
本
書
は
、
西
田
幾
多
郎
や
九
鬼
周
造
と
な
ら
ん
で
近
代
日
本
の
代
表
的

な
哲
学
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
包
括
的
な
倫
理
学
体
系
を
構
築
し
た
、
現
在

の
と
こ
ろ
唯
一
の
思
想
家
で
あ
る
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
～
一
九
六
二

の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
と
展
開
を
政
治
思
想
史
の
立
場
か
ら
解
明

せ
ん
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
冷
戦
構
造
崩
壊
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
激
化
と
い
う
世
界
情
勢
の
中
で
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
い
わ
ゆ
る
日

本
文
化
論
の
強
力
な
唱
導
者
で
あ
り
、
西
洋
文
化
を
負
欲
に
摂
取
し
な
お

か
つ
西
洋
文
化
を
相
対
化
し
日
本
文
化
の
独
自
性
と
価
値
を
宣
揚
し
た
和

辻
に
対
し
て
、
文
化
相
対
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
個
我
か
ら
出
発
す
る
近
代
思
想
の
限
界
性
が
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
を
生
み
出
し
た
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
近
代
思
想
の
枠
組
み
そ

れ
自
体
の
見
直
し
が
し
き
り
に
叫
ば
れ
て
い
る
昨
今
、
間
柄
を
第
一
義
的

な
も
の
と
し
、
要
素
還
元
主
義
を
否
定
し
関
係
主
義
を
説
い
た
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ス
ト
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
和
辻
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
生
誕

百
年
を
期
し
た
第
二
次
の
増
補
全
集
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
全
二
五
巻
、
別

巻
二
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
が
完
結
を
み
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

苅
部
直
著

『
光
の
領
国
和
辻
哲
郎
』

（
創
文
社
現
代
自
由
学
芸
叢
書
・
一
九
九
五
年
）

頼
住
光
子

和
辻
に
対
す
る
研
究
や
論
評
は
内
外
を
問
わ
ず
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
和
辻
の
思
想
的
形
成
と
展
開
と

を
、
彼
自
身
の
人
生
な
ら
び
に
同
時
代
の
思
想
的
状
況
の
中
で
ト
ー
タ
ル

な
か
た
ち
で
把
捉
せ
ん
と
す
る
研
究
は
意
外
に
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
本
格
的
な
も
の
と
し
て
は
、
湯
浅
泰
雄
氏
の
『
和
辻
哲
郎
近
代
日

本
哲
学
の
運
命
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
一
年
。
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
）
が
わ
ず
か
に
挙
げ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
書
評
を
試
み
る
苅
部
直
氏
の
『
光
の
領
国
和
辻
哲
郎
』
は
、
湯

浅
氏
と
同
様
に
、
思
想
形
成
・
展
開
史
の
本
格
的
な
研
究
を
志
し
た
力
作

で
あ
る
。
湯
浅
氏
が
和
辻
の
思
想
の
根
底
に
、
和
辻
自
身
の
出
自
で
あ
る

伝
統
的
な
農
村
の
共
同
体
的
心
情
融
合
を
見
出
し
思
想
の
収
數
点
と
し
た

の
に
対
し
て
、
苅
部
氏
は
、
〈
光
〉
と
〈
形
（
フ
ォ
ル
ム
）
〉
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
和
辻
の
思
想
の
形
成
と
展
開
を
あ
と
付
け
る
。
以
下
、
目
次
を

示
し
、
そ
の
概
要
を
章
ご
と
に
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

序
章

第
一
章’３

第
二
章’ 22

「
土
下
座
」
を
め
ぐ
っ
て

生
命
・
人
格
・
象
徴

〈
光
〉
の
原
風
景

「
煩
悶
」
青
年
の
精
神
世
界
ｉ
世
紀
末
文
化
と
演
劇
体
験

「
句
日
日
の
神
秘
」
Ｉ
象
徴
主
義
・
人
格
主
義
・
教
養
主
義

古
代
日
本
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
見

古
代
日
本
と
の
出
会
い

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
再
現
Ｉ
民
本
主
義
論
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「
序
章
『
土
下
座
』
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
は
、
和
辻
自
身
の
実
体

験
を
も
と
に
一
九
二
一
年
に
発
表
さ
れ
た
創
作
「
土
下
座
」
の
解
釈
を
通

じ
て
、
苅
部
氏
の
基
本
的
な
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
る
。
郷
里
の
農
村
で

祖
父
の
葬
式
に
出
席
し
た
主
人
公
が
土
下
座
し
て
会
葬
者
た
ち
に
挨
拶
し

た
際
、
土
下
座
と
い
う
〈
形
〉
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
謙
遜
な
気
持
と
な

り
、
村
人
と
の
密
接
な
心
の
交
流
を
感
じ
た
と
い
う
こ
の
作
品
に
つ
い
て

は
、
和
辻
の
日
本
的
な
心
情
融
合
的
共
同
体
へ
の
回
帰
を
示
す
も
の
と
し

て
解
釈
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
苅
部
氏
は
、
意
図
的
に

作
者
の
視
点
を
離
れ
て
、
心
の
交
流
は
和
辻
の
一
方
的
な
思
い
入
れ
に
基

づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
読
み
直
し
を
行
な
う
。

そ
し
て
、
「
主
人
公
は
、
村
人
た
ち
の
眼
を
見
な
い
ま
ま
、
彼
ら
と
の
現

実
上
の
『
交
通
』
を
一
切
欠
い
た
ま
ま
和
合
の
実
感
に
浸
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
〈
共
同
体
回
帰
〉
は
主
人
公
の
思
考

の
閉
域
の
内
で
展
開
さ
れ
た
ド
ラ
マ
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
六
頁
）
と
指
摘
し
、

終

３

第
三
章’章3 2

「
文
明
」
を
超
え
て

倫
理
学
と
政
治

倫
理
学
体
系
の
形
成

①
「
人
格
よ
り
人
間
へ
」
／
側
見
出
さ
れ
た
く
日
本
〉
／

③
「
人
間
の
学
」
と
時
代
情
勢

和
辻
倫
理
学
の
構
造

戦
時
体
制
と
「
思
盧
の
政
治
」

光
と
闇

重
ね
て
、
和
辻
を
は
じ
め
い
わ
ゆ
る
日
本
文
化
論
者
た
ち
が
宣
揚
す
る
〈
日

本
的
な
る
も
の
〉
に
つ
い
て
も
、
決
し
て
そ
れ
は
く
日
本
的
〉
共
同
体
に

お
い
て
実
体
と
し
て
存
続
し
て
き
た
も
の
で
は
な
く
て
、
「
過
去
の
あ
る

時
点
で
語
り
始
め
ら
れ
、
一
定
の
歴
史
状
況
の
中
で
紋
切
型
と
し
て
定
着

し
た
」
（
八
頁
）
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
思
考
の
足

柳
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な

前
提
に
立
っ
て
、
〈
日
本
的
な
る
も
の
〉
が
ど
の
よ
う
な
必
然
性
の
も
と

で
形
成
さ
れ
た
の
か
を
、
和
辻
に
即
し
て
探
究
す
る
と
い
う
第
一
の
課
題

が
設
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
課
題
と
し
て
は
、
和
辻
の
〈
形
〉
へ

の
回
帰
に
着
目
し
、
一
九
三
○
年
代
の
全
般
的
な
思
想
状
況
と
し
て
の

〈
形
〉
へ
の
回
帰
、
そ
し
て
そ
れ
と
連
動
す
る
国
家
の
復
活
と
は
何
で
あ

っ
た
か
が
探
究
さ
れ
る
。

「
第
１
章
生
命
・
人
格
・
象
徴
」
で
は
、
ま
ず
中
学
生
の
和
辻
が
見

た
博
覧
会
の
燦
然
と
輝
く
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
〈
光
〉
が
、
彼
の
思
想

的
原
風
景
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
以
下
本
書
を
通
じ
て
、

〈
光
〉
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
重
層
さ
せ
な
が
ら
和
辻
の
思
想
の
形
成
と

展
開
を
支
え
る
原
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
く
。
中
学
生
の
和
辻

を
驚
嘆
さ
せ
た
人
工
の
〈
光
〉
は
、
さ
ら
に
、
死
を
象
徴
す
る
〈
闇
〉
に

対
抗
し
て
人
間
の
生
存
を
支
え
る
生
命
の
〈
光
〉
で
あ
り
、
同
時
に
西
洋

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
文
化
の
〈
光
〉
で
も
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

一
高
、
東
京
帝
大
時
代
と
そ
れ
に
続
く
数
年
間
の
和
辻
は
、
教
養
主
義

に
立
ち
西
洋
文
化
の
〈
光
〉
を
追
い
求
め
、
個
性
の
発
展
に
よ
り
人
格
の

〈
光
〉
を
輝
か
せ
る
べ
く
努
め
な
が
ら
他
方
、
当
時
流
行
し
て
い
た
耽
美
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的
な
世
紀
末
芸
術
に
魅
せ
ら
れ
、
死
、
狂
気
、
エ
ロ
ス
と
い
っ
た
〈
光
〉

の
背
後
の
〈
闇
〉
の
領
域
を
テ
ー
マ
と
し
て
小
説
や
戯
曲
を
発
表
し
て
い

る
。
人
格
修
養
と
官
能
へ
の
頽
廃
的
な
惑
溺
と
い
う
対
立
す
る
二
傾
向
、

す
な
わ
ち
〈
光
〉
と
く
闇
〉
と
の
分
裂
の
中
で
和
辻
の
自
我
は
引
き
裂
か

れ
混
乱
す
る
。
そ
の
分
裂
の
中
で
和
辻
は
〈
闇
〉
へ
の
傾
斜
を
強
め
、
と

く
に
演
劇
に
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
美
的
放
蕩
の
時
代
は
、
人

格
主
義
へ
の
転
向
に
よ
り
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
和
辻

は
重
要
な
発
見
を
す
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
写
実
よ
り
も
象
徴
的
演
技
の

方
が
有
機
的
全
体
で
あ
る
〈
生
命
〉
を
よ
り
よ
く
表
現
で
き
る
と
い
う
「
フ

ォ
ル
ム
の
神
秘
」
の
発
見
で
あ
る
。
「
象
徴
」
に
ま
で
洗
練
さ
れ
た
（
形
（
フ

ォ
ル
ム
）
〉
を
通
じ
て
、
生
命
の
〈
光
〉
は
人
格
の
〈
光
〉
と
な
る
。
和

辻
に
と
っ
て
〈
形
〉
を
磨
き
上
げ
る
こ
と
は
、
自
己
の
魂
を
磨
き
上
げ
る

こ
と
で
あ
り
、
有
機
的
生
命
は
荒
々
し
い
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
氾
濫

す
る
の
で
は
な
く
彫
琢
さ
れ
た
く
形
〉
を
通
じ
て
発
現
す
る
。
こ
こ
に
お

い
て
和
辻
が
発
見
し
た
、
単
な
る
機
械
的
な
鋳
型
と
は
違
う
、
〈
光
〉
を

宿
し
た
〈
形
〉
は
、
後
に
そ
の
名
を
冠
し
て
和
辻
倫
理
学
と
呼
ば
れ
る
こ

と
に
な
る
倫
理
学
体
系
の
構
想
の
要
と
な
る
な
ど
、
以
後
の
和
辻
の
思
想

の
歩
み
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

「
第
２
章
古
代
日
本
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
見
」
で
は
、
第
一
章
で

分
析
さ
れ
た
教
養
と
し
て
の
西
洋
文
化
の
吸
収
に
基
づ
く
人
格
主
義
が
、

い
か
に
古
代
日
本
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
か
が
探
究
さ
れ
る
。
一
九
一
○

年
代
お
わ
り
か
ら
二
○
年
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
三
十
歳
前
後
の
和
辻

は
、
『
古
寺
巡
礼
』
『
日
本
古
代
文
化
』
等
を
発
表
し
、
古
代
日
本
へ
の
関

心
を
高
め
る
が
、
苅
部
氏
は
、
和
辻
の
古
代
日
本
の
発
見
に
つ
い
て
、
そ

れ
は
、
つ
ね
に
自
己
に
向
上
を
強
い
る
人
格
主
義
の
も
た
ら
す
内
面
的
緊

張
の
解
け
る
「
心
や
す
ら
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
発
見
で
あ
り
、
同
時
に
人

格
主
義
の
理
想
郷
の
発
見
で
も
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
和
辻
に
と
っ
て
の

古
代
日
本
と
は
生
命
感
の
横
溢
す
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
〈
光
〉
の
世
界

で
あ
り
、
大
和
王
権
に
よ
る
統
一
も
、
イ
ン
ド
や
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
文
化
の
〈
光
〉
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
太
陽
の
女
神
で

あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
を
奉
じ
る
天
皇
は
、
黄
金
に
輝
く
甲
冑
を
身
に
ま
と
い
、

外
国
か
ら
輸
入
し
た
鏡
を
か
ざ
し
、
先
進
的
な
文
化
の
〈
光
〉
の
も
た
ら

す
権
威
に
よ
っ
て
他
を
文
化
的
に
制
圧
す
る
。
と
く
に
重
要
な
の
は
、
〈
光
〉

に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
儀
式
で
あ
っ
て
、
国
家
の
主
催
す
る
儀
式
に
参
加

し
た
古
代
民
衆
は
、
美
的
に
陶
酔
し
、
〈
フ
ォ
ル
ム
〉
の
輝
き
を
共
有
す
る
。

演
劇
的
空
間
の
夢
の
〈
光
〉
に
よ
っ
て
一
体
と
な
り
「
昴
揚
感
や
美
的
陶

酔
の
う
ち
に
国
家
を
見
て
、
自
ら
を
国
民
の
一
人
と
し
て
意
識
」
し
た
民

衆
は
、
古
代
の
国
民
国
家
（
和
辻
に
と
っ
て
は
国
民
国
家
の
原
初
形
態
）
す

な
わ
ち
「
文
化
の
〈
光
〉
に
お
お
わ
れ
た
く
光
の
領
国
〉
」
（
七
三
頁
）
の

国
民
な
の
で
あ
る
。

和
辻
が
古
代
文
化
論
を
発
表
し
た
時
期
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
で
も

あ
っ
た
が
、
和
辻
は
日
本
古
代
国
家
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
と
同

様
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
行
な
わ
れ
る
文
化
国
家
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

古
代
神
話
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
神
意
イ
コ
ー
ル
民
意
で
あ
り
、
天
皇
は

専
制
君
主
で
は
な
く
て
全
体
意
志
の
体
現
者
で
あ
り
、
天
皇
家
に
お
い
て

民
本
主
義
の
理
想
が
保
持
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
デ
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モ
ク
ラ
シ
ー
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
理
想
国
家
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自

発
性
に
よ
る
共
存
と
自
己
実
現
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
和
辻
に
と

っ
て
「
社
会
秩
序
の
本
来
の
姿
は
、
人
々
が
情
愛
を
発
揮
し
あ
っ
て
一
体

性
を
保
つ
融
和
的
な
共
同
体
な
の
で
あ
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
れ
を
現

実
化
す
る
手
段
」
（
二
四
頁
）
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

古
代
日
本
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
範
型
と
す
る
和
辻
の
人
間
、
文
化
、
政
治

を
め
ぐ
る
思
想
体
系
は
一
応
の
完
結
を
み
る
。

「
第
３
章
倫
理
学
と
政
治
」
で
は
、
ま
ず
、
前
章
で
完
結
を
遂
げ
た

思
想
体
系
が
根
底
か
ら
揺
ら
い
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
個
人
が
教
養
を
積
み

重
ね
内
面
的
に
向
上
す
る
こ
と
に
よ
り
本
来
的
な
共
同
性
に
達
し
得
る
と

い
う
確
信
が
崩
れ
、
一
九
三
○
年
代
に
人
格
主
義
か
ら
「
人
間
（
Ⅱ
間
柄
）
」

主
義
へ
、
個
人
中
心
か
ら
共
同
体
中
心
へ
と
和
辻
の
思
想
が
大
き
く
転
回

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
コ
ギ
ト
ヘ
の
批
判
か
ら
出
発
す

る
現
象
学
や
無
我
を
説
く
仏
教
の
研
究
と
並
ん
で
、
序
章
の
「
土
下
座
」

に
示
さ
れ
た
よ
う
な
共
同
体
に
お
け
る
伝
統
的
な
く
形
〉
と
そ
れ
を
保
存

し
て
き
た
共
同
体
の
発
見
、
さ
ら
に
関
東
大
震
災
時
の
人
々
の
自
然
発
生

的
な
相
互
扶
助
性
の
発
見
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
体
験
を
経
て
和
辻

は
人
間
の
共
同
体
的
存
在
に
目
覚
め
、
実
践
的
世
界
を
発
見
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
個
人
は
〈
形
〉
す
な
わ
ち
役
割

を
演
じ
切
る
こ
と
に
で
全
体
性
を
担
い
公
共
的
で
あ
り
得
る
。
間
柄
の
倫

理
学
は
個
人
の
内
面
を
問
題
に
せ
ず
、
振
る
舞
い
方
と
い
う
外
面
に
照
準

を
あ
て
た
倫
理
学
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
形
〉
の
思
想
の
主
張
は
、

一
九
三
○
年
代
の
思
潮
で
も
あ
っ
た
「
国
家
」
の
復
活
と
連
動
し
て
い
る
。

個
が
無
媒
介
に
普
遍
に
連
な
る
大
正
教
養
主
義
に
あ
っ
て
は
、
中
間
項
の

国
家
や
民
族
は
無
視
さ
れ
伝
統
は
軽
視
さ
れ
た
が
、
昭
和
初
期
の
国
家
、

民
族
の
復
活
に
と
も
な
っ
て
、
伝
統
そ
し
て
伝
統
の
日
常
実
践
的
な
現
わ

れ
で
あ
る
〈
形
〉
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
和
辻
に
お
い
て
も
、

国
家
は
最
高
の
公
共
性
を
担
う
も
の
と
し
て
宣
揚
さ
れ
、
国
家
こ
そ
が
、

諸
団
体
の
維
持
発
展
と
全
体
調
和
（
正
義
の
実
現
）
を
実
現
す
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
和
辻
は
、
重
層
化
さ
れ
た
巨
大
な
演
劇
空
間
と
し
て
国

家
秩
序
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
政
治
の
本
質
と
は
正
義
を
具
体
的
状
況
に
お
い

て
実
現
す
る
た
め
の
思
盧
（
演
劇
舞
台
を
総
合
的
に
設
計
す
る
こ
と
）
で
あ

る
と
主
張
す
る
に
い
た
る
。

さ
ら
に
一
年
半
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
ヘ
の
留
学
体
験
に
よ
っ
て
和
辻
は
、
自

ら
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
い
や
お
う
な
く
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
。
教
養
主

義
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
は
書
物
を
通
じ
て
西
洋
文
化
を
吸
収
し
そ

れ
に
同
一
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
異
国
で
生
活
を
し
て
み
て

か
え
っ
て
差
異
を
感
じ
、
そ
こ
に
自
ら
の
内
な
る
〈
日
本
的
な
も
の
〉
す

な
わ
ち
、
数
千
年
に
渡
っ
て
変
ら
な
い
風
土
に
基
づ
い
た
生
活
様
式
に
育

ま
れ
て
き
た
国
民
性
な
る
も
の
が
「
発
見
」
さ
れ
、
（
日
本
的
な
る
も
の
〉

が
維
持
発
展
さ
れ
る
場
と
し
て
の
国
家
が
宣
揚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
終
章
光
と
闇
」
で
、
苅
部
氏
は
、
和
辻
倫
理
学
が
最
終
的
に
行
き

着
い
た
調
和
的
秩
序
と
し
て
の
理
想
的
世
界
を
〈
光
の
領
国
〉
と
よ
び
、

そ
れ
は
ま
さ
に
戦
後
の
日
本
社
会
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
そ

の
相
貌
を
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。
「
現
代
的
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
結
ぶ
情

報
空
間
に
お
い
て
、
人
々
は
〈
光
〉
の
中
に
浮
遊
し
、
多
種
多
様
な
社
会
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活
動
の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
領
域
に
の
み
目
を
や
る
限

り
、
生
殺
与
奪
を
左
右
し
死
の
〈
闇
〉
を
も
た
ら
す
側
面
で
の
政
治
の
影

は
ど
こ
に
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
朗
ら
か
な
空
間
の
背
後
に
は
絶
大
な
政

治
権
力
が
潜
ん
で
全
体
を
支
え
て
お
り
、
そ
の
発
動
を
外
か
ら
制
御
す
る

こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
」
（
一
九
三
頁
）
。
死
の
混
沌
の
〈
闇
〉
を
直
視

す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
、
明
る
く
透
明
な
秩
序

空
間
は
、
深
刻
な
矛
盾
や
対
立
の
な
い
等
質
な
空
間
で
も
あ
る
。
〈
日
本

的
な
る
も
の
〉
（
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
も
の
）
を
共
有
す
る
こ
と
で
均
質
化

さ
れ
た
人
々
は
、
そ
の
秩
序
の
中
で
調
和
的
生
を
営
む
が
、
そ
の
明
る
い

秩
序
空
間
の
奥
に
は
強
大
な
権
力
が
潜
ん
で
お
り
、
一
度
そ
れ
が
暴
威
を

ふ
る
う
と
人
々
は
な
す
す
べ
も
な
い
。
氏
は
、
政
治
が
も
は
や
人
々
が
共

に
人
間
的
に
生
き
る
た
め
の
相
互
作
用
で
は
あ
り
得
ず
、
不
透
明
な
権
力

作
用
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
二
十
世
紀
の
状
況
の
な
か
で
、
和
辻
が
政
治
の

意
義
を
再
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
努
力
は
む
し

ろ
国
家
権
力
の
ソ
フ
ト
な
抑
圧
を
強
化
す
る
秩
序
像
を
生
み
出
し
て
し
ま

っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
略
述
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
耽
美
主
義
、
教
養
・
人
格
主
義
、

間
柄
主
義
と
い
う
和
辻
の
思
想
的
営
為
の
変
遷
を
、
和
辻
の
心
理
や
経
験

と
い
う
内
的
必
然
と
時
代
状
況
と
い
う
外
的
必
然
の
両
面
か
ら
た
ど
り
説

得
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
随
所
で
示
唆
に
富
ん
だ
興
味
深
い

指
摘
が
な
さ
れ
る
。
と
く
に
、
古
代
研
究
段
階
で
人
格
主
義
的
体
系
が
一

応
完
成
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
克
服
す
る
か
た
ち
で
間
柄
主
義
的
体
系
が
確

立
さ
れ
る
と
い
う
体
系
の
二
段
階
成
立
説
は
独
創
的
で
あ
り
、
思
想
の
ド

ラ
マ
と
し
て
生
彩
を
は
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
、
今
後
の
和
辻
研
究
に
と

っ
て
必
読
文
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
最
後
に
評
者
の
気
付

い
た
点
を
二
、
三
述
べ
さ
せ
て
頂
く
。

ま
ず
、
議
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
〈
光
〉
に
つ
い
て
、
文
化
の
〈
光
〉
、

〃
く
。
フ

人
格
の
〈
光
〉
、
生
命
の
〈
光
〉
、
〈
愛
〉
の
光
、
空
な
る
〈
光
〉
な
ど
と

多
義
的
な
使
わ
れ
方
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
義
性
が
和
辻
の
思
想
の
諸

特
徴
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
そ
れ
ゆ
え
に
〈
光
〉
に
つ
い
て
の
ト
ー

タ
ル
な
理
解
が
得
に
く
い
感
が
あ
る
。
ま
た
、
〈
光
〉
と
〈
形
〉
と
の
関

係
に
つ
い
て
も
若
干
暖
昧
な
印
象
を
受
け
た
。
芸
術
に
お
い
て
は
〈
形
〉

に
よ
っ
て
輝
き
を
増
し
た
生
命
、
人
格
の
〈
光
〉
が
、
役
割
と
し
て
の
〈
形
〉

の
倫
理
的
実
践
に
お
い
て
な
ぜ
「
行
為
す
る
は
た
ら
き
の
内
に
埋
め
こ
ま

れ
た
も
の
」
（
一
五
八
頁
）
に
な
る
の
か
、
ま
た
そ
の
場
合
〈
光
〉
は
間

柄
的
に
連
関
し
な
が
ら
行
為
す
る
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
は
和
辻
倫
理
学
の
根
幹
に
も
触
れ
て
来
る

問
題
で
あ
る
だ
け
に
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
の
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

さ
ら
に
、
〈
光
〉
に
つ
い
て
、
氏
は
そ
れ
は
超
越
的
、
宗
教
的
な
も
の

で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
晩
年
の
『
歌
舞
伎
と
操
り
浄
瑠
璃
』
の
中

で
言
及
さ
れ
る
、
想
像
力
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
世
界
の
「
超
地
上

的
な
輝
か
し
さ
」
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
第
十
六
巻
』
岩
波
書
店
、
三
頁
）
は
、

ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
非
日
常
的
な
も
の
超
越
的
な
も
の

の
帯
び
る
〈
光
〉
で
あ
り
、
そ
の
源
泉
と
し
て
想
像
力
は
、
共
同
体
の
〈
外

部
〉
へ
の
想
像
力
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
世
界
と
他
者
を
理
解
す
る
虚
焦
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点
と
し
て
倫
理
学
体
系
に
お
い
て
も
潜
在
的
に
導
き
の
糸
と
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
方
向
で
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
和
辻
倫
理
学
と
い

う
と
そ
の
非
宗
教
的
、
日
常
的
性
格
を
指
摘
す
る
の
が
通
説
で
は
あ
る
の

だ
が
、
〈
光
〉
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
通
説
を
打
破

し
て
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
で
は
な
い
が
、
あ
る
意
味
で
宗
教
的
な
次
元
（
そ

の
場
合
、
苅
部
氏
も
論
及
し
て
い
る
儀
礼
論
、
演
技
論
が
重
要
に
な
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
が
）
を
和
辻
倫
理
学
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
和
辻
が
〈
日
本
的
な
る
も
の
〉
を
実
体
化
し
そ
れ
が
思
考
の
足
棚

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
が
、
和
辻
の
場
合
、
印
象
批
評
的
な

通
俗
的
日
本
文
化
論
と
は
違
っ
て
、
現
象
学
や
解
釈
学
の
方
法
論
に
基
づ

い
て
導
出
し
た
人
間
存
在
に
お
け
る
空
間
性
と
時
間
性
の
相
即
を
お
さ
え

た
上
で
、
普
遍
的
倫
理
の
一
発
現
形
態
と
し
て
日
本
を
取
り
上
げ
る
と
い

う
基
本
的
構
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
結
局
は
〈
日
本
的
〉
共
同
体
擁

護
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
面
は
あ
る
に
せ
よ
、
和
辻
自
身
の
普
遍
倫

理
学
へ
の
志
向
は
考
盧
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

〈
日
本
的
な
る
も
の
〉
を
実
体
化
す
る
日
本
文
化
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性

を
批
判
す
る
者
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
ど
の
よ
う
に
相
対
化
さ
れ
る

の
か
。
そ
れ
と
も
超
越
的
批
判
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
。
以
上
は
、
苅
部

氏
の
著
作
に
対
す
る
批
評
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
氏
の
刺
激
的
か
つ
示

唆
的
な
行
論
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
、
わ
た
く
し
自
身
今
後
考
え
て
み
た

近
年
、
苅
部
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
米
谷
匡
史
氏
や
福
島
場
氏
ら
若
手

の
和
辻
研
究
者
の
活
躍
が
目
覚
し
い
。
本
書
と
い
う
貴
重
な
成
果
を
得
て

い
研
究
課
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
和
辻
研
究
全
体
が
進
展
す
る
こ
と
を
願
う
と
同
時
に
、
氏
の
和
辻

研
究
が
最
終
的
な
目
的
と
し
て
い
た
、
和
辻
が
先
取
り
し
て
示
し
た
現
代

社
会
の
中
で
、
人
々
が
共
生
し
得
る
公
共
的
空
間
に
つ
い
て
語
る
言
葉
が

発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
「
作
家
は
処
女
作
に
む
か
っ
て
成
熟
す

る
」
と
い
う
が
、
本
書
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
示
的
で
は
な
か
っ
た
「
現

代
的
変
容
を
へ
た
、
人
間
の
活
動
や
意
識
の
現
状
に
見
あ
っ
た
形
で
政
治

を
語
る
言
葉
」
（
四
頁
）
は
、
今
後
の
氏
の
研
究
の
中
で
語
ら
れ
て
い
く

こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
助
教
授
）
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