
れ
／
＼
の
曲
に
対
し
て
、
い
つ
も
変
わ
ら
ざ
る
目

当
あ
り
て
こ
れ
を
介
す
る
の
み
。
わ
が
徒
は
又
美
し
き
造
術
品
の
客

な
る
も
の
も
矢
張
想
な
る
べ
き
を
推
定
す
。
こ
A

に
は
隅
;
永
存
す

る
実
物
の
介
者
た
る
あ
る
の
み
。
詩
美
は
空
想
の
仮
象
の
外
に
求
む

- 7 -
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は
、
純
粋
に
イ
デ
ー
的
な
、
た
だ
言
葉
の
意
味
が
持
つ
イ
デ
ー
的
な

客
観
性
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
芸
術

美
の
持
つ
類
的
な
共
通
性
ゆ
え
に
我
々
は
、
音
楽
の
美
に
お
い
て
も
、

や
は
り
客
観
性
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
と
し
て
、
実
際
の
演
奏
者
の
不

変
の
意
図
を
通
し
て
の
み
、
考
察
す
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
る
。
さ
ら

に
我
々
は
、
や
は
り
、
造
形
芸
術
の
美
に
お
い
て
さ
え
、
絶
対
的
に

イ
デ
ー
的
な
も
の
と
し
て
し
か
考
察
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
た
ま
た
ま
物
質
的
な
物
自
体
の
比
較
的
変
わ
り
に
く
い
性
質
に

よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
も
し
も
詩
に
お
い
て
、
疑

い
な
く
美
が
た
だ
仮
象
（
空
想
）
の
中
に
そ
の
所
在
を
持
ち
得
る
の

な
ら
ば
、
そ
の
時
は
、
音
楽
に
お
い
て
も
、
や
は
り
、
仮
象
（
聴
覚

的
仮
象
）
の
中
に
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
伝
導
的

媒
介
の
物
質
的
な
振
動
の
有
様
に
は
そ
の
所
在
は
な
い
。
と
す
る
と
、

美
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
造
形
的
な
芸
術
に
お
い
て
も
、
や
は
り
、

仮
象
（
視
覚
的
仮
象
）
の
中
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
伝
導
的
媒

介
の
振
動
の
有
様
に
も
、
振
動
の
有
様
を
誘
発
し
て
い
る
物
自
体
の

中
に
も
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
美
は
常
に
仮
象
の
中
に
あ
り
、
感
覚
的
仮
象
の
中
に

も
、
空
想
的
仮
象
の
中
に
も
存
在
し
得
る
。
こ
の
よ
う
に
常
に
主
観

的
で
イ
デ
ー
的
な
意
識
内
容
で
あ
る
よ
う
な
現
象
の
中
に
存
在
す

る
。
そ
し
て
、
美
は
物
質
的
な
空
気
や
エ
ー
テ
ル
の
運
動
に
も
、
い

か
な
る
も
の
自
体
に
も
存
在
し
な
い
。
美
は
こ
の
よ
う
に
純
粋
に
イ

デ
ー
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
現
実
性
は
、
た
だ
全
く
知
覚

さ
れ
た
意
識
内
容
の
イ
デ
ー
的
な
現
実
性
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

我
々
は
美
の
固
定
を
求
め
、
そ
う
す
る
こ
と
で
こ
の
イ
デ
ー
的
な
実

在
に
対
し
て
の
保
証
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
捉
え

よ
う
の
な
い
伝
導
的
媒
体
の
振
動
の
有
様
に
頼
っ
て
も
、
感
覚
的
知

覚
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
保
証
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ

こ
で
、
我
々
は
ひ
た
す
ら
物
質
的
な
物
自
体
と
そ
の
安
定
し
た
永
続

す
る
性
質
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
詩
と
音
楽
で
イ
デ
ー

的
な
美
の
実
在
性
の
固
定
す
る
方
法
の
よ
う
に
、
造
形
芸
術
全
般
で

鉱
石
、
大
理
石
、
カ
ン
バ
ス
を
加
工
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
こ
と
が
、

物
質
的
な
物
自
体
に
文
字
に
よ
っ
て
固
定
す
る
こ
と
と
全
く
同
じ
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
疑
い
も
な
く
明
ら
か
に
な
る
。

鵬
外
訳
の
省
略
の
多
さ
に
つ
い
て
は
、
さ
て
お
く
と
し
て
、
こ
こ
で
の

「
想
な
り
」
（
想
＋
断
定
「
な
り
」
の
活
用
形
）
の
用
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う

、。ヵま
ず
、

1
の
用
例
で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
直
前
ま
で
は
、
詩
に
お
い
て

は
、
実
物
や
エ
ー
テ
ル
（
空
間
に
充
満
し
、
光
、
熱
、
電
波
を
伝
え
る
媒

体
と
し
て
当
時
は
仮
想
さ
れ
て
い
た
も
の
。
）
な
ど
の
媒
介
な
し
に
、
頭
の

中
で
詩
を
思
い
浮
べ
る
だ
け
で
、
美
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
音
楽
や

絵
画
の
美
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
実
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
イ
デ

ー
的
は
、
当
然
観
念
的
と
い
う
意
味
に
な
る
。

2
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
前
の
「
語
義
は
観
相
を
な
さ
し
む

る
介
者
の
み
。
語
音
は
語
義
を
起
こ
さ
し
む
る
介
者
の
み
。
」
（
「
審
美
論
」

参
照
）
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o
r
tー

k
l
a
n
g
s
 n
u
r
 V
 ehikel flir die A
u
f
f
a
s
s
u
n
g
 d
e
s
 W
 ortsinns ist. 

(――
―

-
E
 

葉
の
音
の
聴
覚
的
知
覚
が
、
言
葉
の
意
味
の
把
握
へ
と
向
か
う
乗
物
で
あ

-9-



る
よ
う
に
、
言
葉
の
意
味
は
、
空
想
的
仮
象
の
再
生
産
へ
向
か
う
乗
物
に

過
ぎ
ぬ
。
）
を
受
け
て
い
る
。
鴎
外
訳
に
は
な
い
が
、
こ
の
直
後
に
、
D
a
also 

die P
h
a
n
t
a
s
i
e
 n
u
r
 v
o
n
 innen, <lurch d
e
n
 S
i
n
n
 d
e
r
 a
u
f
g
e
f
a
s
s
t
e
n
 

W
 
orte, u
n
d
 nicht v
o
n
 a
u
s
s
e
n
 <lurch reale B
e
w
e
g
u
n
g
s
z
u
s
t
a
n
d
e
 

eines leitenden M
e
d
i
u
m
s
 afficirt wird, 

(
'
?
-
:
!
.
か
ら
、
如
工
相
心
は
、
内
〗

的
な
把
握
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
外
的
な
伝
導
性
の

媒
体
の
実
在
す
る
振
動
の
有
様
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
な
い
。
）
と
い
う
文
が

続
い
て
い
て
、
「
内
的
な
把
握
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
」
と
い
う
表
現
が
出
て

来
る
。
「
純
に
想
な
る
語
義
（
純
粋
に
イ
デ
ー
的
な
言
葉
の
意
味
）
」
は
、

こ
れ
を
言
い
換
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
や
は
り
観
念

的
と
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
は
ど
う
か
。
詩
に
お
け
る
美
が
観
念
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、

音
楽
の
美
も
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
観
念
的
の
意
で

あ
る
。4

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

5
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
前
段
の
ま
と
め
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
同
じ
よ

う
に
観
念
的
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
は
5
を
受
け
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、

5
と
同
じ
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
観
念
的
な
と
い
う
意
味
の
原
文
に
対
し
て
、
「
想
な
り
」

と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
想
な
り
」
の
用
例
は

（注
8
)

他
に
十
一
例
あ
り
、
一
例
を
除
い
て
同
様
に
用
い
ら
れ
る
。

な
お
、
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
想
な
り
」
の
原
語
は

ideal
と

な
っ
て
い
る
。
「
審
美
論
」
に
対
応
す
る
「
美
の
哲
学
」
に
お
け
る

ideal

は
観
念
的
な
と
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で

tbi．
な
。
こ
れ

に
対
し
、
「
理
念
」
に
相
当
す
る
語
は
、
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
「
審

ま

と

め

美
論
」
で
は
「
想
」
、
「
理
想
」
の
語
が
共
に
当
て
ら
れ
、
「
美
の
哲
学
」
で

（注
10)

は
主
に

I
d
e
e
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て

は
、
区
別
し
て
使
わ
れ
て
い
た
、
「
理
念
」
と
「
観
念
」
と
の
概
念
が
、
鴎

外
訳
に
お
い
て
は
、
ひ
と
し
な
み
に
「
理
想
（
想
）
」
と
い
う
訳
語
に
引
き

受
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
疑
問
は
氷
解
す
る
。
鵬
外
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
「
観
念
」
と

い
う
意
味
で
使
っ
て
い
た
イ
デ
ー
を
も
含
め
て
、
「
理
想
（
想
）
」
（
理
念
）

と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
主
観
的
な
も
の
は
皆
「
想
な

る
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
主
観
的
で
な
い
も
の
、
個
人

の
意
識
の
外
に
あ
る
も
の
は
、
「
実
」
で
あ
る
か
ら
、
「
非
想
」
は
皆
「
実
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
鴎
外
が
「
理
想
」
を
濫
発
し
、
「
ハ
ル
ト
マ
ン
説
を
勝
手
に
観
念
化
」

し
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
こ
の
こ
と
か
ら
解
決
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ

（注
11)

る
い
は
、
磯
貝
英
夫
氏
の
い
う
「
弁
別
思
考
」
の
一
要
因
と
し
て
も
考
え

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
没
理
想
論
想
に
お
け
る
鵬
外
・
逍
遥

の
麒
顧
も
か
な
り
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
鴎
外
の
行
な
っ
た
他
の

論
争
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
角
度
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ

う

に

も

思

わ

れ

る

。

＇

後
に
「
な
か
じ
き
り
」
で
い
う
「
宋
儒
理
気
の
説
」
が
、
鵬
外
の
思
考

に
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
た
―
つ
の
証
拠
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し

て
も
、
二
葉
亭
が
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
を
受
容
し
た
時
と
似
た
よ
う
な
現
象
が
、

閾
外
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

- 10 -



注

1

神
田
孝
夫
「
森
鶏
外
と

E
.
>
．
ハ
ル
ト
マ
ン
」
（
『
島
田
謹
二
教
授
還
暦
記
念

論
文
集
・
比
較
文
学
比
較
文
化
』
弘
文
堂
昭
和
三
六
年
）
、
小
堀
桂
一
郎
「
森
鴎
外

と
ハ
ル
ト
マ
ン
」
（
吉
田
精
一
編
『
日
本
近
代
文
学
の
比
較
文
学
的
研
究
』
清
水
弘

文
堂
書
房
昭
和
四
六
年
）
な
ど
。

2

注
1
神
田
論
文
参
照
。

3

イ
デ
ー
を
本
質
的
な
実
在
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
で
は
、
現
実
世
界
は

非
本
質
的
な
幻
影
に
す
ぎ
な
い
。
鵬
外
が
イ
デ
ー
の
実
在
非
実
在
に
こ
だ
わ
っ
て

い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
に
承
服
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿
「
没

理
想
論
争
の
実
相
1

観
念
論
者
逍
遥
と
経
験
論
者
鴎
外
ー
」
（
『
稿
本
近
代

文
学
』
第
一
三
集
、
平
成
一
年
―
一
月
）
参
照
。

4
鵬
外
が
「
め
さ
ま
し
草
」
（
明
治
二
九
年
四
月
）
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

の
を
見
る
と
、
イ
デ
ー
が
異
な
っ
た
二
つ
の
意
味
（
心
理
的
な
観
念
と
超
越
的
な

理
念
）
を
持
つ
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
「
理
想
」
と
「
観
念
」
と
を
訳
し
分
け
て
い

た
よ
う
に
も
思
え
る
。

曰
「
ゲ
ダ
ン
ケ
」
此
に
思
想
を
翻
す
、
曰
「
フ
ォ
オ
ル
ス
テ
ル
ル
ン
グ
」
此

に
写
象
と
翻
す
、
曰
「
ベ
グ
リ
ッ
フ
」
此
に
概
念
と
翻
す
、
曰
「
イ
デ
エ
」
此

に
理
想
若
く
は
観
念
と
翻
す
、
曰
「
イ
デ
ア
ア
ル
」
此
に
理
想
に
適
へ
る
も
の

若
く
は
観
念
に
適
へ
る
も
の
と
記
し
、
又
理
想
的
、
観
念
的
と
記
し
時
に
極
致

（
早
稲
田
派
の
訳
）
と
も
記
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
文
に
も
引
い
た
次
の
用
例
を
み
る
と
、
観
念
と
理
念
の
意

味
の
違
い
を
意
識
し
て
「
理
想
若
く
は
観
念
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
同
じ
概
念
に
対
し
て
二
つ
の
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
た
方
が

良
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

蜘
蛛
の
網
を
結
ぶ
や
、
虫
を
捕
ふ
る
の
目
的
を
意
識
せ
ず
。
網
と
い
ふ
事
物

の
確
固
不
抜
な
る
図
式
は
先
ず
存
じ
た
り
。
高
瀬
文
淵
こ
れ
を
名
付
け
て
意
象

と
云
ひ
、
又
超
絶
自
然
と
云
ふ
。
是
れ
「
イ
デ
エ
」
な
り
。
今
の
帝
国
大
学
諸

家
の
観
念
と
訳
し
、
世
上
の
記
者
の
理
想
と
訳
す
る
も
の
即
此
な
り
。
（
「
め
さ

ま
し
草
」
明
治
二
九
・
ニ
）

つ
ま
り
、
繭
外
は
超
越
的
な
理
念
に
ま
で
「
観
念
」
と
い
う
訳
語
を
認
め
て
い

る
の
で
あ
り
、
両
者
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鵜
外

が
「
イ
デ
エ
」
と
い
う
時
は
、
常
に
超
越
的
な
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

5

元
来
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
、

古
代
、
中
世
を
通
し
て
、
イ
デ
ア
は
事
物
の
超
感
性
的
な
原
型
を
意
味
す
る
言
葉

と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
近
世
に
な
っ
て
デ
カ
ル
ト
や
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
哲
学
者

た
ち
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
「
経
験
」
に
起
源
を
も
つ
人
間
の
意
識
内
容
、
す
な

わ
ち
心
理
的
な
「
観
念
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
の
言
葉
の
も
つ
プ
ラ
ト
ン
的
な
原
義
、
と
く
に
そ
の
超
越
的
、
価
値
的
な
意
味

を
回
復
し
、
こ
れ
を
現
実
を
動
か
す
形
而
上
的
な
原
理
、
理
想
と
し
て
、
重
要
視

す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
イ
デ
ー
の
訳
語
が
「
理
念
」
で

あ
る
。
（
『
哲
学
事
典
』
平
凡
社
、
「
理
念
」
の
項
目
参
照
。
）

6
E
d
u
a
r
d
 v
o
n
 H
a
r
t
m
a
n
n
:
 
A
u
s
g
e
w
a
h
l
t
e
 W
e
r
k
e
.
B
a
n
d
I
V
.
A
e
s
t
h
,
 

etik. 
Z
w
e
i
t
e
r
 s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
r
 
T
h
e
i
l
 :
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
s
 
S
c
h
o
n
e
n
.
 

L
E
I
P
T
Z
I
G
,
 1
8
8
7

た
だ
し
、
本
稿
の
引
用
は
、

N
w
e
i
t
e
w
o
h
l
f
e
i
l
e
 
A
u
s
,
 

g
a
d
e
に
よ
っ
て
お
り
、
版
元
も
鵜
外
所
持
本
の

W
i
l
h
e
l
m
F
r
i
e
d
t
r
i
c
h
か
ら

H
e
r
m
a
n
n
 H
a
a
c
k
e
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

7

質
料
的
観
念
論
、
意
識
観
念
論
、
経
験
的
観
念
論
と
も
い
う
。
批
判
的
（
先
験

的
ま
た
は
形
式
的
）
観
念
論
に
た
い
す
る
。
事
物
は
す
べ
て
個
人
的
主
観
の
意
識

内
容
と
し
て
存
在
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識
作
用
を
は
な
れ
て
な
に
も
の
も
独
立

に
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
立
場
。
（
『
哲
学
事
典
』
平
凡
社
、
「
主
観
的
観
念
論
」

の
項
目
参
照
。
）

8

一
例
の
み
、
原
文
に
相
当
す
る
語
が
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
鴎
外
が
補
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

9
o
b
j
e
k
t
i
v
,
i
d
e
a
l
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
は
客
観
的
観
念

と
な
り
、
こ
こ
で
の
観
念
は
「
理
念
」
に
相
当
す
る
。

10

例
え
ば
、

O
b
e
s
 
e
i
n
e

号
e
r
s
i
n
n
l
i
s
c
h
e
intuitive 
I
d
e
e
 
giebt, 
h
a
b
e
n
 

w
i
r
 hier n
i
c
h
t
 z
u
 u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
,
 s
o
n
d
e
r
n
 n
u
r
 ob, w
e
n
n
 e
s
 e
i
n
e
 giebt, 

in 
ihr d
e
r
 Sitz 
d
e
s
 e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
e
n
 u
n
d
 h
o
c
h
e
s
t
e
n
 S
c
h
o
n
e
n
 g
e
s
u
c
h
t
 

w
e
r
d
e
n
 k
o
n
n
e
.
 
(
超
感
覚
的
直
観
的
イ
デ
ー
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
こ
こ
で

は
問
わ
な
い
。
も
し
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
ー
の
中
に
真
の

そ
し
て
至
高
の
美
の
所
在
を
求
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
問

題
に
し
て
い
る
の
だ
。
）
鴎
外
訳
「
官
而
上
現
量
想
の
有
無
は
こ
A

に
論
ぜ
ず
。

こ
A

に
は
官
而
上
現
量
想
と
い
ふ
も
の
あ
ら
む
と
き
、
そ
の
能
く
美
を
担
ふ
べ
き

か
、
否
か
を
問
ふ
の
み
。
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
例
か
ら
も
、
分
か
る
が
、

ハ
ル
ト
マ
ン
は
I
d
e
e
と
い
う
語
を
用
い
る
と
き
は
慎
重
で
あ
る
。

11

磯
貝
英
夫
「
啓
蒙
批
評
時
代
の
鵡
外
1

そ
の
思
考
特
性
ー
」
（
『
文
学
』
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付
記

1

拙
稿
「
没
理
想
論
争
に
お
け
る
鴎
外
と
ハ
ル
ト
マ
ン
」
（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
」

十
二
号
平
成
二
年
二
月
）
で
は

i
d
e
a
l

を
「
理
念
的
」
と
訳
し
た
（
十
五
頁
下
段
）

が
、
不
適
切
で
あ
っ
た
。

2

ハ
ル
ト
マ
ン
の
訳
に
つ
い
て
は
、
筑
波
大
学
哲
学
思
想
学
系
助
教
授
笹
沢
豊
氏

よ
り
御
助
言
を
頂
い
た
。
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

岩
波
書
店

一
九
七
二
年
―
一
月
＼
一
九
七
三
年
一
月
）

（
筑
波
大
学

文
芸
・
言
語
学
系
助
手
）
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