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は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
西
田
幾
多
郎
の
最
初
の
著
作
『
善
の
研
究
』
に
対
す
る
ヴ
ン

ト
心
理
学
の
影
響
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
西
田
の
思
想
形
成
の
背
景
を
明

ら
か
に
す
る
。

　
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
は
今
日
で
は
実
験
心
理
学
の
祖
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
、
心
理
学
と
い
う
異
分
野
の
研
究
者
の
思
想
か
ら
の
影
響
を
西
田

哲
学
に
対
し
て
論
じ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
西
田
が
『
善
の
研
究
』
を
執
筆
し
た
明
治
の
後
期
に
お
い
て
は
、

哲
学
の
議
論
に
際
し
て
心
理
学
の
知
見
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ

と
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
心
理
学
に
基
づ
い
た
哲
学
や
倫
理
学
の
構

築
も
試
み
ら
れ
て
い
た
（
た
と
え
ば
元
良
勇
次
郎
「
倫
理
学
は
哲
学
か
は

た
科
学
か
」『
六
合
雑
誌
』
一
八
九
〇
年
）。
西
田
自
身
、
の
ち
に
『
善
の

研
究
』
と
な
る
論
考
を
執
筆
し
て
い
た
四
高
教
授
時
代
に
は
「
倫
理
学
」

な
ど
と
と
も
に
「
心
理
学
」
の
講
義
を
行
い
、
そ
の
際
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の

『
心
理
学
概
論
』（G

rundriss der Psychologie

）
を
講
義
の
種
本
と
し
て

用
い
て
い
る
。

　『
善
の
研
究
』
を
は
じ
め
前
期
の
西
田
の
哲
学
論
文
の
中
に
も
Ｗ
・
ヴ

ン
ト
を
含
む
多
く
の
心
理
学
者
た
ち
の
議
論
が
、
時
に
肯
定
的
に
援
用
さ

れ
、
時
に
批
判
さ
れ
る
形
で
数
多
く
登
場
し
て
い
る
。
心
理
学
者
の
み
な

ら
ず
、
西
田
が
引
用
す
る
思
想
家
の
中
に
は
、
当
時
は
有
名
で
あ
っ
て
も
、

今
日
で
は
名
前
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
い
る
。
西
田
の
引
用
の
仕
方

の
不
親
切
さ
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
現
代
の
哲
学
研
究
者
が
西
田
哲
学
の
形

成
の
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
を
阻
む
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
心
理

学
の
よ
う
な
異
分
野
の
思
想
家
と
の
関
連
は
さ
ら
に
見
え
に
く
く
な
っ
て

お
り
、
両
者
を
比
較
し
、
西
田
へ
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
西
田
が
ヴ
ン
ト
心
理
学
を
学
び
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

〈
研
究
論
文
１
〉

中
　
嶋
　
優
　
太
　

　
西
田
哲
学
と
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
「
直
接
経
験
」

│
そ
の
無
基
体
的
性
格
に
つ
い
て

│
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　『
善
の
研
究
』
の
中
で
は
「
純
粋
経
験
」
と
「
直
接
経
験
」
は
ほ
ぼ
言

い
換
え
可
能
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る）

1
（

。
し
か
し
、
同
じ
段
落
中
で
、

引
き
続
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
直
接
経
験
」
は

ヴ
ン
ト
心
理
学
を
念
頭
に
語
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

「
普
通
に
は
経
験
と
い
う
語
の
意
義
が
明
に
定
ま
つ
て
居
ら
ず
、
Ｗ
・

ヴ
ン
ト
の
如
き
は
経
験
に
基
づ
い
て
推
理
せ
ら
れ
た
る
知
識
を
も
間

接
経
験
と
名
づ
け
、
物
理
学
、
化
学
な
ど
を
間
接
経
験
の
学
と
称
し

て
居
る
（W

undt, G
rundriss der Psychologie, Einl. §

I

）。
併

し
此
等
の
知
識
は
正
当
の
意
味
に
於
て
経
験
と
い
ふ
こ
と
が
で
き

ぬ
」（
一
、
九
│

十
頁
）。

　「
直
接
経
験
」
と
「
間
接
経
験
」
は
ヴ
ン
ト
心
理
学
上
の
対
概
念
で
あ

り
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
は
『
心
理
学
概
論
』
の
中
で
科
学
を
直
接
経
験
の
学
と

間
接
経
験
の
学
に
二
分
す
る
考
え
を
提
示
し
て
い
た
。
前
の
二
つ
の
引
用

文
に
お
い
て
西
田
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
「
直
接
経
験
」

「
間
接
経
験
」
の
対
比
の
中
で
見
る
な
ら
ば
、
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
は

「
間
接
経
験
」
で
は
な
く
「
直
接
経
験
」
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
　
直
接
経
験
の
学
と
し
て
の
心
理
学

　
そ
も
そ
も
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
直
接
経
験
と
間
接
経
験

を
区
別
、
対
比
し
た
の
か
。
彼
は
『
心
理
学
概
論
』
で
、
自
然
科
学
と 

心
理
学
と
を
区
分
す
る
た
め
に
間
接
経
験
と
直
接
経
験
の
区
別
を
導
入 

す
る
。
こ
の
議
論
の
背
後
に
は
経
験
的
心
理
学
固
有
の
対
象
を
、
一
方 

で
旧
来
の
霊
魂
論
的
心
理
学
（die spiritualistische Psychologie

） 

『
善
の
研
究
』
を
書
い
た
こ
と
を
、
と
り
わ
け
「
直
接
経
験
」
と
い
う
鍵

語
に
焦
点
を
当
て
て
示
す
。
西
田
に
と
っ
て
「
直
接
経
験
」
は
「
純
粋
経

験
」
と
言
い
換
え
可
能
な
鍵
語
で
あ
り
、
彼
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
と
し

た
「
意
識
現
象
」
を
意
味
し
て
い
た
。
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
に
と
っ
て
「
直
接
経

験
」
は
「
間
接
経
験
」
と
対
比
さ
れ
、
彼
の
心
理
学
の
固
有
の
対
象
を
意

味
し
て
い
た
。
次
に
西
田
が
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
要
素
主
義
的
性
格
を
批
判

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
両
者
が
、
魂
、
身
体
と
い

っ
た
意
識
の
基
体
の
想
定
を
批
判
し
て
い
た
点
に
注
目
し
て
、
Ｗ
・
ヴ
ン

ト
の
要
素
主
義
的
議
論
の
中
に
積
極
的
な
側
面
が
な
か
っ
た
か
を
検
討

し
、
西
田
が
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
議
論
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
西
田
は
も
ち
ろ
ん
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
考
え
方
を
全
面
的
に

受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
刺
激
を
受
け
、
そ
の
思
想
を

部
分
的
に
利
用
し
な
が
ら
自
身
の
哲
学
を
構
築
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
西

田
の
思
想
形
成
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
　「
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
」

　
ま
ず
、「
直
接
経
験
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り
に
、
西
田
と
ヴ
ン
ト
心

理
学
の
関
係
を
考
え
た
い
。『
善
の
研
究
』
第
一
編
「
純
粋
経
験
」
第
一

章
「
純
粋
経
験
」
の
冒
頭
の
段
落
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
純
粋
と
い
ふ
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
つ
て
居
る
者
も
其
実
は
何

等
か
の
思
想
を
交
へ
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ
な
い
、

真
に
経
験
其
儘
の
状
態
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
…
そ
れ
で
純
粋
経
験
は

直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
」（
一
、
九
頁
）。
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一
枚
の
白
紙
を
半
分
に
切
り
、
一
方
を
窓
際
に
、
他
方
を
暗
い
廊
下
側
に

掲
示
す
る
。
一
方
は
輝
い
て
、
他
方
は
く
す
ん
で
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
二
枚
の
紙
は
同
じ
白
さ
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
に
と

っ
て
は
紙
と
い
う
客
観
の
同
一
性
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
た
め
に
、
見
え

の
差
異
は
主
観
因
子
と
し
て
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｗ
・
ヴ
ン
ト

は
経
験
か
ら
主
観
因
子
を
捨
象
し
、
客
観
因
子
の
み
に
注
目
す
る
こ
う
し

た
態
度
を
意
識
化
す
る
た
め
に
間
接
経
験
と
い
う
語
を
用
い
、
ま
た
そ
う

し
た
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
な
い
捨
象
操
作
以
前
の
経
験
全
体
に
注
意
を
向

け
る
た
め
に
直
接
経
験
と
い
う
語
を
用
い
た
。

　
西
田
が
彼
の
「
純
粋
経
験
」
と
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
「
直
接
経
験
」
と
の
間

に
見
出
し
た
同
類
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
西
田
も
ま
た
、「
純
粋
と
い
ふ

の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
つ
て
居
る
者
も
其
実
は
何
等
か
の
思
想
を
交
へ

て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ
な
い
、
真
に
経
験
其
儘
の
状
態
を

い
ふ
の
で
あ
る
」（
一
、
九
頁
）
と
述
べ
、
抽
象
操
作
以
前
の
経
験
全
体

を
純
粋
経
験
と
呼
ん
で
い
た
。

三
　
要
素
主
義
批
判

　
西
田
は
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
「
直
接
経
験
」
の
考
え
方
に
共
感
を
示
す
が
、

ヴ
ン
ト
心
理
学
を
全
面
的
に
評
価
し
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で

の
研
究
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
竹
内
良
知
は
西
田
の

「
直
接
経
験
」
の
概
念
が
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の

『
心
理
学
概
論
』
か
ら
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
「
ジ

ェ
ー
ム
ズ
が
、『
意
識
の
流
れ
』
の
理
論
に
お
い
て
、
ヴ
ン
ト
の
『
直
接

の
対
象
で
あ
る
形
而
上
学
的
霊
魂
実
体
（eine m

etaphysische 
Seelensubstanz

）
か
ら
、
他
方
で
心
理
学
に
先
立
っ
て
発
達
し
て
い
た

自
然
科
学
の
対
象
か
ら
区
別
し
て
確
保
し
、
科
学
と
し
て
の
自
立
性
を
主

張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
創
成
期
の
心
理
学
の
悩
み
が
あ
っ
た
。

「
直
接
経
験
」
は
心
理
学
固
有
の
対
象
を
示
す
た
め
の
用
語
で
あ
る
。

「
ど
の
経
験
も
直
ち
に
二
つ
の
因
子
、
即
ち
我
々
に
与
え
ら
れ
る
内

容
と
、
我
々
の
こ
う
し
た
内
容
の
把
握
と
に
分
か
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
二
つ
の
観
点
が
生
じ
て
く
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
因
子
の

内
、
第
一
の
も
の
を
経
験
の
対
象
、
第
二
の
も
の
を
経
験
す
る
主
観

と
呼
ぶ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
経
験
の
扱
い
方
に
二
つ
の
方
向
が
生
じ

る
。
…
自
然
科
学
的
な
立
場
は
各
々
の
実
際
経
験
に
は
含
ま
れ
て
い

る
主
観
因
子
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
間
接
経
験
の
立
場
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
に

対
し
て
心
理
学
的
な
立
場
は
こ
う
し
た
捨
象
操
作
と
そ
う
し
た
捨
象

操
作
に
起
因
す
る
す
べ
て
の
帰
結
を
故
意
に
帳
消
し
に
す
る
が
故
に

直
接
経
験
の
立
場
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」（W

. 1, 2
）。

　
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
に
よ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
経
験
も
主
観
因
子
と
客
観
因
子
を

持
つ
。
そ
の
う
ち
、
主
観
因
子
を
捨
象
し
た
経
験
、
つ
ま
り
取
り
出
さ
れ

た
客
観
因
子
を
間
接
経
験
、
主
観
因
子
を
具
備
し
た
元
の
経
験
全
体
が
直

接
経
験
と
呼
ば
れ
る
。
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
が
間
接
経
験
を
直
接
経
験
と
区
別
し
、

心
理
学
の
対
象
を
直
接
経
験
と
呼
ん
だ
背
景
に
は
、
我
々
が
無
意
識
の
う

ち
に
主
観
因
子
を
捨
象
し
て
お
り
、
む
し
ろ
我
々
は
日
常
的
に
は
間
接
経

験
の
ほ
う
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
、
と
い
う
洞
察
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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こ
と
が
出
来
る
。

「
最
初
の
も
の
〔
課
題
〕
は
複
合
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
分
析
す
る
と
こ

ろ
に
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
諸
要
素
の

相
互
的
な
結
合
を
証
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
第
三
は
、
こ
う
し
た

結
合
が
生
じ
る
際
に
働
く
法
則
を
研
究
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」

（W
.4, 1

）。

　
西
田
は
不
可
分
離
的
な
心
的
要
素
を
想
定
し
、
心
的
プ
ロ
セ
ス
を
そ
の

複
合
体
と
し
て
説
明
す
る
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
こ
う
し
た
議
論
に
満
足
し
て
い

な
い
。「

純
粋
経
験
の
直
接
に
し
て
純
粋
な
る
所
以
は
、
単
一
で
あ
つ
て
、

分
析
が
で
き
ぬ
と
か
、
瞬
間
的
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で

は
な
い
。
反
つ
て
具
体
的
意
識
の
厳
密
な
る
統
一
に
あ
る
の
で
あ

る
。
意
識
は
決
し
て
心
理
学
者
の
所
謂
単
一
な
る
精
神
的
要
素
の
結

合
よ
り
成
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
元
来
一
の
体
系
を
成
し
た
も
の
で

あ
る
」（
一
、
十
二
頁
）。

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
心
理
学
者
」
は
必
ず
し
も
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
だ
け

を
指
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
も
そ
れ
以
上
分
割
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
単
一
な
（einfach

）
心
的
要
素
を
想
定
し
て
い
る

点
で
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
る
べ
き
心
理
学
者
の
一
員
に
数
え
る
こ
と
が
で

き
る）

3
（

。
四
　
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
基
体
性
批
判
と
全
体
意
識

　
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
「
直
接
経
験
」
の
概
念
が
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
と
類

経
験
』
の
概
念
に
は
ら
ま
れ
て
い
た
要
素
主
義
的
傾
向
を
す
る
ど
く
批

判
）
2
（

」
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
『
善
の
研
究
』
の
思
想
を
形
作
る
上
で
重

要
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　
ヴ
ン
ト
心
理
学
が
何
ら
か
の
意
味
で
要
素
主
義
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
西
田
が
Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
と
も
に
そ
う
し
た
要
素
主
義
的
傾
向
に

反
対
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
要
素
主
義
的
傾

向
と
は
、
心
的
現
象
を
そ
れ
以
上
分
割
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
的
要
素

（die psychischen Elem
ente

）
に
分
析
し
、
そ
う
し
た
要
素
の
組
み
合
わ

せ
、
心
的
複
合
体
と
し
て
複
雑
な
現
実
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
は
心
的
要
素
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「

す
べ
て
の
心
的
な
経
験
内
容
は
複
合
的
な
材
料
か
ら
な
る
も
の
な
の

で
、
絶
対
的
に
単
純
（einfach

）
で
不
可
分
離
的
な
（unzerlegbar

）

心
的
出
来
事
の
材
料
と
い
う
意
味
で
の
心
的
諸
要
素
は
、
分
析
の
結

果
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
抽
象
の
結
果
で
あ
る
」（W

. 5, 1

）。

　
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
は
客
観
的
な
心
的
要
素
を
感
覚
要
素

（Em
pfindungselem

ente

）、
主
観
的
な
心
的
要
素
を
感
情
要
素

（G
efühlselem

ente

）
あ
る
い
は
単
純
感
情
（einfache G

efühle

）
と
呼
ぶ
。

こ
れ
ら
の
単
純
な
心
的
要
素
が
、
分
析
と
抽
象
の
結
果
で
あ
り
、
現
実
の

心
的
内
容
で
は
な
い
こ
と
を
彼
も
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
心
理

学
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
、
複
合
的
な
直
接
経
験
を
感
覚
要
素
や

単
純
感
情
と
い
う
心
的
要
素
の
連
結
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

課
題
設
定
そ
の
も
の
に
彼
に
染
み
つ
い
た
要
素
主
義
的
発
想
を
読
み
取
る
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「
…
そ
れ
〔
経
験
的
心
理
学
〕
は
、
心
的
プ
ロ
セ
ス
を
こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
の
連
関
か
ら
直
に
取
ら
れ
た
概
念
へ
連
れ
戻
し
、
あ
る
い

は
、
特
定
の
、
し
か
も
原
則
的
に
は
単
純
な
（einfach

）
心
的
プ
ロ

セ
ス
を
利
用
し
て
、
そ
の
連
関
プ
ロ
セ
ス
か
ら
他
の
複
雑
な
プ
ロ
セ

ス
を
導
出
し
よ
う
と
努
め
る
」（W

. 2, 2

）。

　
こ
こ
で
心
的
現
象
の
無
基
体
性
の
主
張
が
、
心
的
現
象
を
心
的
要
素
と

そ
の
結
合
に
よ
っ
て
説
明
す
る
要
素
主
義
的
な
発
想
と
結
び
つ
い
て
い
る

点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
心
的
現
象
は
心
的
要
素
の
結
合
に
よ
っ
て

成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
心
的
要
素
の
結
合
が
基
づ
く
基
体
を
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
は
そ
の
時
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
心
的
現
象
を
経

験
す
る
が
、
そ
れ
を
心
的
現
象
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
さ
ま
ざ

ま
に
変
化
す
る
心
的
要
素
の
結
合
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
変

化
し
な
い
魂
や
身
体
を
考
え
る
こ
と
は
形
而
上
学
的
仮
説
の
混
入
と
し
て

退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
無
基
体
性
の
主
張
は
意
識
に
つ
い
て
の
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
考
え

に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

「
し
た
が
っ
て
意
識
と
い
う
概
念
は
、
心
的
な
諸
プ
ロ
セ
ス
と
別
に

あ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
概
念
は
、
諸
プ
ロ
セ
ス
が
互
い
に

関
係
す
る
あ
り
さ
ま
を
度
外
視
し
た
、
諸
プ
ロ
セ
ス
の
単
な
る
総
和

を
指
示
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
意
識
と
い
う

概
念
の
意
義
は
、
一
層
親
密
な
結
合
と
し
て
際
立
っ
て
く
る
個
々
の

複
合
体
を
含
む
、
心
的
な
諸
プ
ロ
セ
ス
の
、
あ
の
総
体
的
な
結
合

（Verbindung
）
を
表
現
す
る
点
に
あ
る
」（W

. 15, 1

）。

似
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
要
素
主
義
的
傾
向
を

残
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
西
田
は
ヴ
ン
ト
心
理
学
に
対
し
て
批
判
的
な

立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
部
分
的
に
言
及
さ
れ
て

き
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
要
素
主
義
的
な
議
論
は

西
田
に
と
っ
て
本
当
に
否
定
的
な
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
、
両
者
が
、
魂
、
身
体
と
い
っ
た
意
識
の
基
体
の
想
定
を

批
判
し
て
い
た
点
に
注
目
し
て
、
西
田
が
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
要
素
主
義
的
議

論
を
部
分
的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
心
理
学
概
論
』
に
お
い
て
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
は
彼

の
経
験
的
心
理
学
の
対
象
を
特
徴
付
け
る
た
め
に
「
直
接
経
験
」
と
い
う

語
を
用
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
旧
来
の
形
而
上
学
的
心
理
学
（die 

m
etaphysische Psychologie

）
の
特
徴
を
「
心
的
プ
ロ
セ
ス
を
他
の
心
的

プ
ロ
セ
ス
か
ら
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
特
殊
な
霊
魂
実
体
の
働
き
か
ら

で
あ
れ
、
物
質
の
性
質
と
プ
ロ
セ
ス
か
ら
で
あ
れ
、
心
的
プ
ロ
セ
ス
と
は

全
く
異
な
る
基
体
か
ら
導
き
出
す
点
」（W

. 2, 1

）
に
求
め
る
。
つ
ま
り

諸
々
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
の
基
体
を
想
定

す
る
こ
と
が
形
而
上
学
的
心
理
学
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
基
体
を

霊
魂
実
体
と
す
る
霊
魂
実
体
（die Seelensubstanz

）
と
考
え
る
霊
魂
論

的
心
理
学
、
基
体
を
物
質
的
な
も
の
と
考
え
る
唯
物
論
的
心
理
学
が
含
ま

れ
る
。

　
翻
っ
て
、
経
験
的
心
理
学
の
特
徴
は
、
心
的
現
象
と
は
異
な
っ
た
他
の

基
体
を
想
定
す
る
こ
と
な
く
、
心
的
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
連
関
に
よ
っ
て
心

的
現
象
を
説
明
す
る
点
に
あ
る
。
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り
野
心
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
民
族
心
理
学
の
中
心
概
念
と
な

る
全
体
意
識
に
つ
い
て
『
心
理
学
概
論
』
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
。「

精
神
的
な
連
帯
（G

em
einschaften

）、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
連
帯

の
中
で
際
立
っ
て
い
る
言
語
、
神
話
、
道
徳
の
発
展
の
中
で
、
我
々

に
は
精
神
的
な
連
関
と
相
互
作
用
が
生
じ
る
。
こ
の
連
関
と
相
互
作

用
は
本
質
的
に
個
人
的
意
識
に
お
け
る
複
合
体
の
連
関
の
関
係
と
は

区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
実
在
性
が
少
な
い
と
は
み
な

さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
意
味
で
人
は
あ
る
民
族
社
会
内
部
の
諸

表
象
、
諸
感
情
の
連
関
を
全
体
意
識
と
呼
び
、
共
通
す
る
意
志
傾
向

を
全
体
意
志
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」（W

. §
21, 14

）。

　
こ
こ
で
ヴ
ン
ト
が
全
体
意
識
を
個
人
的
な
意
識
と
区
別
し
つ
つ
も
、
そ

こ
に
個
人
的
意
識
と
同
等
の
実
在
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
論
点
は
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
自
身
に
と
っ
て
は
彼
の
民
族
心

理
学
を
擁
護
す
る
た
め
の
議
論
で
あ
る
が
、
次
節
で
紹
介
す
る
よ
う
に
西

田
も
ま
た
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

五
　
初
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
意
識
の
無
基
体
性

　
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
は
身
体
、
お
よ
び
魂
な
ど
の
基
体
に
基
づ
け
て
意
識
現
象

を
説
明
す
る
議
論
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
も
心
的
要
素
の
結
合
し
た
諸
結

合
体
の
連
関
と
し
て
意
識
を
と
ら
え
た
。
ま
た
、
意
識
を
無
基
体
的
に
意

識
プ
ロ
セ
ス
の
連
関
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
、
そ
の
意
識
は
原
理
的
に
は

基
体
と
し
て
の
個
人
に
制
限
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
超
個
人
的
な
意
識

　
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
心
的
要
素
の
結
合
し
た
心
的
プ
ロ
セ

ス
が
表
象
、
情
緒
、
意
志
プ
ロ
セ
ス
な
ど
の
心
的
複
合
体
（G

ebilde

）
で

あ
り
、
そ
う
し
た
心
的
複
合
体
が
同
時
的
お
よ
び
継
起
的
に
結
合
し
た
心

的
プ
ロ
セ
ス
が
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
心
的
プ
ロ
セ
ス
の
結
合
で
あ

る
と
さ
れ
る
意
識
は
、
必
ず
し
も
個
人
に
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
心
的
プ
ロ
セ
ス
の
結
合
が
現
れ
る
限
り
、
意
識
の
概
念
は
個
人
を
超

え
て
も
適
用
さ
れ
る
。

「
同
時
的
な
心
的
諸
プ
ロ
セ
ス
、
お
よ
び
時
間
上
に
お
い
て
継
起 

す
る
心
的
諸
プ
ロ
セ
ス
の
包
括
的
な
連
関
（ein um
fassender 

Zusam
m
enhang

）
と
い
う
意
味
で
の
意
識
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、

個
人
の
心
的
な
生
の
表
出
と
い
う
形
で
、
個
人
意
識
と
し
て
我
々
の

経
験
に
現
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
類
似
し
た
連
関
は
諸
個
人
の
結

合
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
心
的
生
活
の
特
定
の
側
面
に
お
い
て

は
、
現
れ
う
る
の
だ
か
ら
、
意
識
と
い
う
同
じ
一
般
概
念
の
内
に
、

全
体
意
識
、
民
族
意
識
な
ど
の
概
念
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
」

（W
. 15, 1

）。

　
意
識
の
概
念
を
個
人
を
超
え
て
適
用
す
る
こ
の
論
点
は
、
彼
の
民
族
心

理
学
の
発
想
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
実
験
心
理
学
の
祖
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
る
が
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
自
身
は
、
実
験
的
・

生
理
学
的
心
理
学
は
心
理
学
の
一
分
野
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
個

人
意
識
を
対
象
と
し
た
実
験
心
理
学
と
と
も
に
、
観
察
に
基
づ
く
民
族
心

理
学
は
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
二
つ
の
軸
で
あ
る
。
彼
の
心
理
学
の
構
想
は
実

験
心
理
学
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
文
化
史
的
研
究
を
含
む
か
な



54

意
味
で
は
な
く
、
た
だ
意
識
に
は
常
に
統
一
が
あ
り
、
誰
か
の
意
識
と
い

う
場
合
の
「
誰
か
」
と
は
こ
の
統
一
を
言
い
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
個
人
を
前
提
し
て
意
識
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
意

識
統
一
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
識
の
「
誰
か
」
が
定
ま
っ
て

く
る
。
こ
う
し
た
発
想
に
よ
っ
て
西
田
は
彼
我
の
差
、
個
人
対
個
人
の
区

別
の
絶
対
性
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
の
所
有
者
を
不
要
と
す
る
議

論
は
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
基
体
批
判
と
通
底
す
る
。

　
ま
た
、
西
田
は
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
と
同
様
に
超
個
人
的
な
意
識
を
認
め
、
そ

れ
に
個
人
的
意
識
と
同
等
の
実
在
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い

て
は
統
一
的
意
識
の
実
在
性
を
否
定
す
る
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
主
張
を
引
き

合
い
に
出
し
つ
つ
、
そ
れ
に
反
論
す
る
形
で
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
西

田
は
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

「
共
同
的
意
識
な
る
者
が
個
人
的
意
識
と
同
一
の
意
味
に
於
て
存
在

す
る
者
で
、
一
の
人
格
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
至
つ
て
は

種
々
の
異
論
が
あ
る
。
ヘ
ッ
フ
デ
ィ
ン
グ
な
ど
は
統
一
的
意
識
の
実

在
を
否
定
し
、
森
は
木
の
集
合
で
あ
つ
て
之
を
分
て
ば
森
な
る
者
が

な
い
、
社
会
も
個
人
の
集
合
で
個
人
の
外
に
社
会
と
い
ふ
独
立
な
る

存
在
は
な
い
と
い
つ
て
居
る
（H

öffding, Ethik, S. 157

）」（
一
、
一

六
〇
頁
）。

　
西
田
が
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
議
論
の
中
で
注
目
し
て
い
る
の
は
、
要
素
に

分
析
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
何
で
あ
れ
実
在
性
を
持
た
な
い
、
と
考

え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
森
は
木
に
分
解
で
き
る
が
故
に
、
そ
れ
自
体

と
し
て
実
在
性
を
持
た
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
社
会
は
個
人
に
分
解
で

に
も
個
人
的
意
識
と
等
し
い
実
在
性
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
た
。

　
西
田
の
考
え
る
意
識
現
象
も
必
ず
し
も
個
人
的
意
識
に
限
定
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
本
節
で
は
西
田
の
意
識
理
解
の
基
本
的
性
格
を
確
認
し
、

そ
う
し
た
意
識
理
解
を
確
立
す
る
上
で
前
述
の
ヴ
ン
ト
の
議
論
が
ど
の
よ

う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

　「
個
人
あ
つ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ
つ
て
個
人
あ
る
の
で
あ

る
、
個
人
的
区
別
よ
り
も
経
験
が
根
本
的
で
あ
る
」（
一
、
四
頁
）
と
い

う
『
善
の
研
究
』
序
の
有
名
な
一
節
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
の

考
え
る
経
験
は
必
ず
し
も
個
人
的
経
験
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

う
し
た
個
人
的
区
別
を
相
対
化
す
る
主
張
の
背
景
に
は
、
意
識
に
統
一
が

あ
る
こ
と
、
意
識
に
所
有
者
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
理
解

が
あ
る
。

「
併
し
意
識
は
必
ず
誰
か
の
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
は
、

単
に
意
識
に
は
必
ず
統
一
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
意
に
す
ぎ

な
い
。
若
し
こ
れ
以
上
に
所
有
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
の
考
な
ら

ば
、
そ
は
明
に
独
断
で
あ
る
。
然
る
に
此
統
一
作
用
即
ち
統
覚
と
い

ふ
の
は
、
類
似
せ
る
観
念
感
情
が
中
枢
と
な
っ
て
意
識
を
統
一
す
る

と
い
ふ
ま
で
で
あ
つ
て
、
こ
の
意
識
統
一
の
範
囲
な
る
者
が
、
純
粋

経
験
の
立
場
よ
り
見
て
、
彼
我
の
間
に
絶
対
的
分
別
を
な
す
こ
と
は

で
き
ぬ
」（
一
、
五
五
頁
）。

　
意
識
が
誰
か
の
意
識
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
西
田
も
認
め
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
意
識
の
所
有
者
で
あ
る
誰
か
が
存
在
す
る
と
い
う
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こ
う
し
た
西
田
の
議
論
は
、
意
識
を
諸
々
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
の
連
関
と

し
て
と
ら
え
る
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
議
論
に
よ
く
似
て
い
る
。
三
節
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
西
田
は
要
素
主
義
的
な
心
理
学
を
批
判
し
て
は
い
た
が
、
そ

の
批
判
は
そ
れ
以
上
分
割
不
可
能
な
心
的
要
素
を
想
定
す
る
発
想
に
向
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
個
人
的
意
識
を
不
可
分
で
単
純
な
も
の
だ
と
考

え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
分
割
不
可
能
な
心
的
要
素
が
あ
る

と
い
う
強
い
主
張
を
排
除
す
れ
ば
、
意
識
が
多
様
な
諸
々
の
要
素
に
分
割

さ
れ
う
る
と
す
る
要
素
主
義
の
分
解
の
手
法
は
西
田
自
身
も
利
用
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
意
識
と
は
そ
の
統
一
、
体
系
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る
点

は
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
統
一
と
し
て
の
意
識
と
い
う
観
点
に
よ
っ

て
、
不
可
分
な
個
人
と
い
う
基
体
の
発
想
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
の

で
あ
る
。お

わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
西
田
の
純
粋
経
験
概
念
と
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
直
接
経
験

概
念
と
の
相
似
性
、
お
よ
び
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
要
素
主
義
的
性
格
に
対
す

る
西
田
の
不
満
と
い
う
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
来
た
論
点
を
整
理
し
た
上

で
、
両
者
の
近
さ
を
、
経
験
や
意
識
を
身
体
や
魂
と
い
っ
た
個
人
的
基
体

か
ら
解
放
し
、
動
的
に
発
展
す
る
連
関
、
統
一
と
し
て
と
ら
え
る
点
に
求

め
た
。
こ
う
し
た
両
者
の
経
験
理
解
、
意
識
理
解
の
無
基
体
的
性
格
に
注

目
す
る
な
ら
ば
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
要
素
主
義
的
な
議
論
に
も
部
分
的
に
見

直
す
べ
き
点
が
あ
り
、
西
田
も
そ
の
点
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
と
い
う
基
体
の
絶
対
性
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
た

き
る
が
故
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
実
在
性
を
持
た
な
い
。
ヘ
フ
デ
ィ
ン

グ
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
上
で
、
西
田
は
反
論
を
行
っ
て
い

る
。「

併
し
分
析
し
た
上
で
統
一
が
実
在
せ
ぬ
か
ら
統
一
が
な
い
と
は
い

わ
れ
ぬ
。
個
人
の
意
識
で
も
之
を
分
析
す
れ
ば
別
に
統
一
的
自
己
と

い
ふ
者
は
見
出
さ
れ
な
い
。
併
し
統
一
の
上
に
一
つ
の
特
色
が
あ
つ

て
、
種
々
の
現
象
は
此
統
一
に
由
つ
て
成
立
す
る
者
と
見
做
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
か
ら
、
一
つ
の
生
き
た
実
在
と
看
做
す
の
で
あ
る
。
社
会
的

意
識
も
同
一
の
理
由
に
由
つ
て
一
つ
の
生
き
た
実
在
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
社
会
的
意
識
に
も
個
人
的
意
識
と
同
じ
様
に
中
心
も
あ
る

連
絡
も
あ
る
立
派
に
一
の
体
系
で
あ
る
」（
一
、
一
六
〇
頁
）。

　
西
田
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
意
識
も
分
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
分
解
で
き
る

の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
意
識
と
は
別
に
統
一
的
自
己
が
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
主
張
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
も
の

は
そ
れ
自
体
と
し
て
実
在
性
を
持
た
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
個
人
の
意
識
も

ま
た
社
会
と
同
様
に
実
在
性
を
持
た
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
西
田
に
と
っ
て
分
析
可
能
か
否
か
と
い
う
観
点
は
、
そ
の
実
在
性
を

判
断
す
る
決
定
的
な
根
拠
で
は
な
い
。
む
し
ろ
西
田
は
社
会
的
意
識
で
あ

れ
、
個
人
的
意
識
で
あ
れ
、
単
一
で
分
割
不
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
ど

ち
ら
に
せ
よ
何
ら
か
の
多
様
な
プ
ロ
セ
ス
を
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。
し
た
が
っ
て
意
識
は
多
か
れ
少
な
か
れ
分
析
可
能
で
は
あ
る
が
、

そ
の
意
識
統
一
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
よ
っ
て
実
在
性
が
語
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
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接
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と
い
う
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し
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た
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を
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善
の
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く
『
心
理
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純
粋
経
験
に
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す
る
断
章
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も
考
察
の
対
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と

し
て
、
そ
の
成
立
時
期
の
推
定
を
行
い
、
西
田
が
一
旦
用
語
を
「
直
接
経
験
」

に
統
一
し
た
後
、『
善
の
研
究
』
第
一
編
『
純
粋
経
験
』
の
中
で
「
純
粋
経
験
」

と
い
う
語
の
使
用
が
復
活
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。
平
山
『
西
田
哲
学
の
再
構

築
』。

　（
2
）
竹
内
『
西
田
幾
多
郎
』
一
九
四
頁
。

　（
3
）
要
素
主
義
的
傾
向
は
ヴ
ン
ト
心
理
学
固
有
の
特
徴
で
は
な
く
、
同
時
代
の
心

理
学
者
に
広
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
石
田
「
解
説
」
お
よ
び
高
橋
「
実

験
心
理
学
の
独
立
」。

（
な
か
じ
ま
・
ゆ
う
た
、
西
田
哲
学
・
日
本
哲
学
史
、 

石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
専
門
員
）

め
に
は
、
個
人
の
意
識
を
分
解
し
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
心
的
プ
ロ
セ
ス

の
複
合
体
で
あ
る
と
と
ら
え
る
分
解
の
手
法
が
有
効
な
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
こ
で
は
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
善
の
研
究
』
以
降
の

論
文
で
も
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
「
活
動
概
念
（Aktualitätsbegriff

）」（
論
文

「
感
覚
」、
三
、
三
二
頁
。W

. 22, 6

）
や
「
創
造
的
総
合
の
原
理
（ein 

Princip schöpferischer Synthese

）」（「
意
識
と
は
何
を
意
味
す
る
か
」、

三
、
一
〇
頁
。W

. 23, 3
）
を
好
意
的
な
仕
方
で
引
き
合
い
に
出
し
て
意

識
の
動
的
発
展
の
性
格
を
論
じ
て
お
り
、
西
田
が
ヴ
ン
ト
心
理
学
か
ら
積

極
的
な
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
西
田
に
お
け
る
こ
う
し
た
分
解
の
手
法
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
に

は
、
心
理
学
に
注
目
し
た
本
稿
と
同
様
に
、
諸
科
学
の
成
果
を
貪
欲
に
取

り
入
れ
よ
う
と
し
た
西
田
の
議
論
に
注
目
し
、
異
分
野
間
で
の
比
較
研
究

が
有
効
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

た
と
え
ば
社
会
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
の
思
想
や
、
Ｈ
・
コ
ー
エ
ン

を
介
し
た
微
分
論
に
対
し
て
西
田
が
関
心
を
抱
い
た
こ
と
な
ど
が
注
目
に

値
す
る
。
そ
こ
で
は
、
分
解
の
手
法
は
よ
り
洗
練
さ
れ
、
無
限
小
へ
の
分

解
と
な
り
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
に
残
っ
て
い
た
要
素
を
絶
対
化
す
る
要
素
主
義

的
側
面
は
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
同
時
代
の
諸
科
学
の
成
果
を
貪
欲
に
吸
収
し
な
が
ら
思
索
し
た
西
田
の

思
想
を
と
ら
え
る
上
で
は
、
哲
学
と
い
う
狭
い
分
野
の
中
だ
け
は
不
十
分

で
あ
り
、
西
田
研
究
に
は
分
野
を
跨
い
だ
研
究
が
必
要
で
は
な
い
か
。
本

稿
は
そ
う
し
た
研
究
の
小
さ
な
一
例
で
あ
る
。


