
講演
W

西
谷
に
お
け
る
空
の
概
念

大峯

西
谷
の
個
人
的
経
験
と
い
う
形
で
生
ま
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
や
が
て
、
 

西
谷
の
哲
学
的
思
惟
の
う
ち
で
、
技
術
文
明
の
時
代
に
生
き
る
人
間
存 

在
の
諸
問
題
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
包
括
す
る
よ
う
な
大
き
な
問
題
に 

ま
で
成
長
す
る
。
た
と
え
ば
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
問
題
、
道
徳
的
退
廃 

の
問
題
、
科
学
的
世
界
像
や
科
学
的
合
理
性
の
問
題
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー 

の
危
険
や
人
間
の
機
械
化
の
問
題
な
ど
は
す
べ
て
、
覆
面
し
た
ニ
ヒ
リ 

ズ
ム
の
問
題
で
あ
り
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
の
が
西
谷 

の
見
解
で
あ
る
。
西
谷
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。「

哲
学
以
前
と
哲
学 

と
を
通
じ
て
、
私
に
と
っ
て
の
根
本
的
な
課
題
は
、
簡
単
に
言
へ
ば
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た」 

( 「

私
の
哲
学
的
発
足
点『

著
作
集』

第
一
一
〇
巻
、
一
九
一
一
頁)

。
こ
れ
は
か
つ 

て
ニ
！
チ
ヱ
が
歩
い
た
戦
場
で
あ
る
が
、
西
谷
は
そ
の
ニ
！
チ
ヱ
を
も 

対
象
化
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
こ
の
戦
場
を
歩
く
の
で
あ
る
。

ニ
ヒ
リ 

ズ
ム
を
超
克
す
る
唯
一
の
血
路
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
過
し
て
そ
の
底 

を
く
ぐ
る
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
の
が
西
谷
の
考
え
方
で
あ
る
。
現 

代
の
技
術
文
明
の
基
盤
を
襲
っ
て
い
る
不
気
味
な
問
題
性
は
、
い
か
な

る
既
成
の
宗
教
的
観
念
や
哲
学
思
想
に
よ
っ
て
も
、
も
は
や
解
決
で
き 

な
い
く
ら
い
深
淵
的
で
あ
る
、
と
西
谷
は
考
え
て
い
る
。
か
く
し
て
、
 

大
乗
仏
教
の
う
ち
に
用
意
さ
れ
て
あ
っ
た「

空」

の
^
念
が
、
長
い
忘 

却
か
ら
呼
び
さ
ま
さ
れ
、
そ
う
い
う
血
路
を
模
索
す
る
思
惟
の
場
に
つ 

れ
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
一
体
な
ぜ
現
代
世
界
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
や
哲 

学
の
見
地
か
ら
は
解
決
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
そ 

れ
は
、
宗
教
と
科
学
と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
領
域
内
に
と
ど
め
る
境
界 

や
限
界
を
設
定
す
る
と
い
う
種
類
の
発
想
が
、
現
在
で
は
も
は
や
有
効 

で
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
西
洋
の
形
面
上
学
や
哲
学 

の
役
目
は
は
じ
め
か
ら
、
宗
教
と
科
学
と
の
間
の
そ
う
い
う
限
界
線
の 

探
究
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
、
と
り
わ
け
近
世
の
哲
学
者
た
ち
、
た 

と
え
ば
デ
カ
ル
ト
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
と
い
っ
た
人
々
の
努
力 

の
目
標
は
み
な
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
、
神
観
念
の 

う
ち
に
、
宗
教
と
科
学
と
の
棒
^

見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ 

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
科
学
は
も
は
や
、
そ
う
い
う
哲
学
的
調
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停
と
い
う
も
の
を
承
認
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
科
学
と
宗
教
と
の
間
に 

は
限
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
、
と
い
う
立
場
に
今
日
の
科
学
は 

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
哲
学
が
提
出
し
た
よ
う
な
神
観
念
は
、
 

両
者
を
調
停
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
調
停
を
不
可
能
な
ら
し 

め
る
根
本
原
因
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
問
題
は
、
宗
教 

と
科
学
と
の
間
に
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
限
界
を
定
立
す
る
と
い
う
こ
と 

で
は
な
く
て
、
両
者
が
共
に
そ
こ
に
根
ざ
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、

1

つ
の
共
生
の
基
盤
を
い
か
に
し
て
発
見
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ 

て
く
る
。

つ
ま
り
、
宗
教
の
立
場
に
立
っ
て
科
学
の
攻
勢
か
ら
宗
教
を 

防
衛
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
科
学
的
な
知
見
を
真
理
と
し
て
全 

面

的
に(

つ
ま
り
限
界
を
設
け
ず
に)
受
け
容
れ
な
が
ら
、
し
か
も
宗
教 

の
見
地
を
貫
徹
し
う
る
よ
う
な
道
の
探
求
で
あ
る
。
人
間
を
ふ
く
め
た 

す
べ
て
の
事
物
を一

0
0
パ
丨
セ
ン
ト
科
学
的
に
見
な
が
ら
、
同
時
に 

1

〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
宗
教
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
道
は
な
い

> 

o西
谷
は
そ
う
い
う
見
方
を
生
と
死
と
、
存
在
と
虚
無
と
の
一1

重
写
し 

の
見
方
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
重
写
し
の
見
方
こ
そ
、
西
谷 

に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
見
る 

見
方
、
真
実
の
見
方
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
は
、
生
の
方
向
と 

死
の
方
向
と
の
交
叉
点
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ブ
ラ 

ト
ン
の
言
う
よ
う
に
、
感
覚
的
な
現
存
在
が
存
在
と
非
存
在
と
の
混
合 

と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
生 

の
終
わ
り
に
死
が
出
て
く
る
と
か
、
存
在
が
消
滅
す
る
と
き
に
虚
無
が

あ
ら
わ
れ
る
と
か
い
う
こ
と
で
も
な
い
®
そ
う
で
は
な
く
、
生
は
あ
く 

ま
で
も
生
で
あ
り
、
死
は
あ
く
ま
で
も
死
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
分 

け
る
こ
と
の
で
き
な
い1

つ
の
も
の
と
し
て
現
成
し
て
い
る
。
西
谷
は
、
 

骸
骨
た
ち
が
笛
や
鼓
を
打
っ
て
能
を
し
て
い
る
絵
に
讃
し
た「

胃
#
や 

顔
の
と
こ
ろ
が
薄
の
穂」

と
い
う
芭
蕉
の
句
を
解
釈
し
て
、

つ
ぎ
の
よ 

う
に
言
っ
て
い
る
。「

こ
れ
は
単
に
薄
原
の
こ
と
で
は
な
い
®
禅
語
に 

『

骸
髏
野
に
遍
し』

と
い
ふ
の
が
あ
る
が
、
そ
の
野
は
例
へ
ば
銀
座
通 

り
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
銀
座
通
り
も
何
時
か
は
す
す
き
原
に
化

す
時
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
.
.
併
し
薄
原
に
な
ら
な
く
て
も
よ
い
。
銀

座
は
現
在
の
美
し
い
銀
座
の
ま
ま
で
薄
原
と
観
る
こ
と
が
出
来
る
。
い 

は
ば
写
首1 ；

の
一1

重
写
し
の
や
う
に
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
む

し

ろ

一
 

実
は
、
さ
う
い
ふ一

一
重
写
し
が
、
真
実
の
写
し
で
あ
る
®
真

実

は

一

董
49 

で
あ
る
。
百
年
た
て
ば
今
日
歩
い
て
ゐ
る
老
若
男
女
は
一
人
も
生
き
て

一
 

ゐ
な
い
。
し
か
し
一
念
万
年
、
万
年
一
念
と
い
ふ
や
う
に
、
百
年
後
の 

現
在
は
今
日
す
で
に
現
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
元
気
に
歩
い
て
ゐ
る
生 

者
そ
の
ま
ま
を
、
死
者
と
し
て
二
重
写
し
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

『

稲
妻
や
顔
の
と
こ
ろ
が
薄
の
穂』

は
、
銀
座
通
り
の
句
で
も
あ
る」 

( 「

宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性」

『

著
作
集』

第 
一
o
巻
、
五
八
頁
。)

し
か
る
に
、
今
ま
で
の
伝
統
的
な
宗
教
や
形
而
上
学
は
、
実
在
も
し 

く
は
事
実
そ
の
も
の
が
要
求
し
て
い
る
、
こ
の
二
重
写
し
の
見
方
を
遂 

行
し
て
い
な
い
。
あ
る
が
ま
ま
の
実
在(

リ
ア
リ
テ
ィ)

は
、
物
質
、

生
命
、
魂
、
精
神
、
人
格
の
不
可
分
な
一
で
あ
る
。

生
と
死
と
の
一
如 

と
し
て
、
生
即
死
、
死
即
生
で
あ
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
自
身
は
、
生
で
も



死
で
も
な
く
、
し
か
も
生
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
、
死
と
し
て
も
あ
ら
わ 

れ
る
当
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
宗
教
は
、
こ
の
よ
う
な 

リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
も
っ
ぱ
ら
生
の
面
に
偏
し
て
見
て
き
た
の
で
あ
る
。

魂
、
精
神
、
人
格
と
い
わ
れ
た
も
の
が
、
た
ん
に
生
の
面
か
ら
の
み
見 

ら
れ
、
神
は
そ
う
い
う
生
の
底
な
き
源
泉
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

近
代
科
学
が
あ
ら
わ
に
し
た
宇
宙
の
底
な
く
非
情
な
死
の
相
は
、
こ
れ 

ま
で
の
宗
教
や
形
而
上
学
の
思
想
に
は
、
ほ
と
ん
ど
影
を
映
し
て
い
な 

い
。
そ
の
地
盤
は
、
い
わ
ば「
人
間
的
、
あ
ま
り
に
人
間
的」

だ
っ
た 

の
で
あ
る
。

宗
教
と
科
学
と
の
真
の
調
停
は
、
さ
き
の
二
重
写
し
の
見
方
を
徹
底 

す
る
以
外
に
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
に
西
谷
は
立
っ
て
い
る
。 

西
谷
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「

さ
う
い
ふ
立
場
は
、
人
格
が
、
人
格
で 

あ
る
そ
の
ま
ま
で
然
も
物
質
的
事
物
と
等
し
く
見
ら
れ
、
物
質
的
事
物 

が
、
物
質
的
事
物
で
あ
る
そ
の
ま
ま
で
人
格
と
等
し
く
見
ら
れ
る
と
い 

ふ
、
さ
う
い
ふ
絶
対
的
な『

平
等』

と

も

い

ふ
べ
き
立
場
で
あ

る

。

さ 

う
い
ふ
こ
と
が
成
立
し
得
る
の
が「

空」

の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」 

( 「

虚
無
と
空」

『

著
作
集』

第一

〇
巻
、
一
〇
六
頁〕

。

非
基
体
と
し
て
の
空

空
の
概
念
の
定
義
と
い
っ
て
よ
い
文
章
が
、
す
で
に
初
期
の
仏
教
の 

経

典(

中
阿
含『

小
空
経J

)

に
見
ら
れ
る
。「

何
物
か
が
そ
こ
に
存
在 

し
な
い
と
き
、
そ
れ
は
何
物
か
と
い
う
こ
と
で
は
空
な
の
だ
、
と
み
る
。 

し
か
も
な
お
そ
こ
に
何
か
余
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
と
き
、
そ
れ
こ
そ

は
実
在
で
あ
る
と
知
る」

(

長
尾
雅
人『

中
観
と
唯
識j

岩
波
書
店
、
ニ
九 

四
頁〕

。
こ
の
ま
ま
で
は
、
い
わ
ば
ま
だ
掘
り
出
さ
れ
た
ば
か
り
の
鉱 

石
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
説
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
空
が
否
定
と
同 

時
に
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「

空」

と
い
っ
て
も 

何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

一

切
の
物
は
自
分
固
有
の
不
変
の 

性
質
、
す
な
わ
ち
自
性(s

v
a
b
h
a
v
a
)

と

か

我(

S
曰

§〕

を

も
っ

て
 

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
中
心
的
な
あ
り
方
を
し
た
も
の
は
、
 

世
界
の
中
に
は
一
つ
も
な
い
。
自
性
や
我
を
否
定
し
た
無
自
性
や
無
我 

(a
n

s
m

a
n

)

こ
そ
、
万
物
の
あ
る
が
ま
ま
の
実
在
だ
と
い
う
の
で
あ 

る
。
世
界
や
物
が
空
し
い
の
で
は
な
い
。
物
の
う
ち
に
自
己
中
心
的
な 

性
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
自
己
中
心
的
な
見
方
が
空
し
い
一 

の
で
あ
る
。
空
の
概
念
の
こ
の
意
味
が
龍
樹
の
主
著『

中
論』

に

お

い

M 

て

「

縁
起」

の
概
念
に
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
 

こ
の
よ
う
な
空
の
概
念
が
西
谷
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
西
洋
の
精
神 

史
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
根
本
概
念
と
の
対
比
の
場 

へ
つ
れ
出
さ
れ
た
。
西
谷
は
空
や
無
我
を「

非
*
体」

と
し
て
捉
え
な 

お
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
物
の
自
性
と
し
て
の
ア
ー
卜
マ
ン
の
概
念
は
、
 

事

物

一
般
の
領
域
に
も
、
人
間
存
在
の
領
域
に
も
適
用
で
き
る
。
事
物 

一
般
の
領
域
に
お
け
る
ア
ー
卜
マ
ン
は
、
西
洋
哲
学
に
お
け
る「

実
体」

の
概
念
に
あ
た
り
、
人
間
存
在
の
領
域
に
つ
い
て
は「

主
体」

の
概
念 

に
あ
た
る
。
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
西
洋
の
哲
■

の 

う
ち
で
は
、
有
と
か
存
在
と
か
い
う
も
の
は
、
お
お
む
ね「

実
体」

と 

「

主
体」

と
の
ど
ち
ら
か
の
概
念
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で



あ
る
。
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
が
無
生
物
で
あ
れ
、
生
物
で
あ
れ
、
 

人
間
や
神
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ら
自
体
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
を
指 

し
て
、
実
体
も
し
く
は
主
体
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
物
の
諸
性
質
が 

ど
ん
な
に
変
わ
つ
て
も
、
そ
の
物
を
し
て
そ
の
物
た
ら
し
め
て
い
る
と 

こ
ろ
の
も
の
が「

実
体」

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
意
識
や 

心
の
働
き
が
そ
こ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
統
一
点
、
意
識
現
象
の
中
心
が 

「

主
体」

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
体
も
主
体
も
と
も
に
、
存
在
者
の 

基
底
も
し
く
は
基
体(
ヒ

ユ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ン
も
し
く
は
-
mu
bje
ctum-
-

)  

を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
仏
教
の 

空
や
無
我
の
思
想
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
基
体
の
実
在
性
を
拒
否 

す
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
中
の
人
間
も
事
物
も
、
安
心
し
て
足
を
つ
け 

う
る
よ
う
な
基
体
が
無
い
と
こ
ろ
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
底
の
な
い
こ 

と
が
底
に
な
っ
て
い
る
の
が
、

一
切
の
事
物
の
本
当
の
あ
り
方
だ
と
い 

う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
古
代
末
期
の
哲
学
者
プd

テ
ィ
ノ
ス
が
説
い
たr

一
者」 

と
い
う
概
念
の
場
合
で
も
や
は
り
、
そ
う
い
う
基
体
の
考
え
方
が
認
め 

ら
れ
る
、
と
西
谷
は
言
う
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
感
性
界
と
超
感
性
界 

と
を
超
え
、
存
在
と
思
惟
と
の
同
一
を
直
観
す
る
理
性(

ヌ
ー
ス)
を 

も
超
え
た「

一
者」

を
説
い
た
。

一
者
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
 

そ
こ
に
い
た
る
た
め
に
は
、
人
間
の
魂
は
、「

主
体」

と
い
う
意
味
で 

の
自
分
の
外
に
出
る「

脱
自」

を
遂
行
し
て
、

一
者
の
う
ち
に
自
己
自 

身
を
忘
失
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
思
惟
さ
れ
え
な
い
一
者 

は
そ
れ
ゆ
え「

非
基
体」

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
プD

テ
ィ
ノ

ス
の
体
系
は
、

一
者
の
対
極
を
な
す
非
存
在
と
し
て
の「

質
料」

を
要 

請
し
て
い
る
。
質
料
は
す
べ
て
の
形
相
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
実
体 

で
は
な
く
て
非
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
プ
D
テ
ィ
ノ
ス
は
、

一
者
と
質
料
の
二
つ
の
概
念
に
お
い
て
、
相
反
す
る
方
向
に
、
二
つ
の 

非
基
体
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

一
者
は「

主
体」

の
彼
岸
で
あ
り
、

質
料
は「

実
体」

の
彼
岸
で
あ
り
、
と
も
に
非
基
体
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
谷
に
よ
れ
ば
一
者
も
質
料
も
な 

お
基
体
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

基
体
で
は 

な
い
け
れ
ど
も
、
基
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い 

理
由
を
、
そ
れ
ら
自
身
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。 

そ
れ
は
ま
さ
し
く
、

一
 
者
も
質
料
も
、
そ
れ
ぞ
れ
根
本
原
理
た
る
こ
と|  

を
主
張
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
を
主
張
す
る

S

 

ゆ
え
に
、
相
対
立
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
一 

あ
る
。

一
者
は
ど
こ
ま
で
も
一
者
で
あ
り
、
質
料
で
は
な
い
。
質
料
は 

あ
く
ま
で
も
質
料
で
あ
っ
て
、

一
者
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
両
原
理
と 

も
自
分
自
身
と
だ
け
同
一
で
あ
り
、
こ
の
自
己
同
一
の
域
を
出
る
こ
と 

は
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
一 
者
と
質
料
と
の
こ
の
対
立
が
、
そ 

れ
ら
の
基
体
的
性
格
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
基
体
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
非
基
体
、
あ 

る
い
は
す
で
に
基
体
化
さ
れ
た
非
基
体(h

y
p
o
s
ta

sis

に
さ
れ
た
非
基 

体)
の
原
理
は
、
さ
き
の
問
題
を
解
く
た
め
の
原
理
と
し
て
な
ぜ
不
十 

分
な
の
か
。
西
谷
は
そ
の
理
由
を
一
一
つ
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
、
こ
の 

よ
う
な
一一
義
性
を
も
っ
た
非
基
体
は
そ
れ
ぞ
れ
、
人
間
に
一
つ
の
信
頼



し
て
依
拠
し
う
る
か
の
よ
う
な
立
脚
地
を
提
供
す
る
。
そ
こ
か
ら
人
間 

は
、
自
分
を
こ
の
立
脚
地
に
同
一
化
し
よ
う
と
し
て
熱
心
に
努
め
る
の 

で
あ
る
。
哲
学
史
上
、
何
度
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
観
念
論
と
唯
物
論
と 

の
間
の
理
論
上
の
分
裂
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
立
場
に
立
つ
人
々
の
間 

の

「

ィ
ズ
ム」

に
も
と
づ
く
闘
争
は
、

つ
ま
り
は
こ
の
二
つ
の
根
本
原 

理
の
対
立
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
対
立
自
身
は
、
こ
れ
ら
の 

根
本
原
理
の
も
つ
基
体
的
性
格
に
そ
の
源
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

人
間
世
界
の
す
べ
て
の
対
立
の
源
は
自
己
の
立
場
へ
の
執
着
で
あ
る
と 

言
え
る
が
、
そ
の
執
着
の
い
わ
ば
存
在
論
的
な
根
拠
は
、
人
間
が
立
脚 

す
る
根
本
原
理
が
基
体
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。 

第
一
一
は
、
そ
の
よ
う
な
基
体
化
さ
れ
た
原
理
は
、

一

見
、
人
間
に
一
つ 

の
確
実
で
安
心
し
う
る
拠
り
所
を
用
意
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実 

は
人
間
が
自
己
自
身
を
貫
徹
し
て
、
真
の
自
己
自
身
に
な
り
、
本
来
の 

自
己
自
身
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。
本
来
の
自
己
自 

身
と
は
、
個
我
、
社
会
我
、
自
己
意
識
、
理
性
、
精
神
、
人
格
と
い
っ 

た
す
ベ
て
の
自
己
限
定
を
脱
し
た
無
相
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
。
し
か 

る
に
そ
う
い
う
本
来
の
自
己
は
、
人
間
が
依
存
す
る
根
本
原
理
が
基
体 

的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
実
は
決
し
て
到
達
さ
れ
え
な
い
。
基
体
的 

な
原
理
は
、
自
己
の
前
に
表
象
的
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自 

己
自
身
と
は
別
な
何
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
己
は
な
お
、
自
己
自
身 

で
な
い
も
の
の
内
に
自
己
を
喪
失
し
て
い
る
。
自
己
は
ま
だ
真
に
自
己 

自
身
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
が
提
出
し
た
、
最
も
実
在
的
な
存
在
者(

S
S

r
e
a
lis

s
im

u
m

)

と
し
て
の
神
と
い
う
概
念
や
、「

無
か
ら
の
®
造」 

と
い
う
思
想
の
中
に
も
、
今
言
っ
た
よ
う
な
基
体
的
な
も
の
の
痕
跡
が 

見
ら
れ
う
る
、
と
西
谷
は
言
う
。
万
物
を
無
か
ら
創
造
し
た
神
は
、
た 

し
か
に
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
越
え
て
絶
対
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し 

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
そ
れ
自
身
は「

無」

で
は
な
い
。
全 

能
の
神
に
対
立
す
る
も
の
は
何
も
無
い
と
い
う
と
き
、
そ
の
無
が
ま
さ 

し
く
神
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
こ
の
無
な
ら
び
に
無
か 

ら
創
造
さ
れ
た
一
切
の
も
の
は
、
決
し
て
神
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
神 

は
無
で
は
な
く
、
無
は
神
で
は
な
い
。
神
は
神
と
自
己
同
一
で
あ
り
、

無
は
無
と
自
己
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
両
者
は
や
は
り
対
立
関
係 

の
う
ち
に
あ
る
。
本
来
か
ら
言
え
ば
神
も
無
も
、
実
体
と
か
寒
と
い
っ
一 

た
基
体
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や

は

り

K 

人
間
に
は
基
体
と
し
て
表
象
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
一 

史
の
な
か
で
は
神
は
最
高
の
実
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
に 

対
し
て
は
人
間
的
な
主
体
は
無
に
等
し
い
よ
う
な
絶
対
的
主
体
と
し
て 

考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
無
の
方
も
、
無
と
い
う
も
の
と 

し
て
実
体
的
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
き
た
と
こ 

ろ
が
あ
る
。
要
す
る
に
神
と
無
は
、
伝
統
的
な
神
学
や
形
面
上
学
の
う 

ち
で
依
然
と
し
て
対
立
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
原
理
も
基
体
的
性
格
を 

払
拭
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

近
世
に
な
っ
て
か
ら
は
、
と
く
に
ニー

チ
ヱ
の
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム 

の
立
場
に
お
い
て
、
こ
の
対
立
は
い
っ
そ
う
尖
鋭
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ 

て
く
る
。「

神
は
死
ん
だ」

と
い
う
彼
の
立
場
は
、「

無
か
ら
の
創
造」



と
い
わ
れ
る
と
き
の
虚
無
が
、
そ
の
ま
ま
神
の
場
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
、
 

深
淵
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
深
淵
が
人
間
の
主
i

自
身
の
成
立
す 

る
根
底
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
ち
が
っ 

た
ニ 

I
チ
ヱ
の
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
も
つ
意
義
を
西
谷
は
*
®
的
に 

評
価
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
サ
ル
卜
ル
な
ど
の
実
存
主
義
が
い
う
よ
う 

な
意
識
的
な
虚
無
と
ち
が
っ
て
、

ニ
ー
チ
ュ
で
は
虚
無
は
、
否
定
を
く 

ぐ
っ
た
肯
定
と
い
う
意
味
を
か
な
り
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
か
ら
で 

あ
る
。
し
か
し
そ
の
ニ
ー
チ
ヱ
の
無
と
い
え
ど
も
、
自
己
が
真
に
自
己 

自
身
に
な
る
立
場
と
し
て
は
不
十
分
だ
、
と
西
谷
は
考
え
て
い
る
。
と 

い
う
の
は
、
そ
こ
で
も
な
お
無
は
無
な
る「

も
の」

と
し
て
表
象
的
に 

(

意
識
の
対
象
と
し
て
で
は
な
い
が)

捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同 

じ
こ
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
現
存
在
は
無
の
う
ち
へ
差
し
か
け
ら
れ
で 

い
る
と
語
っ
た
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
、
と
西
谷
は
批
評
し
て
い
る 

(r

著
作
集」

第
一
〇
巻
、

|
〇
八
頁)

。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
無 

の
原
理
が
な
お
基
：

a
s

な
：̂

を
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
う
い
う
無
は
ど
こ
ま
で
も
、
基
：

に
見
ら
れ
た
神
と
対
立
せ
ざ
る 

を
え
な
い
。

つ
ま
り
、
さ
き
の
i

論
と
唯
物
論
と
の
対
立
が
、
こ
こ 

では
#

#

論
と
無
神
論
と
の
対
立
と
い
う
形
に
深
®
^
し
て
出
て
く
る 

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
ま
で
の
西
洋
思
想
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
た 

無
の
原
理
は
お
お
む
ね
、
人
間
が
真
に
自
己
自
身
に
徹
底
す
る
と
い
う 

途
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
の
が
西
谷
の
見
解
で
あ
る(

西
谷
が「

空」

の
立
場
に
も
っ
と
も
：̂

し

た

と

し

て

評

価

す

る

の

は

、
マ
イ
ス
夕 

H

ッ
ク
ハ
ル
卜
が
説
い
た
神
性
の
無
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
は
触
れ

な
い)

。
総
じ
て
そ
う
い
う
虚
無
の
立
場
は「

急
に
走
り
過
ぎ
る」

ベ 

き
過
渡
的
な
立
場
に
す
ぎ
な
い
、
と
西
谷
は
言
っ
て
い
る
。「

虚
無
の 

立
場
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
虚
無
な
の
で
あ
る」

( 「

空
の
立
場」

『

著
作 

集』

第
一
〇
巻
、
一
五
五
頁)

。

開
I

間
と
し
て
の
空

今
ま
で
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
困
難
を
i

に
乗
り
超
え
る
た
め
に 

は
、
い
か
な
る
対
立
性
に
も
陥
ら
な
い
よ
う
な
あ
る
原
理
が
必
要
で
あ 

る
。
し
か
も
そ
の
原
理
は
、
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
根
源 

的
な
自
己
と
い
う
も
の
へ
還
る
途
を
保
証
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て 

は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
基
体
と
い
う
一 

痕
跡
を
す
こ
し
も
と
ど
め
な
い
よ
う
な
原
理
、
真
の
非
基
体
と
い
う
も
53 

の
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
谷
の
思
惟
は
空
や
無
我
の
一 

概
念
の
う
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
な
非
基
体
性
の
原
理
を
掘
り
出
そ 

う
と
す
る
。

西
谷
は
空
の
原
理
に
お
け
る
三
つ
の
重
要
な
#
^
を
と
り
出
し
て
い 

る
Q
第

1

に
、
空
は
世
界
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
そ
こ
に
お
い
て
あ 

ら
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
絶
対
的
に
開
か
れ
た
場
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
で 

は
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
虚
に
た
と
え
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
虚 

空
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
ま
っ
た
く
空
虚
で
あ
る
。
万
物
は
虜H

の
内 

に
あ
る
が
、
虚
空
そ
れ
自
身
は
何
も
の
で
も
な
い
。
も
し
虚
空
が
何
も 

の
か
で
あ
っ
た
ら
、
万
物
が
そ
の
内
に
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で 

あ
る
。
銀
河
系
や
星
雲
や
原
子
や
D
N
A
だ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ



の
知
性
や
情
意
の
は
た
ら
き
も
ま
た
虚
空
の
場
に
お
い
て
起
こ
る
。
い 

わ
ゆ
る
自
然
現
象
も
精
神
現
象
も
、
科
学
も
機
械
も
、
歴
史
上
の
民
族 

や
国
家
の
興
亡
も
す
ベ
て
虚
空
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
虚
空
は
こ 

れ
ら
の
い
か
な
る
出
来
事
に
も
干
渉
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
か
ら
干 

渉
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
虚
空
は
ま
た
、
ど
こ
か
に
在
る
も
の
で
は
な 

い
。「

在
る」

と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
虚
空
の
中
で
は
じ
め
て
可 

能
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
切
の
有
は
虚
空
の
う
ち
に
在
る
の
で
あ
る
。
虚 

空
は
、
形
あ
る
も
の
と
形
な
き
も
の
、
存
在
と
非
存
在
、
物
と
心
、
生 

と
死
、
善
と
悪
、
進
歩
と
退
歩
、
戦
争
と
平
和
、
愛
と
憎
、
宗
教
と
科 

学
、
人
間
と
神
、
神
と
無
な
ど
の
対
立
を
超
え
て
い
る
。
す
べ
て
の
対 

立
を
超
え
た
空
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
無
辺
で
、
底
抜
け 

の
解
放
的
統
一
で
あ
る
。
空
は
万
物
の
た
め
に
絶
対
的
に
開
か
れ
て
あ 

る
。第

二
に
、
そ
う
い
う
空
の
場
は
、
し
か
し
な
が
ら
万
物
の
存
在
と
別 

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
万
物
が
そ
の
う
ち
に
あ
る
場
が
万
物
と
別
だ
っ 

た
ら
、
そ
の
場
は
一
つ
の
有
、

つ
ま
り
基
体
で
あ
っ
て
虚
空
で
は
な
い 

か
ら
で
あ
る
。
空
と
万
物
の
有
と
の
関
係
を
大
乗
仏
教
は
、
し
ば
し
ば 

水
と
波
と
の
関
係
で
語
っ
て
い
る
。
水
と
波
と
は
絶
対
に
切
り
は
な
せ 

な
い
。
水
の
ほ
か
に
波
と
い
う
も
の
は
な
い
し
、
波
を
は
な
れ
て
水
そ 

れ
自
身
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し
か
も
、
水
は
波
で
あ
る
と
か
、
波
は 

水
で
あ
る
と
か
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
水
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、
し 

か
も
波
が
現
に
有
る
と
こ
ろ
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
水
は
存
す
る
。
水 

は
波
の
基
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
水
と
波
と
は
一
一
で
あ
り
な
が
ら

一
ヽ
一
で
あ
り
な
が
ら
一
一
で
あ
る
。
仏
教
の
空
が
つ
ね
に「

南
突
吞
有」 

と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
空
と
は
一
切
の
も
の
が
そ
れ
ら
自
身
以 

外
の
何
も
の
で
も
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
に
自
分
た
ち
を
発
見
す 

る
よ
う
な
場
で
あ
る
。
現
実
の
一
切
の
物
が
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い 

て
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
特
別
に
空
と
い
う
よ
う
な
も
の
が 

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
空
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
真
理
、
 

真
実
が
成
立
す
る
場
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
一
輪
の
花
は
ど
ん
な 

に
は
か
な
い
命
で
あ
る
と
し
て
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
花
以
外
の
何
も
の 

に
よ
っ
て
も
代
行
さ
れ
え
な
い
独
立
自
在
の
こ
の
花
と
し
て
、
測
り
知 

れ
ぬ
全
き
姿
に
お
い
て
、
現
に
今
こ
こ
に
咲
い
て
い
る
。
そ
の
と
き
、

こ
の
花
は
空
の
場
に
咲
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

I  

第
三
に
、
空
は
人
間
存
在
の
真
の
自
己
認
識
と
か
自
覚
の
場
で
あ
る
。
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空
の
場
は
い
つ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
知
る
と
か
自
覚
す
る
と
か
一 

い
う
こ
と
と
し
て
の
み
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
空
の
場
が
ど
こ
か
に
開 

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
場
に
な
り
、
そ
れ 

を
知
る
と
い
う
こ
と
な
く
し
て
、
空
は
ど
こ
に
も
な
い
。
空
の
原
理
の 

も
っ
て
い
る
非
基
体
性
と
い
う
も
の
の
究
極
は
、
西
谷
に
お
い
て
は
、

空
の
場
は
同
時
に
根
源
的
な
知
の
場
で
あ
る
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ 

る
。
空
の
場
は
た
ん
な
る
無
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
無
を
無
た
ら
し 

め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
た
ん
な
る
否
定
の
状
態
で
は 

な
く
て
、
否
定
於
る
カ
の
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
ら
、
そ
れ
は「

知」

の
場
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
谷
は
書
い
て
い
る
。「

も
し 

絶
対
無
即
絶
対
有
と
言
ふ
そ
の
即
の
処
を

『

空』

と
呼
べ
ば
、
そ
の
空



の
場
は
同
時
に
知
の
場
で
あ
る
。
知
と
い
ふ
も
の
が
常
に
否
定
性
を
、
 

ま
た
否
定
の
自
由
と
い
ふ
意
味
を
含
む
の
は
、
そ
れ
が
空
で
あ
る
処
か 

ら
で
あ
る」

( 「

般
若
と
理
性」

『

著
作
集』

第一

三
巻
、
九
三
頁)

。
し
か
し 

こ
の
場
合
、
知
と
か
自
覚
と
か
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
意
識
丨
自
己
意 

識
の
立
場
で
の
認
識
を
言
う
の
で
は
な
い
。
空
を
意
識
し
た
り
考
え
た 

り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
空
は
た
だ
生
き
ら
れ
得
る 

の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
生
け
る
空
の
現
前
を
西
谷
は
、
根 

源
的
な
意
味
で
の
知
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
空
の
場
が
開
か
れ
る
こ
と 

が
そ
の
ま
ま
空
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
こ
の
事
態
を
西
谷
は 

re
a
listio

n

 

(

体
認
も
し
く
は
現
成
即
会
得)

と
い
う
英
語
を
用
い
て
説 

明
し
て
い
る
。
空
を
こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
知
の
立
場
と
し
て
解
明
し 

た
こ
と
は
、
西
谷
の
重
要
な
功
績
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら 

な
い
。
た
と
え
ば
西
谷
は
書
い
て
い
る
。「

真
に
も
の
を
知
る
と
い
ふ 

こ
と
は
、
も
の
が
有
る
と
い
ふ
そ
の
も
の
の
元
に
立
入
る
と
L
ふ
こ
と 

で
あ
り
、
ま
た
も
の
と
な
っ
て
も
の
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
り
、

同
時
に
も
の
を
も
の
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
る
。
.
.
.
.
色
即
是
空
.

空
即
是
色
と
言
は
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
処
を
指
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ 

る
。
そ
れ
は
、
知
で
あ
る
が
、
そ
の
知
は
い
は
ゆ
る
大
智
、
或
は
般
若 

智
と
言
は
れ
た
処
で
あ
る」

( 『

著
作
集J

第
一
—1

巻
、
九
四
頁)

。
要
す
る 

に
、
空
が
自
己
な
の
で
あ
る
。

空
は
現
代
に
可
能
か

空
の
原
理
に
つ
い
て
の
西
谷
の
豊
富
で
精
緻
な
思
想
の
全
貌
は
、
も

ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
素
描
を
も
っ
て
は
尽
く
し
え
な
い
。
た
だ
最
後
に
、
 

以
上
の
よ
う
な
西
谷
の
立
場
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る一

一
 

つ
の
疑
問
と
、
こ
れ
に
対
す
る
西
谷
の
答
え
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

第
一
の
疑
問
は
、
い
っ
た
い
空
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
絶
対
否
定
即 

絶
対
肯
定
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
空
へ
の
こ
の
転
回
は
、
い
か
に
し
て
あ 

る
い
は
何
故
起
こ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
西
谷 

の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
何
故
と
問
う 

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
は
、
考
え
ら
れ
う
る
理
由
は
あ
り
え
な
い 

し
、
ま
た
あ
り
う
る
よ
う
な
根
拠
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ 

れ
は
お
よ
そ
理
由
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
う
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は 

根
拠
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
種
類
の
事
柄
の
次
一 

元
よ
り
も
い
っ
そ
う
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
の
出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
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も
し
そ
こ
に
な
お
理
由
と
い
う
も
の
を
求
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
仏
一 

も
し
く
は
真
理
そ
の
も
の
の
側
に
し
か
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す 

な
わ
ち
、
仏
の
慈
悲
と
か
本
願
と
か
言
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
が 

そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
理
由
は
、
人
間
の
側
か
ら
の
何 

故
に
対
す
る
答
え
と
し
て
の
理
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

空
は
た
だ
現
成
す
る
の
だ
と
い
う
以
外
に
は
な
い
。「

-
-
w
as "

の
入
り 

得
ぬ
と
こ
ろ
は
た
だ
"Da

B
"

の
み
で
あ
る」

( 『

著
作
集J

第 
一
o
巻
、
一一
 

五
四
頁)

。
し
か
し
こ
れ
は
ひ
と
り
西
谷
だ
け
の
特
殊
な
答
え
で
は
な 

い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
観
念
論
の
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
、.
人 

間
の
知
を
超
え
た
絶
対
者
が
い
か
に
し
て
知
と
し
て
出
現
す
る
か
、
と 

い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
れ
は
人
間
的
理
性
に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
事



柄
で
は
な
い
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い
か
に
し
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代
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あ
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)。

つ
ま
り
、
さ
き
の
問
い
に
は
答
え
が 

出
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
問
い
が
問
い
と
し
て
正
し
く
な
い
、
と
い
う 

事
態
の
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
疑
問
は
、
い
っ
た
い
そ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
事
柄
を
空
の 

場
で
見
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
可
能
な
こ
と
で 

あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
か
り
に
そ
う
い
う
こ 

と
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
の
空
の
場
に
お
い
て
、「

わ
れ
わ
れ」

は 

い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
で
も
な
お
依
然
と
し 

て
こ
の「

わ
れ
わ
れ」

で
あ
り
う
る
の
か
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
 

そ
の
空
の
場
へ
消
え
去
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
で
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

わ
れ
わ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
空
と
か
無
と
い
っ
て
も
、
要
す 

る
に
た
だ
の
言
葉
、
む
し
ろ
無
意
味
な
記
号
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

3 

oこ
の
種
の
疑
問
は
お
そ
ら
く
、
今
日
で
は
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
出 

さ
れ
る
問
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
す
こ
ぶ
る
現
代
ふ 

う
の
問
い
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
西
谷
に
よ
れ
ば
、
こ 

の
よ
う
な
種
類
の
疑
問
に
は
や
は
り
、
非
基
体
的
な
も
の
を
基
体
的
に 

表
象
し
、
考
え
る
と
い
う
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
人
間
の
根
深
い
性 

癖
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
を
空
と
い
う
も 

6
、

無
を
無
と
い
う
も
© '
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
疑
問
に
ほ 

か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
空
を
空
と
い
う
も
の
と
し
て
考
え
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
空
の
本
質
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
要
求
し
て 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
最
初
か
ら
、
正 

し
い
答
え
の
出
所
を
塞
ぐ
よ
う
な
問
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま 

り
、
問
い
が
問
い
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
の 

正
し
い
理
解
に
は
、
空
を
基
体
的
に
考
え
な
い
よ
う
な
生
き
生
き
と
し 

た
思
惟
の
問
い
と
緊
張
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
西
谷
だ
け
の
特
殊
な
考
え
方
と
い
う
も
の 

で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、
も
ち
ろ
ん 

ま
っ
た
く
別
の
連
関
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
物
を
表
象
的
に
主
体
の 

前
に
立
て
る
客
体
化
的
な
思
惟
は
、
事
柄
を
正
し
く
開
示
す
る
こ
と
を 

妨
げ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガー

に
よ
れ
ば
、
思
惟
一 

が
物
の
客
体
化
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
、
自
然
科
学
の
領
域
に
お
い
て
56 

だ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
代
で
は
、
た
ん
に
局
地
的
で
あ
る
に
す
ぎ
一 

な
い
こ
の
よ
う
な
客
体
化
的
思
惟
が
、
人
間
の
い
と
な
み
の
あ
ら
ゆ
る 

領
域
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
お
よ
そ
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と 

は
、
物
を
客
体
化
す
る
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
独
断
が
通
用
し 

て
い
る
。
物
を
客
体
化
す
る
と
は
、
物
を
人
間
の
主
体
性
の
支
配
圏
の 

う
ち
へ
と
り
入
れ
よ
う
と
す
るを

®
#

る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー 

に
よ
れ
ば
、
物
を
本
当
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
そ
う
い
う 

態
度
と
は
反
対
に
、
物
が
物
自
身
を
示
し
、
あ
ら
わ
に
し
て
く
る
が
ま 

ま
に
、
物
を
保
ち
、
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
現
代
世 

界
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
聖
な
る
も
の
と
の
出
会
い
の
次
元
を
再 

び
回
復
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
非
客
体
化
的
な
根
本
的
な
思
惟
に



立
ち
も
ど
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
言
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
西
谷
は
、
さ
き
の
よ
う
な
空
の
根
本
経
験
、
た
と
え
ば
十 

六
世
紀
の一

禅

僧(

快
川
国
師)

が
、
兵
火
に
焼
か
れ
な
が
ら
、「

心
頭 

を
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
涼
し」

と
い
う
偈
を
唱
え
た
よ
う
な
経
験
の 

可
能
性
は
、
今
日
の
よ
う
な
技
術
世
界
と
原
子
兵
器
の
時
代
の
人
間
に 

と
っ
て
も
、
や
は
り
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
た 

し
か
に
そ
れ
は
多
く
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
理
解
し
が
た
い
、
 

す
こ
ぶ
る
異
様
な
経
験
と
い
う
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ 

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
が
、
い
つ
の
日
か
か
れ
ら 

に
も
開
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
思
想
家
の
確
信
で
あ
る
。 

そ
の
実
例
と
し
て
西
谷
は
、
ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
の
場
合
を
あ
げ
て 

い
る
。
こ
の
聖
者
は
、
人
間
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
太
陽
、
月
、

星
、
風
、
水
、
地
、
花
、
草
木
、
鳥
獣
な
ど
の
万
物
に
対
し
て
、
兄
弟 

肺
妹
よ
と
呼
び
か
け
た
。
そ
の
か
れ
が
眼
の
外
科
手
術
を
受
け
た
と
き
、
 

医
師
が
手
に
し
た
灼
熱
し
た
鉄
棒
に
向
か
っ
て
十
字
を
切
り
、
愛
す
る 

兄
弟
な
る
火
よ
、
ど
う
か
あ
ま
り
私
を
痛
め
つ
け
な
い
で
欲
し
い
、
と 

言
っ
た
と
い
う
話
は
有
名
で
あ
る
。
医
師
が
灼
熱
し
た
鉄
棒
を
フ
ラ
ン 

シ
ス
の
耳
元
か
ら
眉
根
ま
で
引
い
た
と
き
、
か
れ
は
母
親
に
手
で
撫
で 

ら
れ
る
幼
児
が
く
す
ぐ
っ
た
が
る
よ
う
に
低
く
笑
っ
た
。
火
に
対
す
る 

か
れ
の
愛
、
か
れ
に
対
す
る
火
の
愛
の
ゆ
え
に
、
フ
ラ
ン
シ
ス
に
は
苦 

痛
が
な
か
っ
た
、
と
伝
記
者
は
記
し
て
い
る
。
西
谷
は
こ
の
フ
ラ
ン
シ 

ス
の
経
験
に
、
さ
き
の
禅
僧
の
言
葉
に
通
ず
る
も
の
を
発
見
し
て
、

つ 

ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

勿
論
、
彼
の
場
合
で
も
、
火
は
熱
く
、
肉
体
は
痛
み
を
感
じ
た
に
違 

ひ
な
い
。
併
し
火
は
そ
の
熱
い
当
所
で
熱
く
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
痛 

み
は
そ
の
痛
む
当
所
で
痛
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
火
は
そ
の
燃
焼
し 

つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
、
燃
焼
せ
ず
、
火
で
は
な
か
つ
た
。
彼
は
痛
み
を 

感
ず
る
自
身
に
お
い
て
、
痛
み
を
感
ぜ
ず
、
自
身
で
は
な
か
つ
た
。
そ 

し
て
火
が
火
で
な
く
彼
が
自
己
で
な
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
彼
と
火
と 

は
交
は
り
、
火
は
実
際
に
兄
弟
と
し
て
出
会
は
れ
た
の
で
あ
る」

(「

空 

と
歴
史」

『

著
作
集』

第
一
〇
巻
、
三
一
四
頁)

。

『

宗
教
と
は
何
か』

の
ド
イ
ツ
語
訳
と
英
訳
を
通
じ
て
西
谷
の
思
想 

は
、
西
欧
文
化
圏
の
神
学
者
、
哲
学
者
、
宗
教
学
者
た
ち
の
強
い
関
心 

を
ひ
き
つ
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
指
導
的
な 

哲
学
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
オ
ッ
ト
ー

•
ぺ
ッ
ゲ
ラ
ー 

(o
u
o

 

s
g

g
e
l
e
r
)

は
、
科
学
や
技
術
の
問
題
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題 

に
対
す
る
対
処
の
仕
方
に
関
し
て
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
よ
り
も
西
谷
の
方 

に
賛
成
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
近
代
自
然
科
学
が
と
り
あ
つ
か
う
計
量 

可
能
な
自
然
と
ち
が
う「

自
然
の
自
然
ら
し
さ」

と
い
う
も
の
へ
科
学 

的
自
然
を
つ
れ
も
ど
そ
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。
詩 

人
ヨ
ハ
ン
•
ベ
ー
タ
ー
.
へ
ー
ベ
ル
の
詩
に
託
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語 

る
こ
の
自
然
の
自
然
ら
し
さ
と
い
う
概
念
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち 

ら
か
と
い
う
と
過
去
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
古
代 

ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
がP

h
y
s
is

と
呼
ん
だ
自
然
に
つ
な
が
る
も 

の
だ
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
言
う
と
お
り
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

— 57 —



技
術
文
明
の
危
険
に
面
し
て
、
過
去
の
歴
史
的
時
代
に
あ
っ
た
農
民
の 

生
活
の
あ
り
方
の
復
権
を
求
め
て
い
る
よ
う
だ
、
と
ぺ
ッ
ゲ
ラ
ー
は
言
っ 

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
え
ど
も
、
現
代
の
技
術
世
界
が 

処
女
的
自
然
に
立
ち
戻
る
ベ
ぎ
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
は 

い
な
い
。
し
か
し
、
現
在
か
ら
未
来
へ
の
人
間
の
状
況
を
切
り
開
く
可 

能
性
の
途
を
、
科
学
技
術
が
ま
だ
な
か
っ
た
時
代
の
古
き
自
然
に
探
ろ 

う
と
す
る
態
度
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
見
ら
れ
る
こ
と
ば
否
定
で
き
な
い
だ 

ろ
う
。
こ
こ
に
べ
ッ
ゲ
ラー
は
、
科
学
技
術
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
に 

十
全
に
は
対
処
し
き
れ
な
い
あ
る
種
の
保
守
性
を
見
て
い
る
わ
け
で
あ 

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
谷
の
思
想
が
、
科
学
技
術
そ
の
他
の
現
代
の 

状
況
を
た
ん
に
人
格
主
義
や
目
的
論
の
立
場
か
ら
論
難
す
る
の
で
は
な 

く
、
機
械
装
置
や
才
丨
ト
マ
テ
イ
ズ
ム
を
も
全
面
的
に
受
け
容
れ
て
、
 

そ
の
自
足
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ 

ガ
ー
よ
りI

歩
前
に
出
て
い
る
、
と
い
う
の
が
べ
ッ
ゲ
ラ
ー
の
意
見
で 

あ
る
。(〇

u
o

 

P
S
g
g
e
le

r
,H

e
id

e
g
g
e
r

 

u
n
d

 

L
a
o
t
e
s
,1

9
8
5)。

西
谷
は
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム(『

思
想
の
饗
宴』

国
際
日
本
研
究
所
、一 

九
六
九
年)

で
、「

空」

と
は
大
き
な
間
、
無
限
大
の「

ひ
ま」

の
こ
と 

だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
禅
仏
教
が
言
う
と
こ
ろ
の
悟
り
と
は
、
実 

は
そ
う
い
う
大
き
な
絶
対
的
な「

ひ
ま」

が
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
開 

か
れ
る
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
本
当
の
自
分
自
身
に
な
る
こ 

と
だ
と
言
う
。
近
代
の
機
械
技
術
は
人
間
が
制
御
し
き
れ
な
い
よ
う
な 

デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ユ(

&
3

0
r

u
s

c
h

)

な
性
格
を
も
つ
に
い
た
っ
た
が
、
 

そ
れ
は
自
己
自
身
の
内
に
閉
じ
こ
も
っ
た
性
格
で
あ
る
。
現
代
の
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
暗
い
自
己
内
閉
鎖
性
を
開
く
こ
と
は
人 

間
の
知
性
や
意
志
の
力
を
も
っ
て
し
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
開 

き
う
る
も
の
は
絶
対
的
な

「

ひ

ま

」

と
し
て
の
空
以
外
に
は
な
い
。
絶 

対
に
開
か
な
い
も
の
が
開
か
な
い
ま
ま
で
開
く
と
い
う
こ
と
が「

空」 

で
あ
る
。
西
谷
は
そ
う
い
う
空
の
立
場
か
ら
現
代
の
科
学
技
術
を
全
面 

的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
現
在
の
ま 

ま
の
仏
教
が
ョー

 

ロ
ッ
パ
の
宗
教
や
哲
学
に
代
わ
る
世
界
の
救
世
主
だ 

と
い
う
主
張
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
西
谷
の
い
う
空
の
思
想
は
決 

し
て
、
大
事
に
し
ま
っ
て
お
け
ば
よ
い
蔵
の
中
の
宝
物
の
よ
う
な
も
の 

で
は
な
い
。
こ
の
哲
学
者
が
自
ら
の
実
存
の
深
み
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
 

仏
教
の
伝
統
の
う
ち
に
自
分
の
手
で
発
掘
し
て
、
そ
れ
を
現
代
世
界
の
一 

諸
思
想
と
の
対
話
の
場
面
に
ま
で
運
び
出
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
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西
谷
の
哲
学
は
か
つ
て
西
田
幾
多
郎
が
、
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
無
を
論
理

一
 

的
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
勇
敢
な
思
想
の
課
題
を
受 

け
つ
い
で
い
る
の
で
あ
る
。


