
121

西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

〔
特
別
寄
稿
〕

西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

松
　
﨑
　
俊
　
之

は
じ
め
に

　

西
田
秀
穂
先
生
が
二
〇
一
九
年
二
月
十
六
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
。

享
年
九
十
七
（
満
九
十
六
歳
）
で
あ
っ
た
。
葬
儀
は
仙
台
市
内
に
あ
る
葬
儀
場

で
先
生
の
ご
長
女
西
田
眞
知
子
氏
を
喪
主
に
し
め
や
か
に
執
り
行
な
わ
れ
た
。

葬
儀
に
は
、
東
北
大
学
文
学
部
美
学
・
西
洋
美
術
史
研
究
室
で
西
田
先
生
の
教

え
を
受
け
た
方
を
中
心
に
十
名
ほ
ど
が
参
列
さ
れ
た
。
型
通
り
の
儀
礼
を
排
し

た
親
密
な
空
間
の
な
か
で
、
参
列
さ
れ
た
方
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
こ
め
て

先
生
に
最
後
の
お
別
れ
を
し
た
。

＊

　

私
が
西
田
先
生
に
最
初
に
お
会
い
し
た
の
は
今
を
去
る
こ
と
四
十
数
年
前
、

私
が
教
養
部
二
年
生
の
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
す
で
に
私
は
、
学
部
へ
の
進

学
後
は
美
学
・
西
洋
美
術
史
研
究
室
で
美
学
を
学
ぶ
こ
と
を
心
に
決
め
て
い
た
。

そ
こ
で
私
は
、
美
学
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
準
備
を
し
て
お
け
ば
よ

い
か
を
直
接
先
生
か
ら
ご
教
示
願
い
た
い
と
思
い
、
先
生
の
研
究
室
を
訪
問
し

た
の
で
あ
る
。
一
通
り
事
情
を
お
話
し
す
る
と
、
先
生
は
書
架
か
ら
一
冊
の
本

を
取
り
出
し
、「
そ
れ
な
ら
こ
れ
を
読
ん
で
お
く
と
い
い
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
そ
の
本
を
手
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ギ
ル
バ
ー
ト
と
ク
ー
ン
の
『
美
学
史
』

（K
atharine Everett Gilbert and H

elm
ut K

uhn. A
 H

istory of 

E
sthetics. Indiana U

niversity Press, 1953

）
で
あ
っ
た
。
早
速
そ
の
全
巻

を
コ
ピ
ー
し
、
そ
の
後
学
部
に
上
が
る
ま
で
本
書
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
私
の
貧
弱
な
英
語
力
で
は
そ
れ
を

美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
一
号

美術41_06松崎俊之氏1C_五[121-144].indd   121 2020/03/13   9:30:15



122

美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
一
号

読
解
す
る
の
に
悪
戦
苦
闘
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

　

早
い
も
の
で
先
生
と
の
こ
の
最
初
の
出
会
い
か
ら
か
れ
こ
れ
四
十
余
年
が
過

ぎ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
学
部
、
大
学
院
、
助
手
の
期
間
は
も
と
よ
り
、

私
が
職
を
得
て
東
北
大
学
を
離
れ
た
後
も
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
ま
で
研

究
上
の
ご
指
導
・
ご
教
示
を
は
じ
め
、
公
私
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
ひ
と

か
た
な
ら
ぬ
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
（
私
が
最
後
に
先
生
に
お
会
い
し
た
の
は

二
〇
一
七
年
の
暮
れ
も
押
し
迫
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
）。
こ
う
し
た
長
い
年
月

に
わ
た
る
先
生
と
の
交
流
を
と
お
し
て
、
私
の
な
か
に
蓄
積
さ
れ
た
先
生
の
想

い
出
は
そ
れ
こ
そ
山
の
よ
う
に
あ
り
、
い
く
ら
紙
幅
を
割
い
た
と
し
て
も
到
底

そ
れ
を
書
き
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
同
じ
思
い
を
同
門
の
諸
先

輩
方
も
お
も
ち
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
先
生

と
の
想
い
出
の
数
々
を
縷
々
書
き
記
す
こ
と
は
あ
え
て
断
念
し
、
現
在
の
時
点

か
ら
あ
ら
た
め
て
私
な
り
に
長
年
に
わ
た
る
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返

る
こ
と
で
、
先
生
か
ら
賜
っ
た
学
恩
に
対
す
る
感
謝
を
こ
め
て
先
生
を
追
悼
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

＊

　

西
田
先
生
の
研
究
業
績
リ
ス
ト
に
目
を
と
お
す
な
ら
ば
た
だ
ち
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、先
生
の
ご
研
究
は
美
学
（
史
）
研
究
と
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、ク
レ
ー

を
中
心
と
し
た
美
術
史
研
究
と
に
大
き
く
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
こ
で

は
便
宜
的
に
、
主
と
し
て
美
学
〔
史
〕
研
究
に
従
事
さ
れ
た
一
九
四
八
年
か
ら

一
九
五
五
年
に
わ
た
る
期
間
を
「
前
期
」
と
、
ま
た
主
と
し
て
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
、
ク
レ
ー
を
中
心
と
し
た
美
術
史
研
究
に
従
事
さ
れ
た
そ
れ
以
降
の
期
間

を
「
後
期
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。

　

こ
こ
か
ら
、
西
田
先
生
は
そ
の
研
究
の
方
向
を
美
学
（
史
）
研
究
か
ら
美
術

史
研
究
へ
と
大
き
く
転
じ
た
、
あ
る
い
は
別
言
す
る
な
ら
ば
、
西
田
先
生
は
美

学
（
史
）
研
究
者
か
ら
美
術
史
研
究
者
へ
と
転
身
を
遂
げ
た
と
見
る
向
き
も
当

然
あ
ろ
う
か
と
は
思
う
が
、
は
た
し
て
単
純
に
そ
う
言
い
切
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
で
は
こ
の
問
い
を
ひ
と
つ
の
導
き
と
し
て
西
田
先
生
の
ご
研
究
の
歩

み
を
た
ど
り
直
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

一　

前　

期

　

西
田
先
生
の
前
期
の
ご
研
究
を
振
り
返
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
こ
の
時
期
に

上
梓
さ
れ
た
先
生
の
論
攷
を
そ
の
刊
行
順
に
列
挙
す
る
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

① 

「
カ
ン
ト
『
判
斷
力
批
判
』
の
成
立
に
關
す
る
一
考
察
」（
上
）、（
中
）、（
下
）、

『
哲
学
研
究
』
三
七
三
号
、
三
七
四
号
、
三
七
六
号
、
一
九
四
八
年
。

② 
「
カ
ン
ト
美
学
の
立
場
―
「
美
の
自
律
性
」
を
中
心
と
し
て
」『
文
化
』
復
刊

第
２
号
、
一
九
五
〇
年
。

③ 

「
美
的
感
情
の
意
味
―
カ
ン
ト
美
學
を
中
心
と
し
て
」『
美
学
』
２
号
、一
九
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

五
〇
年
。

④ 
「
藝
術
表
現
の
意
味
―
シ
ュ
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ァ
の
立
場
」『
文
化
』
14
巻
４

号
、
一
九
五
一
年
。

⑤ 

「
近
代
美
學
に
お
け
る
形
式
主
義
」『
文
化
』
14
巻
６
号
、
一
九
五
一
年
。

⑥ 

「
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
レ
シ
ン
グ
―『
ラ
オ
コ
ー
ン
』論
争　

そ
の
一
―「
美

の
理
想
」」『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
４
輯
、
一
九
五
四
年
。

⑦ 

「
レ
シ
ン
グ
と
ヘ
ル
ダ
ァ
―『
ラ
オ
コ
ー
ン
』論
争
―「
文
芸
論
」を
巡
っ
て
」

（
上
）、（
下
）、『
美
学
』
18
号
、
20
号
、
一
九
五
四
―
五
年
。

⑧ 

「「
ラ
オ
コ
ー
ン
論
爭
」
覺
書
―
「
美
の
理
想
」
に
つ
い
て
―
ヴ
ィ
ン
ケ
ル

マ
ン
、
レ
シ
ン
グ
及
び
ヘ
ル
ダ
ァ
」『
文
化
』
18
巻
６
号
、
一
九
五
四
年
。

　

こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
攷
に
つ
い
て
個
々
に
論
ず
る
こ
と
は
避
け
、
こ
れ

ら
前
期
に
位
置
す
る
論
攷
全
体
を
と
お
し
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
い
く
つ
か
の

主
要
な
特
徴
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し

た
い
。

　

前
期
に
お
け
る
美
学
（
史
）
研
究
の
主
要
な
特
徴
を
箇
条
書
き
に
示
す
な
ら

ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ　

方
法
論
上
の
特
徴

⑴
成
立
史
的
方
法

⑵
現
象
学
的
方
法

Ｂ　

問
題
関
心
上
の
特
徴

⑴ 

問
題
関
心
の
藝
術
哲
学
へ
の
傾
斜
（
と
く
に
藝
術
創
造
過
程
に
対
す
る
強
い

問
題
関
心
）

⑵
造
形
藝
術
に
関
す
る
関
心

⑶ 

藝
術
作
品
の
本
質
を
究
明
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
原
点
と
す
べ
き
自
己
の
美

的
（
感
情
）
体
験
の
重
視

　

以
下
で
は
右
に
挙
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
論
攷
を
も

と
に
、
よ
り
具
体
的
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
Ａ
⑴
の
特
徴
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
成
立
史
と
い
う
方
法
論
的
特

徴
が
も
っ
と
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
論
攷
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
①
で
あ
る
。
西
田
先
生
の
研
究
者
と
し
て
の
出
発
点
に
位
置
す
る
こ

の
記
念
碑
的
労
作
で
は
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
全
体
を
首
尾
一
貫
し
た

立
場
か
ら
統
一
的
に
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
鍵
と
な
る
の
は
、「
美
學
と

目
的
論
と
が
、
い
か
に
し
て
共
通
の
原
理
、
反
省
的
判
斷
力
の
そ
れ
に
よ
っ
て

結
び
合
わ
さ
れ
て
ゐ
る
か
」（（
上
）
十
八
頁
）
と
い
う
問
い
で
あ
る
と
考
え
、

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
途
と
し
て
、『
判
断
力
批
判
』
の
成

立
に
い
た
る
カ
ン
ト
思
想
の
発
展
過
程
を
跡
づ
け
る
と
い
う
成
立
史
的
方
法
が

採
ら
れ
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
本
論
攷
に
お
い
て
は
『
判
断
力
批
判
』
を

構
成
す
る
主
要
概
念
、
す
な
わ
ち
「
趣
味
（
趣
味
批
判
、
趣
味
の
原
理
、
趣
味

判
断
）」、「
構
想
力
」、「
反
省
的
判
断
力
」、「
快
・
不
快
の
感
情
」、「
無
関
心
性
」、

「
主
観
的
普
遍
妥
当
性
」、「
合
目
的
性
（
目
的
な
き
合
目
的
性
、
主
観
的
・
形

式
的
合
目
的
性
）」、「
天
才
」、「
目
的
論
」
等
の
概
念
を
析
出
し
た
う
え
で
、『
判
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断
力
批
判
』
の
成
立
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
と
く
に
重
要
と
見
な
さ
れ
る
一
連

の
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
『
判
断
力
批
判
』
に
先
立
つ
『
美
と
崇
高
の
感
情
に

関
す
る
観
察
』（
一
七
六
四
）
と
『
純
粋
理
性
批
判
』（
一
七
八
一
／
一
七
八
七
）

を
は
じ
め
と
す
る
カ
ン
ト
の
著
作
、「
論
理
学
」
お
よ
び
「
人
間
学
」
に
関
す

る
講
義
録
、
種
々
の
覚
書
（Reflexionen

）、
さ
ら
に
は
関
連
す
る
書
簡
等
に

関
す
る
詳
細
に
し
て
精
緻
な
分
析
を
と
お
し
て
、
各
主
要
概
念
の
具
え
る
思
想

的
背
景
、
そ
の
変
遷
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
相
互
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
、『
判
断
力
批
判
』
全
体
の
体
系
的
連
関
を
通
時
的
な
観
点
か
ら
解
明
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
右
に
挙
げ
た
問
い
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
明
確
な
回
答
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
。

　

①
の
論
攷
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
成
立
史
と
い
う
方
法
論
的
特
徴
は
、
部
分

的
に
せ
よ
⑥
の
論
攷
に
も
認
め
ら
れ
る
。
本
論
攷
で
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
ラ

オ
コ
ー
ン
』
を
め
ぐ
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
レ
ッ
シ
ン
グ
と
の
対
立
が
因
っ
て

来
た
る
そ
の
淵
源
を
見
定
め
る
こ
と
で
、
両
者
の
藝
術
観
の
相
違
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
攷
に
は
一
種
の
補
論
の
か
た
ち

で
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
の
成
立
過
程
を
め
ぐ
る
考
察
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
（
一
四

二
―
五
頁
）。
そ
こ
で
は
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
の
た
め
の
一
連
の
草
稿
の
な
か
か

ら
と
く
に
第
一
、
第
三
、
第
七
、
第
八
草
稿
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
関
連
す

る
書
簡
等
を
も
と
に
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
が
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
に
対
す
る
論
駁
の
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
の
成
立
過
程
に
関
す
る
考
察
を
と
お
し

て
得
ら
れ
た
こ
う
し
た
知
見
は
、
本
論
攷
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
議
論
に
と
っ

て
そ
の
大
前
提
を
な
す
も
の
と
言
え
、
そ
の
意
味
で
、
本
論
攷
に
と
っ
て
成
立

史
的
方
法
は
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
Ａ
⑵
の
現
象
学
的
方
法
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
現

象
学
的
方
法
」
と
は
具
体
的
に
は
、
現
象
学
の
基
本
的
問
題
構
制
の
も
と
に
当

該
問
題
事
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
方
法
論
的
意
識
を
指
す
が
、
こ
う
し
た
方
法

論
的
意
識
が
大
な
り
小
な
り
認
め
ら
れ
る
論
攷
と
し
て
は
、
②
、
⑦
、
⑧
が
挙

げ
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
点
を
そ
れ
ぞ
れ
の
論
攷
に
即
し
て
具
体
的
に
確
認
し
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

②
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
成
立
史
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
①
の
成
果
も
踏

ま
え
、「
感
情
さ
れ
る
理
念
（die gefühlte Idee

）」
と
し
て
の
美
的
理
念
（
二

四
一
頁
）
の
も
と
で
「
趣
味
と
天
才
と
の
二
元
的
対
立
」
が
解
消
さ
れ
る
と
と

も
に
、美
の
自
律
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
が（
二

四
五
頁
）、
本
論
攷
に
お
い
て
は
、
悟
性
と
構
想
力
と
の
遊
動
関
係
、
主
観
的

合
目
的
性
が
そ
れ
ぞ
れ
美
的
感
情
の
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
と
そ
の
ノ
エ
マ
的
側
面

と
し
て
、
ま
た
「
形
式
」
が
美
的
構
想
力
の
志
向
的
相
関
者
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
お
り
（
二
三
〇
頁
、
二
三
四
―
五
頁
）、
ま
さ
に
こ
の
点
に
現
象
学
的
方
法

の
一
種
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。

　

⑦
の
課
題
は
、
感
情
の
人
で
あ
る
ヘ
ル
ダ
ー
と
悟
性
の
人
で
あ
る
レ
ッ
シ
ン

グ
と
の
本
質
的
な
相
違
を
両
者
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
文
藝
論
上
の
論
争
を

と
お
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
（（
上
）
五
〇
頁
）。
こ
う
し
た
課
題
の
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

も
と
に
著
者
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
文
学
の
描
写
対
象
と
見
な
す
「
行
為
」
と
い

う
概
念
と
ヘ
ル
ダ
ー
が
文
学
の
作
用
媒
体
と
見
な
す
「
力
」
と
い
う
概
念
を
取

り
上
げ
、
こ
の
両
概
念
に
つ
い
て
、
前
者
を
対
象
的
概
念
と
し
て
、
ま
た
後
者

を
作
用
的
概
念
と
し
て
捉
え
返
す
の
で
あ
る
が
（（
上
）
五
七
頁
、（
下
）
五
八

頁
参
照
）、
こ
う
し
た
理
解
の
前
提
的
枠
組
み
を
な
し
て
い
る
の
は
現
象
学
の

基
本
的
理
論
構
制
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
本
論
攷
に
お

い
て
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
と
ヘ
ル
ダ
ー
と
の
文
藝
理
論
を
比
較
考
量
す
る
に
あ

た
っ
て
広
義
で
の
現
象
学
が
ひ
と
つ
の
方
法
論
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

⑧
は
⑥
に
対
す
る
一
種
の
補
遺
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
（
六
七

〇
頁
、
註
（
３
））、
こ
こ
で
は
「
美
の
理
想
」
を
め
ぐ
っ
て
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
、

レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
三
者
の
関
係
、
す
な
わ
ち
相
互
の
影
響
関
係
と
そ
の

相
違
点
に
つ
い
て
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
本
論
攷
中
、
目
下
の
論
脈
に

お
い
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、（
美
術
作
品
の
も
つ
）「
観
面
（A

nsicht

）」

に
関
し
て
、
そ
れ
が
眼
に
対
し
て
は
美
な
る
も
の
を
、
ま
た
想
像
力
に
対
し
て

は
効
果
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
主
張
を
解
釈
し
て
、
前

者
の
「
美
な
る
も
の
」
を
対
象
的
契
機
と
し
て
、
ま
た
後
者
の
「
効
果
的
な
も

の
」
を
作
用
契
機
と
し
て
著
者
が
捉
え
返
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
六
六
七
頁
）。

す
な
わ
ち
、
右
に
見
た
⑦
に
お
け
る
「
行
為
」
と
「
力
」
と
い
う
概
念
に
関
す

る
理
解
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、「
美
な
る
も
の
」
と
「
効
果
的
な
も
の
」

に
関
す
る
こ
う
し
た
解
釈
に
あ
っ
て
も
そ
の
前
提
的
枠
組
み
を
な
し
て
い
る
の

は
現
象
学
の
基
本
的
理
論
構
制
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

こ
こ
で
は
「
観
面
」
に
関
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
理
解
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
広

義
で
の
現
象
学
が
そ
の
方
法
論
的
基
盤
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
前
期
に
お
け
る
西
田
先
生
の
美
学
（
史
）
研
究
の
も
つ
方
法
論
上
の
特

徴
に
つ
い
て
、
⑴
成
立
史
的
方
法
と
⑵
現
象
学
的
方
法
と
い
う
二
つ
の
側
面
か

ら
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
そ
の
問
題
関
心
上
の
諸
特
徴
に
つ
い
て

関
連
す
る
論
攷
を
も
と
に
個
々
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
Ｂ
⑴
の
特
徴
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
一
般
に
学
と
し
て
の
美
学
は
大

き
く
美
的
（
感
性
的
）
な
も
の
の
哲
学
（philosophy of the aesthetic

）
と

藝
術
の
哲
学
（philosophy of art

）
と
に
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
西
田

先
生
の
美
学
（
史
）
研
究
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
問
題
関
心
は
美
的
（
感
性
的
）

な
も
の
の
哲
学
に
も
ま
し
て
藝
術
の
哲
学
に
向
け
ら
れ
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ

こ
で
は
と
り
わ
け
藝
術
創
造
過
程
に
対
す
る
関
心
が
顕
著
で
あ
り
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
諸
家
の
議
論
に
依
拠
し
て
藝
術
哲
学
的
考
察
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
（
カ
ン
ト
の
美
学
は
本
来
藝
術
の
哲
学
と
し
て
よ
り
も
美
的
〔
感
性

的
〕
な
も
の
の
哲
学
と
し
て
の
性
格
が
顕
著
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
田

先
生
の
カ
ン
ト
美
学
研
究
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
カ
ン
ト
美
学
が
〔
潜
在
的
に
〕

蔵
す
る
藝
術
の
哲
学
に
そ
の
問
題
関
心
の
焦
点
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

点
は
特
筆
に
値
す
る
）。
こ
う
し
た
特
徴
が
明
ら
か
に
看
て
取
れ
る
論
攷
と
し

て
、
③
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑧
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
一
号

　

た
と
え
ば
③
で
は
、
②
に
お
け
る
考
察
を
踏
ま
え
、「
美
的
感
情
」
と
「
美

的
理
念
」
の
概
念
に
関
す
る
再
検
討
を
と
お
し
て
、
カ
ン
ト
美
学
全
体
を
美
的

受
容
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
理
解
が
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を
論
証

す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
（
四
〇
―
一
頁
）。
こ
の
課
題
に
応
え
る

た
め
著
者
は
、
本
論
攷
で
は
美
的
判
定
能
力
と
し
て
の
「
趣
味
」
と
藝
術
的
創

造
力
と
し
て
の
「
天
才
」
と
の
内
的
連
関
に
注
目
し
、
趣
味
判
断
は
美
的
構
想

力
の
創
造
的
活
動
に
よ
る
美
的
理
念
（
美
的
理
念
は
美
的
体
験
の
「
価
値
内
容

（Gehalt

）」
を
な
す
も
の
と
見
な
さ
れ
る
）
の
直
観
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で

あ
り
、そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
趣
味
判
断
が
真
に
趣
味
判
断
と
呼
ば
れ
る
に
は
、

趣
味
は
「
美
的
理
念
の
表
現
の
能
力
」
と
し
て
の
天
才
と
ひ
と
つ
に
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
主
張
す
る
（
五
〇
、
五
三
頁
）。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
悟
性
と
構
想
力
と
の
二
元
的
対
立
が
残
存
す
る
以
上
、
本

来
カ
ン
ト
の
理
論
構
制
の
も
と
で
は
趣
味
と
天
才
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
観
照

と
創
作
と
の
原
理
的
統
一
の
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
と
ど
ま
り
、
こ
こ
に
カ
ン

ト
美
学
の
ひ
と
つ
の
限
界
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
（
③
に
示

さ
れ
た
著
者
の
カ
ン
ト
美
学
解
釈
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
の
解
消
を
目
指
し
た

も
の
と
言
え
る
）、
④
で
は
、
カ
ン
ト
の
美
学
に
内
在
す
る
こ
う
し
た
理
論
的

難
点
を
克
服
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
し
て
シ
ュ
ラ
イ

ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
美
学
（
藝
術
哲
学
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
一

三
〇
―
一
頁
）。
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
美
学
が
そ
の
学
的
営
為

を
開
始
す
べ
き
原
点
は
あ
く
ま
で
創
造
作
用
に
あ
る
と
著
者
が
考
え
て
い
る
点

で
あ
る
（
一
三
一
頁
）。
本
論
攷
で
は
美
学
に
関
す
る
こ
う
し
た
基
本
理
解
の

も
と
に
、
藝
術
創
造
に
関
す
る
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
議
論
が
検
討
に
付

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
の
精
緻
な
読
解
を
と
お
し
て
「
感

覚
的
興
奮
（
刺
激
）
→
原
型
（U

rbild

）
創
造
作
用
→
具
体
的
表
現
」
と
い
う

藝
術
創
造
過
程
の
基
本
図
式
が
析
出
さ
れ
（
一
三
六
頁
）、
こ
の
基
本
図
式
を

も
と
に
（「
藝
術
活
動
の
原
理
」〔
一
三
三
頁
〕
と
し
て
の
感
情
の
役
割
り
も
含

め
）
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
藝
術
創
造
理
論
の
全
体
像
が
呈
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

つ
い
で
Ｂ
⑵
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
藝
術
に
つ
い
て
論
ず
る
哲
学

者
の
多
く
は
自
己
の
藝
術
哲
学
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
（
場
合
に
よ
っ
て
は

暗
黙
裡
に
せ
よ
）
あ
る
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
を
藝
術
一
般
の
範
例
と
し
て
位
置
づ

け
る
傾
向
に
あ
る
が
（
た
と
え
ば
シ
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
文
学
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に

あ
っ
て
は
音
楽
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
〔
建
築
を
含
む
〕
造
形
藝
術

が
そ
れ
ぞ
れ
藝
術
一
般
の
範
例
を
な
し
て
い
る
）、
西
田
先
生
の
美
学
（
史
）

研
究
中
と
く
に
藝
術
哲
学
的
考
察
が
展
開
さ
れ
る
箇
所
で
は
、
造
形
藝
術
が
そ

う
し
た
範
例
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
と
り
わ
け
⑤
、
⑥
、

⑧
の
論
攷
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
⑤
に
お
い
て
著
者
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
藝
術
理
論
を
中
心
に
、

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
を
経
て
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
い
た
る
造
形
藝
術
理
論
な
ら
び
に

美
術
史
理
論
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
形
式
主
義
の
立
場
に
指
目
し
て
考
察
を

お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
考
察
を
と
お
し
て
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
嚆
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

矢
と
し
て
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
を
経
て
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
い
た
る
近
代
形
式
主
義

に
共
通
す
る
課
題
が
「
造
形
芸
術
の
自
律
性
の
獲
得
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
証

す
る
（
二
一
七
頁
）。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
論
攷
に
お
い
て
藝

術
の
範
例
を
な
し
て
い
る
の
は
造
形
藝
術
、
さ
ら
に
特
定
す
る
な
ら
ば
絵
画
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
⑥
で
は
、『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
に
お
い
て
、ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
『
ア
エ
ネ
ー

イ
ス
』
に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
ラ
オ
コ
ー
ン
の
断
末
魔
の
描
写
（
ウ
ェ
ル
ギ
リ

ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』（
上
）
泉
井
久
之
助
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
、

九
三
―
四
頁
）
と
対
比
す
る
こ
と
で
造
形
藝
術
と
文
学
と
の
藝
術
表
現
媒
体
と

し
て
の
本
質
的
な
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
レ
ッ
シ
ン
グ
が
挙
げ
た
《
ラ

オ
コ
ー
ン
群
像
》
を
め
ぐ
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
レ
ッ
シ
ン
グ
と
の
対
立
を
と

お
し
て
両
者
の
藝
術
観
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
他
方
で
、
⑥
に
対
す

る
一
種
の
補
遺
に
あ
た
る
⑧
で
は
、こ
の
《
ラ
オ
コ
ー
ン
群
像
》
に
対
す
る
ヴ
ィ

ン
ケ
ル
マ
ン
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
三
者
の
解
釈
の
異
同
を
と
お
し
て
、

三
者
の
藝
術
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
論
攷
に
お
い
て
も
そ
の
議
論
の
焦
点
を
な
す
の
は
《
ラ
オ
コ
ー
ン
群

像
》
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
論
攷
を

と
お
し
て
展
開
さ
れ
る
藝
術
哲
学
的
考
察
に
お
い
て
そ
れ
を
導
く
範
例
の
位
置

を
占
め
る
の
は
造
形
藝
術
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

問
題
関
心
上
の
特
徴
と
し
て
最
後
に
、「
藝
術
作
品
の
本
質
を
解
明
す
る
に

あ
た
っ
て
そ
の
原
点
と
す
べ
き
自
己
の
美
的
（
感
情
）
体
験
の
重
視
」
と
い
う

Ｂ
⑶
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
特
徴
は
要
す
る
に
、

作
品
の
本
質
理
解
は
そ
の
作
品
の
美
的
（
感
情
）
体
験
を
と
お
し
て
は
じ
め
て

可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
作
品
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
作
品
に

直
に
接
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
自
ら
体
験
す
る
こ
と
が
必
須
の
前
提
要
件
と
な
る

と
い
う
、
藝
術
に
つ
い
て
論
ず
る
者
が
厳
守
す
べ
き
モ
ラ
ル
の
重
視
を
意
味
す

る
が
、
こ
の
特
徴
が
直
接
・
間
接
に
看
て
取
れ
る
論
攷
と
し
て
⑥
、
⑦
、
⑧
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

⑥
に
お
い
て
著
者
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
美
術
作
品
を
知
性
（
悟
性
）
の
対
象

と
捉
え
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
作
品
に
接
し
た
の
に
対
し
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン

は
知
性
（
悟
性
）
よ
り
も
直
観
を
重
視
し
、「
心
の
眼
を
も
っ
て
」
作
品
そ
の

も
の
へ
向
か
っ
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
（
一
八
二
―
四
頁
）、
そ
の
行
間
か

ら
著
者
が
レ
ッ
シ
ン
グ
に
で
は
な
く
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
対
し
て
強
い
共
感
を

示
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、
こ
の
点
に
Ｂ
⑶
の
特
徴
が
顕
著
に
示
さ
れ
て

い
る
も
の
と
言
え
る
。

　

⑦
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
全
篇
を
と
お
し
て
著
者
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に

も
ま
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
強
い
共
感
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
行
間
か

ら
読
み
取
れ
る
が
、
こ
の
共
感
は
藝
術
に
対
す
る
両
者
の
態
度
の
違
い
に
直
接

起
因
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
悟
性
の
人
と
し

て
藝
術
を
も
っ
ぱ
ら
批
判
的
分
析
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
ヘ

ル
ダ
ー
は
感
情
の
人
と
し
て
あ
く
ま
で
感
情
体
験
と
し
て
の
美
的
体
験
を
と
お

し
て
作
品
の
も
つ
「
個
性
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
藝
術
に
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対
す
る
態
度
と
し
て
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
そ
れ
が
あ
る
べ
き
姿
で
の
態
度
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
（（
下
）
五
八
―
六
二
頁
）。
ま
さ
に
こ
の
点
に
Ｂ
⑶
の
特
徴

が
明
ら
か
に
看
て
取
れ
る
。

　

⑧
で
は
、
⑦
で
指
摘
さ
れ
た
美
的
（
感
情
）
体
験
を
重
視
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
の

態
度
に
そ
の
淵
源
を
も
つ
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
藝
術
理
解
に
著
者
の
関
心
が
向
け
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ッ
シ
ン
グ
と
は
異
な
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
彫
刻
と
絵
画
を

造
形
美
術
と
し
て
一
括
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
ジ
ャ
ン
ル
上
の
相
違

を
も
と
に
考
察
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
（
六
六
三
―
六
頁
）、
著
者
は
、
藝

術
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
こ
う
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
繊
細
な
感
覚
に
注
目
す
る
と
と

も
に
、
藝
術
批
評
に
お
い
て
作
品
の
個
性
を
重
視
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
延
長
線

上
で
そ
の
歴
史
性
に
注
意
を
払
う
点
に
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
お
よ
び
レ
ッ
シ
ン

グ
の
藝
術
理
解
と
は
一
線
を
画
す
ヘ
ル
ダ
ー
の
独
自
性
を
認
め
、
そ
れ
を
高
く

評
価
す
る
の
で
あ
る
（
六
六
八
―
九
頁
）。

二　

後　

期

　

前
章
で
は
、
そ
の
前
期
に
位
置
す
る
西
田
先
生
の
美
学
（
史
）
関
連
の
諸
論

攷
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
れ
ら
に
認
め
ら
れ
る
主
要
な
諸
特
徴
に
注
目
し
て
考

察
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
後
期
に
位
置
す
る
先
生
の
ご
研
究

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

後
期
に
位
置
す
る
論
攷
、
著
作
に
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
、
ク
レ
ー
研

究
を
中
心
に
数
多
く
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ

れ
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
お
よ
び
ク
レ
ー
研
究
の
集
大
成
と
も
言
え
る
以
下

の
二
つ
の
著
作
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
前
章
に
挙
げ
た
前
期
の
諸
論

攷
に
認
め
ら
れ
る
主
要
な
諸
特
徴
と
関
連
づ
け
る
か
た
ち
で
、
考
察
を
お
こ
な

う
こ
と
に
す
る
。

⑨ 

『
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究　

非
対
象
絵
画
の
成
立
―
そ
の
発
展
過
程
と
作

品
の
意
味
』
美
術
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。（
図
1
）

⑩ 

『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
―
そ
の
画
材
と
技
法
と
』
東
北
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
。（
図
2
）

図2
『パウル・クレーの芸術―そ
の画材と技法と』表紙

図1
『カンディンスキー研究　非
対象絵画の成立―その発展
過程と作品の意味』表紙
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秀
穂
先
生
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追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

⑴
『
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
』

　

本
書
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
序
に
か
え
て
」
に
お
い
て
著
者
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン

ス
キ
ー
研
究
を
開
始
し
た
当
初
に
犯
し
た
「
大
失
態
」、
す
な
わ
ち
カ
ル
ド
フ

ス
キ
ー
の
描
い
た
《
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
夫
人
肖
像
》（
一
九
〇
〇
）
を
カ
ン
デ
ィ

ン
ス
キ
ー
の
初
期
の
作
品
と
誤
っ
て
認
定
し
た
件
に
触
れ
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

〔
こ
れ
は
〕
研
究
者
で
あ
る
以
上
犯
し
て
な
ら
ぬ
大
失
態
で
あ
り
、
自
分

の
眼
で
作
品
を
子
細
に
観
察
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
先
輩
で

あ
る
幾
人
か
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
者
た
ち
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
鵜

呑
み
に
し
て
し
ま
っ
た
私
自
身
の
不
見
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
。（
九
頁
、

〔　

〕
内
は
松
﨑
よ
る
補
筆
）

　

こ
の
一
件
以
来
、
著
者
は
「
自
分
の
目
で
観
察
す
る
こ
と
、
細
部
の
細
部
に

至
る
ま
で
観
察
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ま
ず
作
品

の
記
述
、
そ
し
て
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
」（
一
一
頁
）
を
研
究
者
の
モ
ラ
ル

と
し
て
、「
納
得
の
ゆ
く
ま
で
自
分
の
眼
で
見
、
観
察
の
結
果
を
メ
モ
し
、
時

間
の
余
裕
の
あ
る
と
き
に
は
作
品
を
そ
の
場
で
ス
ケ
ッ
チ
す
る
」（
一
一
頁
）

こ
と
を
自
ら
に
課
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
前
章
に
挙
げ
た
Ｂ
⑶
の
特
徴
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
Ｂ
⑶
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
た
際
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田

先
生
は
⑥
、
⑦
、
⑧
の
論
攷
に
お
い
て
、
作
品
の
本
質
理
解
は
そ
の
作
品
に
関

す
る
美
的
（
感
情
）
体
験
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
作
品
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
作
品
に
直
に
接
す
る

こ
と
で
そ
れ
を
自
ら
体
験
す
る
こ
と
が
必
須
の
前
提
要
件
に
な
る
と
考
え
、
そ

う
し
た
観
点
か
ら
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
ヘ
ル
ダ
ー
の
藝
術
に
対
す
る
態
度
を
高

く
評
価
す
る
。
こ
の
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、「
自
分
の
目
で
観
察
す
る
こ
と
」

の
重
要
性
は
そ
の
当
時
か
ら
す
で
に
十
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い

が
、
美
学
（
史
）
研
究
の
論
脈
に
お
い
て
で
は
な
く
、
具
体
的
な
作
品
に
つ
い

て
論
ず
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
の
問
題
設
定
の
も
と
で
は
必
ず
し
も
こ
う

し
た
態
度
が
い
ま
だ
徹
底
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
「
大
失
態
」
を
契
機
に
あ
ら

た
め
て
作
品
に
対
す
る
こ
う
し
た
態
度
を
美
術
研
究
者
と
し
て
自
己
が
第
一
に

遵
守
す
べ
き
モ
ラ
ル
と
し
て
肝
に
銘
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

こ
う
し
た
モ
ラ
ル
を
忠
実
に
遵
守
し
つ
つ
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
に
従
事

し
た
そ
の
成
果
が
本
書
『
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
』
に
収
め
ら
れ
た
一
連
の

論
攷
で
あ
る
と
言
え
る
が
、そ
れ
ら
に
認
め
ら
れ
る
顕
著
な
特
徴
は
、モ
テ
ィ
ー

フ
分
析
の
手
法
を
駆
使
す
る
こ
と
で
作
品
を
そ
の
「
生
成
の
相
」
の
も
と
に
捉

え
返
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。

　

た
と
え
ば
本
書
後
篇
第
二
章
「《
水
彩
に
よ
る
最
初
の
抽
象
画
》
の
制
作
年

代
に
つ
い
て
」（
一
三
二
―
六
〇
頁
）で
は
、《
水
彩
に
よ
る
最
初
の
抽
象
画
》（
図

3
）
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
る
作
品
か
ら
そ
れ
を
構
成
す
る
種
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
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析
出
し
、そ
れ
ら
を
関
連
作
（
そ
こ
に
は
完
成
作
の
み
な
ら
ず
ス
ケ
ッ
チ
、デ
ッ

サ
ン
、
習
作
、
下
絵
な
ど
も
含
ま
れ
る
）
に
お
け
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
詳
細
に
比

較
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
分
析
的
に
確
定
す
る
と
と

も
に
、
各
種
モ
テ
ィ
ー
フ
の
多
様
な
組
み
合
わ
せ
を
総
合
的
な
観
点
か
ら
検
討

に
付
し
て
い
る
。
モ
テ
ィ
ー
フ
分
析
に
も
と
づ
く
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
を
と

お
し
て
著
者
は
、
本
作
が
《
コ
ン
ポ
ジ
チ
オ
ー
ン
Ⅶ
》（
一
九
一
三
）（
図
4
）

の
た
め
の
水
彩
に
よ
る
習
作
の
一
枚
と
し
て
一
九
一
三
年
に
描
か
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
主
題
と
意
味
に
つ
い
て
従
来
と

は
異
な
る
あ
ら
た
な
解
釈
を
呈
示
す
る
。

　

ま
た
後
篇
第
三
章
「《
小
さ
な
喜
び
》（
一
九
一
三
年
）
よ
り
《
回
想
》（
一

九
二
四
年
）
へ
―
最
初
の
幾
何
学
的
な
〈
デ
ッ
サ
ン
〉
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
」

（
一
七
〇
―
二
〇
四
頁
）
で
は
、
著
者
は
、《
小
さ
な
喜
び
》（
一
九
一
三
）（
図

5
）
の
た
め
の
習
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
、「
1
9
1
3
」
の
年
紀
が
付
さ
れ

た
〈
デ
ッ
サ
ン
〉（
図
6
）
の
制
作
年
に
疑
念
を
抱
き
（「
1
9
1
3
」
と
い
う

こ
の
年
紀
に
よ
る
な
ら
ば
一
九
一
三
年
と
い
う
早
い
時
点
で
幾
何
学
的
な
デ
ッ

サ
ン
が
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
）、
あ
ら
た
め
て
モ
テ
ィ
ー
フ
分
析
の

手
法
を
用
い
て
《
小
さ
な
喜
び
》（
一
九
一
三
）、《
青
い
弧
》（
一
九
一
七
）（
図

7
）、《
回
想
》（
一
九
二
四
）（
図
8
）
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
関
連
作
に
現

れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
の
異
同
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
制
作
年
代
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
本
作
は
、《
回
想
》（
一

九
二
四
）
の
た
め
の
習
作
と
し
て
一
九
二
四
年
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
結
論
づ

図3（右）　�ヴァシィリィ・カンディンスキー《水彩による最初の抽象画》1910年、48.9×63.5cm、�
G.�ポンピドゥ・センター、国立近代美術館（ニーナ・カンディンスキー遺贈）、パリ

図4（左）　�ヴァシィリィ・カンディンスキー《コンポジチオーンⅦ》1913年、200×300cm、カンヴァ
スに油彩、トレチャコフ美術館、モスクワ
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追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

図6　�ヴァシィリィ・カンディンスキー《デッサン
No.6》1913年？、35.5×30.5cm、墨、ペン、
G.�ポンピドゥ・センター、国立近代美術館
（ニーナ・カンディンスキー遺贈）、パリ

図8　�ヴァシィリィ・カンディンスキー《回想》
1924年、98×95cm、カンヴァスに油彩、
ベルン美術館（ニーナ・カンディンスキー遺
贈）、ベルン

図5　�ヴァシィリィ・カンディンスキー《小さな喜
び》1913年、109.8×119.7cm、カンヴァ
スに油彩、ソロモン・R・グゲンハイム美術館、
ニューヨーク

図7　�ヴァシィリィ・カンディンスキー《青い弧》
（《青い山頂》）1917年、133×104cm、カン
ヴァスに油彩、ロシア美術館、サンクトペテ
ルブルク
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け
る
と
と
も
に
、
な
ぜ
こ
の
一
九
二
四
年
に
制
作
さ
れ
た
〈
デ
ッ
サ
ン
〉
に

「
1
9
1
3
」
と
い
う
年
紀
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
個
人
史
的
背
景
か
ら
解
き
明
か
す
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
西
田
先
生
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
と
前
期
の
美
学

（
史
）
研
究
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

の
作
品
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
先
生
が
採
用
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
分
析
に
も
と

づ
く
成
立
史
的
方
法
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
Ａ
⑴
の
特
徴
に
直
接

関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
こ
の
点
に
つ

い
て
Ａ
⑴
の
特
徴
を
典
型
的
に
具
え
た
①
の
論
攷
と
の
比
較
を
と
お
し
て
よ
り

具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

①
の
論
攷
と
の
比
較
検
討
を
お
こ
な
う
に
先
立
ち
、上
に
触
れ
た『
カ
ン
デ
ィ

ン
ス
キ
ー
研
究
』
後
篇
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
に
お
け
る
論
述
を
も
と
に
、
ま

ず
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
を
考
察
す
る
に
あ
っ
て
採
用
さ
れ
た
モ

テ
ィ
ー
フ
分
析
に
も
と
づ
く
成
立
史
的
方
法
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
再
構
成
す

る
か
た
ち
で
分
析
的
に
捉
え
返
し
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
⑴
当
該
作
品
を

構
成
す
る
種
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
析
出
す
る
、
⑵
そ
れ
ら
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
関

連
作
（
そ
こ
で
は
と
く
に
先
行
作
が
重
要
視
さ
れ
る
）
を
構
成
す
る
モ
テ
ィ
ー

フ
群
と
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
両
者
の
異
同
を
確
認
す
る

と
と
も
に
モ
テ
ィ
ー
フ
の
変
容
過
程
を
跡
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
作
品
を

構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
意
味
を
分
析
的
に
確
定
す
る
、
⑶
当
該

作
品
に
現
れ
る
各
種
モ
テ
ィ
ー
フ
の
多
様
な
組
み
合
わ
せ
を
総
合
的
な
観
点
か

ら
検
討
に
付
す
こ
と
で
作
品
全
体
の
意
味
を
捉
え
る
、
と
い
う
一
連
の
作
業
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
か
ら

な
る
モ
テ
ィ
ー
フ
分
析
に
も
と
づ
く
成
立
史
的
方
法
は
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力

批
判
』
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
①
で
採
ら
れ
た
研
究
方
法
と
基
本
的
に
同
型

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
で
は
、
⑴
『
判
断
力
批
判
』
を

構
成
す
る
「
趣
味
」、「
構
想
力
」、「
反
省
的
判
断
力
」、「
快
・
不
快
の
感
情
」、

「
無
関
心
性
」、「
主
観
的
普
遍
妥
当
性
」、「
合
目
的
性
」、「
天
才
」、「
目
的
論
」

と
い
っ
た
主
要
概
念
（
こ
れ
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
を
構
成
す
る
種
々

の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
対
応
す
る
）を
析
出
し
た
う
え
で
、⑵
そ
れ
ら
に
関
し
て
、『
判

断
力
批
判
』
の
成
立
過
程
を
考
え
る
う
え
で
と
く
に
重
要
と
見
な
さ
れ
る
一
連

の
テ
ク
ス
ト
（
こ
れ
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
に
お
け
る
先
行
作
に
対
応
す

る
）
の
精
緻
な
分
析
を
と
お
し
て
そ
の
思
想
的
背
景
、
理
解
の
変
遷
を
跡
づ
け

る
と
と
も
に
、
⑶
そ
れ
ら
相
互
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、『
判
断

力
批
判
』
全
体
の
体
系
的
連
関
を
通
時
的
な
観
点
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が
試
み

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
に
関
す
る

モ
テ
ィ
ー
フ
分
析
に
も
と
づ
く
成
立
史
的
研
究
は
、
①
の
カ
ン
ト
『
判
断
力
批

判
』
に
関
す
る
成
立
史
的
研
究
で
採
用
し
た
方
法
を
作
品
研
究
に
応
用
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

⑵
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
』

　

著
者
は
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
お
い
て
本
書
の
「
意
図
」、
す
な
わ
ち
そ
の
課
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

題
と
目
的
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

線
描
家
、
版
画
家
、
水
彩
画
家
、
油
彩
画
家
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー

の
作
風
の
変
遷
と
独
自
の
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、つ
ま
り「
画

材
と
技
法
」
の
観
点
か
ら
、
変
転
極
ま
り
な
い
こ
の
画
家
の
辿
っ
た
道
―

そ
れ
は
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
エ
ー
ト
ス
（
人
間
性
）
を
掘
り
下
げ
る
こ
と

に
も
通
じ
る
が
―
を
追
求
し
て
み
よ
う
と
い
う
、
そ
れ
が
こ
の
論
攷
の
意

図
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、「
絵
」
そ
の
も
の
か
ら
ク
レ
ー
を
観
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
作
品
探
求
の
方
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ク
レ
ー

芸
術
を
対
象
と
し
た
「
マ
チ
ェ
ー
ル
の
現
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ロ
ギ
ー

象
学
」
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
の
か
も
知
れ
な
い
。（
三
五
頁
）

　
「「
画
材
と
技
法
」
の
観
点
か
ら
ク
レ
ー
の
辿
っ
た
道
を
追
求
す
る
」
と
い
う

本
書
の
「
意
図
」
と
の
関
連
で
と
く
に
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、「
作
品
に
現
れ
て
い
る
抒
情
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
精
緻
な
描
線
が
示
す
リ
ズ

ム
感
、
構
築
的
構
成
あ
る
い
は
幾
何
学
的
構
造
が
生
む
音
楽
的
な
響
き
と
ハ
ー

モ
ニ
ー
な
ど
、
そ
の
す
べ
て

4

4

4

」（
二
四
五
頁
）
の
根
柢
に
画
材
と
技
法
（
あ
る

い
は
「
画
材
に
と
も
な
う
技
法
」、
す
な
わ
ち
画
材
の
も
つ
そ
の
潜
在
的
可
能

性
を
現
勢
化
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
技
法
）
が
あ
る
と
著
者
が
考
え
て
い

る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
レ
ー
の
作
品
世
界
を
そ
の
創
造
過
程
を
跡
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
そ
れ
を
「
生
成
の
相
」

の
も
と
に
捉
え
る
こ
と
こ
そ
本
書
の
課
題
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

見
事
に
達
成
し
た
点
に
本
書
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

作
品
を
そ
の
完
成
態
に
お
い
て
で
は
な
く
「
生
成
の
相
」
の
も
と
に
捉
え
る

と
い
う
、
研
究
に
あ
た
っ
て
著
者
の
採
る
作
品
に
向
か
う
基
本
姿
勢
は
、『
カ

ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
』
に
お
け
る
そ
れ
と
本
質
的
に
同
一
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
こ
の
基
本
姿
勢
は
後
期
の
美
術
研
究
を
と
お
し
て
一
貫
し
た
も

の
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
姿
勢
は
前
期
の
美
学
（
史
）
研
究
に
認
め
ら
れ
る

Ａ
⑴
の
特
徴
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
上
に
引
用
し
た
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
か
ら
の
一
節
の
末
尾
で
は
、
著
者
は

本
書
に
お
け
る
方
法
論
に
言
及
し
、
そ
れ
を
「
マ
チ
エ
ー
ル
の
現
象
学
」
と
い

う
標
語
の
も
と
に
捉
え
て
い
る
。
こ
の
「
マ
チ
エ
ー
ル
の
現
象
学
」
と
い
う
方

法
論
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
期
の
美
学
（
史
）
研
究
に
認
め

ら
れ
る
特
徴
Ａ
⑵
現
象
学
的
方
法
に
直
接
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
見
な
さ
れ

る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
に
言
う
「
マ
チ
エ
ー
ル
の
現
象
学
」
と
は
具
体
的
に
は
い

か
な
る
方
法
論
的
手
続
き
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
に

あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
本
書
に
お
い
て
著
者
が
ク
レ
ー
の
作
品
を
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
以

下
で
は
、
本
書
の
な
か
か
ら
と
く
に
ク
レ
ー
の
《
死
と
火
》（
一
九
四
〇
）（
図

9
）
に
関
す
る
記
述
（
一
六
七
―
八
頁
）
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
分
析
的
に
再

構
成
す
る
こ
と
で
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一
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こ
こ
で
著
者
は
作
品
を
構
成
す
る
主
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
お
よ
び
色
彩
を
析
出

し
た
う
え
で
、
注
意
深
い
観
察
に
も
と
づ
く
解
釈
的
記
述
を
と
お
し
て
そ
れ
ら

の
意
味
規
定
を
試
み
る
。
作
品
を
構
成
す
る
各
要
素
と
そ
の
意
味
規
定
と
を
以

下
に
列
挙
し
て
み
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

・
さ
れ
こ
う
べ
＝
死
の
象
徴

・
黄
色
い
球
＝
霊
魂

・ 

杖
を
手
に
し
た
人
物
＝
冥
府
の
河
の
渡
し
守
カ
ロ
ー
ン
、
も
し
く
は
小
舟
で

彼
岸
に
渡
ら
せ
ら
れ
る
死
者

・ （
三
本
の
）
黒
い
線
＝
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
と
き
に
使
わ
れ
た

犬
釘
＝
神
に
よ
る
救
済
の
象
徴

※ 

因
み
に
、『
カ
ン
ヴ
ァ
ス
世
界
の
名
画
23　

ク
レ
ー
』（
中
央
公
論
社
、
一
九

七
五
年
）
の
「
作
品
解
説
」
で
は
、
こ
の
三
本
の
犬
釘
に
つ
い
て
著
者
は
そ

れ
を
「
暴
力
と
苦
難
と
破
滅
を
約
束
す
る
」（
八
八
頁
）
も
の
と
解
釈
し
て

い
る
が
、
こ
の
点
は
注
目
に
値
す
る
。

・
赤
＝
火

・
白
み
を
帯
び
た
青
＝
水

・
黄
＝
土

※ 

火
、
水
、
土
は
、
自
然
を
形
作
る
三
つ
の
要
素
で
あ
り
、
死
と
は
自
然
と
一

体
化
す
る
こ
と
、も
し
く
は
彼
岸
に
お
い
て
生
き
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
作
は
、
死
に
直
接
・
間
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
数
々
の
意
味

形
象
（Sinnform

、
あ
る
一
定
の
意
味
を
担
っ
た
形
象
記
号
）
と
意
味
色
彩

（Sinnfarbe

、
あ
る
一
定
の
意
味
を
担
っ
た
色
彩
記
号
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
死
そ
の
も
の
」
も
し
く
は
「
ク
レ
ー
の

死
生
観
」
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
美
的
体
験
主
体
と
し
て
の
観
者
が
本
作
か
ら
感
受
す
る
そ
の
体
験
内
容

は
、
死
が
も
た
ら
す
恐
怖
や
不
安
、
あ
る
い
は
絶
望
と
い
っ
た
そ
の
暗
黒
面
で

は
な
く
、「
ク
レ
ー
の
死
に
対
す
る
明
る
い
諦
念
」で
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

作
品
の
主
題
と
観
者
の
美
的
体
験
内
容
と
の
間
の
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
齟
齬
が
生

ず
る
の
か
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

図9　�パウル・クレー《死と火》1940年、46×44cm、カ
ンヴァスにジュート麻布貼付、その上に黒の糊絵の
具で、下地の色を残して線描、油絵の具で彩色、パ
ウル・クレー財団、ベルン美術館、ベルン
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

こ
こ
に
は
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
表
現
の
う
ち
に
、
ク
レ
ー
の
死
に
対
す
る

明
る
い
諦
念
と
い
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
い
ま
「
明
る
い
諦
念
」
と

述
べ
た
が
、
ク
レ
ー
の
死
生
観
の
表
現
で
あ
る
こ
の
作
品
が
、
深
刻
な
表

情
を
示
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
に
、
軽
や
か
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
の

風
情
を
み
せ
、
観
者
の
目
に
も
死
へ
の
恐
怖
、
不
安
感
を
起
こ
さ
せ
な
い

の
は
、
材
料
の
粗
い
ジ
ュ
ー
ト
麻
布
の
織
り
目
が
、
彩
色
さ
れ
て
い
て
も

地
色
を
残
し
、
ク
レ
ー
の
い
わ
ゆ
る
点
描
的
手
法

4

4

4

4

4

と
同
じ
効
果
を
生
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
麻
布
の
淡
褐
色
が
柔
ら
か
い
地
の
色
と
し
て
働

い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。（
一
六
八
頁
）

　

す
な
わ
ち
、
死
に
直
接
・
間
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
数
々
の
意
味
形
象
と
意

味
色
彩
か
ら
構
成
さ
れ
た
作
品
の
意
味
世
界
（
暗
黒
の
死
）
は
、
し
か
る
べ
き

技
法
を
と
お
し
て
そ
の
潜
在
的
可
能
性
が
現
勢
化
さ
れ
た
マ
チ
エ
ー
ル（
麻
布
）

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
一
定
の
情
緒
的
色
調
（Gefühlston

、

「
軽
る
み
」
と
も
呼
べ
る
明
澄
さ
）
を
帯
び
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

意
味
世
界
が
（
美
的
な
）
藝
術
世
界
（
死
に
対
す
る
明
る
い
諦
念
）
へ
と
変
容

を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

　

ク
レ
ー
の
《
死
と
火
》
に
関
す
る
記
述
を
め
ぐ
る
以
上
の
分
析
的
考
察
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば
、
ク
レ
ー
の
作
品
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
方
法
論
を
な

す
「
マ
チ
エ
ー
ル
の
現
象
学
」
と
は
、
し
か
る
べ
き
技
法
を
と
お
し
て
は
じ
め

て
そ
の
潜
在
的
可
能
性
が
現
勢
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
マ
チ
エ
ー
ル
」
を
基

盤
と
し
て
、
そ
の
も
と
に
い
か
に
し
て
美
的
意
識
の
志
向
対
象
と
し
て
の
藝
術

現
象
（
作
品
世
界
）
が
美
的
（
感
情
）
体
験
を
と
お
し
て
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て

立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
試
み
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三　

前
期
と
後
期
と
の
内
的
関
連
性

　

以
上
西
田
先
生
の
ご
研
究
を
前
期
と
後
期
に
わ
た
っ
て
概
観
し
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
前
期
に
お
け

る
美
学
（
史
）
研
究
と
後
期
に
お
け
る
美
術
研
究
と
の
内
的
関
連
性
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

両
者
の
内
的
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
は

本
稿
一
に
示
し
た
前
期
に
お
け
る
美
学
（
史
）
研
究
に
認
め
ら
れ
る
主
要
な
諸

特
徴
の
分
類
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
後
期
に
お
け
る
美
術
研
究
と
ど

の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
を
個
々
に
確
認
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
（
な
お

各
項
目
の
末
尾
に
関
連
す
る
前
期
の
論
攷
番
号
を
記
し
て
お
い
た
）。

Ａ　

方
法
論
上
の
特
徴

⑴
成
立
史
的
方
法
：
①
、
⑥

　

本
稿
二
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
特
徴
は
と
り
わ
け
⑨
『
カ
ン
デ
ィ

ン
ス
キ
ー
研
究
』
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
、
作
品
を
「
生
成
の
相
」
に
お
い
て

捉
え
る
と
い
う
そ
の
基
本
姿
勢
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
特
徴
は
⑩
『
パ
ウ
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ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
』
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑵
現
象
学
的
方
法
：
②
、
⑦
、
⑧

　

こ
の
特
徴
に
つ
い
て
も
す
で
に
本
稿
二
に
お
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
「
マ
チ
エ
ー
ル
の
現
象
学
」
を
そ
の
方
法
論
と
し
て
採
用
す
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
、
⑩
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
』
に
直
接
関
係
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

Ｂ　

問
題
関
心
上
の
特
徴

⑴ 

問
題
関
心
の
藝
術
哲
学
へ
の
傾
斜
（
と
く
に
藝
術
創
造
過
程
に
対
す
る
強
い

問
題
関
心
）：
③
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑧

　

も
と
よ
り
⑨
と
⑩
を
（
少
な
く
と
も
狭
義
で
の
）
藝
術
哲
学
と
し
て
捉
え
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
藝
術
創
造
過
程
に
向
け
ら
れ
た
問
題
関
心
に
か
ぎ
っ

て
言
う
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
関
心
が
後
期
の
美
術
研
究
を
推
進
す
る
主

た
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
特
徴

が
後
期
の
美
術
研
究
に
認
め
ら
れ
る
諸
特
徴
の
な
か
で
と
り
わ
け
重
要
な
位
置

を
占
め
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

⑵
造
形
藝
術
に
関
す
る
関
心
：
⑤
、
⑥
、
⑧

　

こ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
何
ら
説
明
も
要
せ
ぬ
ま
で
に
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
こ
の
問
題
関
心
を
強
く
抱
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
期
に
お
い
て

西
田
先
生
は
美
術
研
究
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

⑶ 

藝
術
作
品
の
本
質
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
原
点
と
す
べ
き
自
己
の
美

的
（
感
情
）
体
験
の
重
視
：
⑥
、
⑦
、
⑧

　

こ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
本
稿
二
に
お
い
て
、
⑨
の
「
序
に
か
え
て
」
に
記
さ

れ
た
「
大
失
態
」
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
⑩
に

あ
っ
て
は
「
自
己
の
美
的
（
感
情
）
体
験
」
は
作
品
研
究
に
あ
た
っ
て
の
方
法

論
で
あ
る
「
マ
チ
エ
ー
ル
の
現
象
学
」
の
理
論
構
制
の
う
ち
に
明
確
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
重
要
性
が
一
層
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
藝

術
現
象
と
し
て
の
作
品
世
界
と
は
、
自
己
の
美
的
（
感
情
）
体
験
を
と
お
し
て

は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る
美
的
意
識
の
志
向
対
象
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
言
付
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
Ｂ
に
挙
げ
た
問
題
関
心
は
そ
の
い
ず

れ
も
が
美
学
（
史
）
研
究
を
と
お
し
て
喚
起
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
美
学
（
史
）
研
究
に
従
事
す
る
以
前
に
数
多
く
の
藝
術
作
品
（
そ
こ
で
は

と
く
に
造
形
藝
術
作
品
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
）

に
接
す
る
な
か
で
自
ず
か
ら
醸
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
漠
と
し

た
そ
の
関
心
は
美
学
（
史
）
研
究
に
従
事
す
る
な
か
で
理
論
的
な
基
盤
を
得
て

よ
り
確
固
た
る
も
の
と
し
て
覚
知
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
動
因
と

な
っ
て
後
期
の
美
術
研
究
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
前
期
に
お
け
る
美
学
（
史
）
研
究
に
認
め
ら
れ
る
個
々
の
特
徴
と
後
期

に
お
け
る
美
術
研
究
と
の
対
応
関
係
を
確
認
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か

ら
前
期
に
お
け
る
美
学
（
史
）
研
究
と
後
期
に
お
け
る
美
術
研
究
と
が
内
的
に

密
接
な
関
連
性
を
も
つ
こ
と
は
も
は
や
絮
説
を
要
せ
ず
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

四　
「
内
か
ら
の
美
学
」

　

私
が
大
学
院
生
だ
っ
た
時
期
に
西
田
先
生
か
ら
「
阿
部
（
次
郎
）
先
生
は
晩

年
「
内
か
ら
の
美
学
」
の
重
要
性
を
説
い
た
が
、
私
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、

ク
レ
ー
研
究
は
あ
る
意
味
こ
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て

あ
る
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
お
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

本
章
で
は
西
田
先
生
の
こ
の
言
葉
を
ひ
と
つ
の
導
き
と
し
て
、
前
期
に
お
け

る
美
学
（
史
）
研
究
か
ら
後
期
に
お
け
る
美
術
研
究
へ
の
展
開
の
意
味
を
探
っ

て
み
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
た
め
に
は
阿
部
次
郎
の
説
く
「
内
か
ら
の
美
学
」

と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
美
学
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
ず
は
こ
の
点
に
つ
い

て
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

阿
部
は
「
内
か
ら
の
美
学
」
に
つ
い
て
、
そ
の
著
『
美
学
』（
初
版
一
九
一

七
年
）
が
一
九
五
〇
年
に
勁
草
書
房
か
ら
再
刊
さ
れ
た
際
に
あ
ら
た
に
付
さ
れ

た
「
再
刊
序
言
」
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
（『
阿
部
次
郎
全
集
』
第
三
巻
、
角

川
書
店
、
一
九
六
一
年
、
二
一
九
―
三
三
頁
）。
阿
部
は
一
九
二
三
年
に
東
北

帝
国
大
学
法
文
学
部
美
学
講
座
教
授
に
就
任
し
た
後
十
年
ば
か
り
経
っ
た
頃
よ

り
自
己
の
美
学
体
系
の
構
築
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
の
と

こ
ろ
戦
時
下
の
大
学
を
取
り
巻
く
困
難
な
状
況
の
も
と
で
こ
れ
を
断
念
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
実
現
し
え
な
か
っ
た
美
学
体
系
の
基
盤
を
な
す
も
の
こ

そ
他
な
ら
ぬ「
内
か
ら
の
美
学（die Ä

sthetik von innern heraus

）」で
あ
っ

た
。
阿
部
は
こ
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

周
知
の
ご
と
く
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
美
學
を
「
上
か
ら
」（von oben

）
の
美

學
と
「
下
か
ら
」（von unten

）
の
美
學
に
區
別
し
、
自
ら
は
下
か
ら
の

美
學
の
途
を
寀
る
こ
と
を
宣
言
し
て
そ
の
實
現
に
努
力
し
た
。〔
…
〕
し

か
し
今
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る

4

4

4

4

美
學
の
全
野
を
麭
括
せ
む
と
す
る
と
き
、

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
こ
の
二
つ
の
對
立
形
成
で
は
明
ら
か
に
不
充
分
で
あ
る
。

既
に
上
か
ら

4

4

4

又
は
下
か
ら

4

4

4

と
云
ふ
と
き
、
直
ち
に
發
生
す
る
疑
問
は
ど
こ
4

4

へ4

で
あ
る
。
上
か
ら

4

4

4

と
は
上
か
ら
ど
こ
へ

4

4

4

で
あ
る
か
。
下
か
ら

4

4

4

と
は
下
か

ら
ど
こ
へ

4

4

4

で
あ
る
か
。
こ
の
兩
者
の
歸
趨
と
な
る
中
心
的
美
學
問
題
は
そ

れ
自
身
と
し
て
「
内
か
ら
」
解
か
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
。
む
し

ろ
一
切
の
美
學
的
方
法
の
對
立
は
「
内
か
ら
」
と
「
外
か
ら
」（von 

aussen

）
と
の
對
立
の
方
が
根
本
的
で
、
上
か
ら

4

4

4

と
云
ひ
下
か
ら

4

4

4

と
い
ふ

も
ま
た
外
か
ら

4

4

4

の
一
種
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。〔
…
〕さ
う
し
て「
内

か
ら
」
の
美
學
も
ま
た
可
能
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
そ
の
權
利
を
主
張
す

る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
外
か
ら

4

4

4

の
美
學
は
、
こ
の
内
か
ら

4

4

4

の
美

學
の
基
礎
が
な
け
れ
ば
常
に
浮
動
し
て
他
の
文
化
諸
學
に
寄
食
す
る
外
に

存
立
の
地
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。（
二
二
六
頁
）

　

こ
の
一
節
に
お
い
て
阿
部
は
、
美
学
一
般
を
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
代
表
さ
れ
る

観
念
論
的
美
学
と
し
て
の
「
上
か
ら
の
美
学
（die Ä

sthetik von oben

）」
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と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
美
学
に
代
表
さ
れ
る
経
験
論
的
実
験
美
学
と
し
て
の
「
下
か

ら
の
美
学
（die Ä

sthetik von unten

）」
と
に
二
分
す
る
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
考

案
し
た
上
―
下
の
分
類
軸
に
加
え
、
そ
れ
を
「
内
か
ら
の
美
学
」
と
「
外
か
ら

の
美
学
」
と
に
二
分
す
る
内
―
外
の
分
類
軸
を
あ
ら
た
に
提
案
す
る
。
そ
し
て

そ
の
う
え
で
阿
部
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
分
類
軸
に
つ
い
て
、
前
者
に
比
べ
後
者

が
よ
り
根
本
的
な
分
類
軸
で
あ
り
、
他
方
で
、
上
―
下
の
分
類
軸
は
そ
も
そ
も

内
―
外
の
分
類
軸
を
構
成
す
る
一
方
の
極
で
あ
る
「
外
」
か
ら
派
生
し
た
も
の

に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
上
か
ら
の
美
学
」
と
「
下
か
ら
の
美
学
」
は
そ
の

い
ず
れ
も
が
「
外
か
ら
の
美
学
（die Ä

sthetik von aussen

）」
の
下
位
種

に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
上
か
ら
の
美
学
」
と
「
下
か
ら
の
美
学
」

の
両
者
を
包
摂
す
る
「
外
か
ら
の
美
学
」
を
最
終
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
こ
そ

「
内
か
ら
の
美
学
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、「
内
か
ら
の
美
学
」
は
美
学

一
般
を
可
能
と
す
る
根
本
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
阿

部
は
「
ま
づ
内
か
ら
の
美
學
へ
！
」
を
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
る
こ
と
に
な

る
（
二
二
八
頁
）。

　

美
学
一
般
に
と
っ
て
そ
の
根
本
基
盤
を
な
す
こ
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
は
、

美
的
体
験
の
本
質
を
理
解
す
る
と
と
も
に
そ
の
内
部
構
造
を
解
明
す
る
と
い
う

美
学
の
中
心
課
題
に
応
え
る
も
の
と
言
え
る
が
（
二
二
七
―
八
頁
）、
阿
部
は

こ
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
が
、
⑴
美
的
体
験
の
対
象
の
な
か
に
分
け
入
っ
て
、

そ
の
内
部
か
ら
対
象
を
理
解
す
る
、
⑵
美
的
体
験
の
主
体
と
し
て
の
自
己
の
う

ち
に
対
象
理
解
の
根
拠
を
求
め
る
、
と
い
う
二
つ
の
契
機
か
ら
な
る
と
考
え
る

（
二
二
九
頁
。
こ
の
二
つ
の
契
機
に
見
ら
れ
る
「
理
解
（V

erstehen

）」
は
、

そ
の
通
常
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
流
の
意
味
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
な
お
こ
の
点
も
含
め
、阿
部
の
「
理
解
」

概
念
に
つ
い
て
詳
し
く
は
「
理
解
と
解
釋
」〔『
阿
部
次
郎
全
集
』
第
九
巻
、
角

川
書
店
、
一
九
六
一
年
、
三
二
三
―
七
一
頁
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
す
な
わ

ち
「
内
か
ら
の
美
学
」
は
、
美
的
対
象
に
対
し
て
客
観
的
（
対
象
的
）
側
面
と

主
観
的
側
面
と
の
両
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
美
的
体
験
の
本
質
理

解
と
そ
の
内
部
構
造
の
解
明
を
可
能
に
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
に
つ
い
て
阿
部
は
さ
ら
に
続
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
る
。

内
か
ら

4

4

4

の
美
學
は
、
具
體
的
歷
史
的
所
産
と
し
て
多
く
の
藝
術
品
の
理
解

を
蓄
積
し
て
、
こ
れ
を
類
型
化
し
つ
ゝ
體
系
的
に
美
の
摡
念
に
到
達
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
手
續
を
閑
却
す
る
限
り
我
ら
の
内
か
ら

4

4

4

の
美
學
も

ま
た
瘦
せ
細
つ
て
蒼
ざ
め
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、von innen 

heraus

に
一
つ
一
つ
の
藝
術
品
の
理
解
を
深
め
て
、
そ
れ
〴
〵
に
そ
の

特
有
の
美
の
本
質
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
私
の
美
學
的
思
索
の
重
要
な
作

業
の
一
つ
と
な
っ
た
。（
二
二
八
―
九
頁
）

　

す
な
わ
ち
、「
内
か
ら
の
美
学
」
が
た
ん
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、し
か
る
べ
き
実
質
を
具
え
た
生
産
的
な
学
的
営
為
と
な
る
た
め
に
は
、
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

自
己
の
美
的
体
験
に
即
し
て
個
々
の
藝
術
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
須
の
前

提
要
件
と
な
る
の
で
あ
る
。「
内
か
ら
の
美
学
」
に
関
す
る
こ
う
し
た
理
解
は
、

先
に
指
摘
し
た
「
内
か
ら
の
美
学
」
を
形
作
る
二
つ
の
契
機
か
ら
の
直
接
的
な

帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
内
か
ら
の
美
学
」
を
形
作
る
二
つ

の
契
機
を
構
成
す
る
「
美
的
体
験
の
対
象
」
を
と
く
に
藝
術
作
品
に
限
定
し
て

捉
え
る
と
き
、「
内
か
ら
の
美
学
」
に
関
す
る
右
記
の
理
解
が
得
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
か
ら
、「
内
か
ら
の
美
学
」
と
の
関
係
に
お
い
て
阿

部
は
、
自
然
の
産
物
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
美
的
対
象
に
も
ま
し
て
藝
術
を
重

視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
）。

　

と
こ
ろ
で
阿
部
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
あ
ま
た
の
美
学
理
論
の
な
か
で
と
く

に
「
内
か
ら
の
美
学
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
現
象
学
的
美
学
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
阿
部
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
代
の
美
學
中
そ
の
志
向
に
お
い
て
我
々
の
内
か
ら
の

4

4

4

4

美
學
と
最
も
接
近

す
る
も
の
は
現
象
學
的
美
學
で
あ
る
、「
事
柄
そ
の
も
の
へ
！
」（Zur 

Sache selbst !

）
と
い
ふ
そ
の
標
語
は
、
我
ら
の
美
學
に
も
ま
た
揭
げ
得

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
二
二
九
頁
）

　
「
内
か
ら
の
美
学
」
が
現
象
学
的
美
学
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
も
ま
た

「
内
か
ら
の
美
学
」
を
形
作
る
二
つ
の
契
機
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

⑴
の
契
機
は
美
的
体
験
を
そ
の
対
象
（
客
観
）
の
側
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
、
ま

た
⑵
の
契
機
は
美
的
体
験
を
そ
の
体
験
主
体
（
主
観
）
の
側
か
ら
捉
え
る
こ
と

を
意
味
す
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
美
的
体
験
を
意
識
の
志
向
性
を
も
と
に
美

的
ノ
エ
マ
と
美
的
ノ
エ
シ
ス
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
現
象
学
的
美
学

の
理
解
と
基
本
的
に
同
型
の
理
論
構
制
を
具
え
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、「
内
か
ら
の
美
学
」
の
要
点
を
箇
条
書
き
に
示
す

な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ⅰ 

「
内
か
ら
の
美
学
」
は
、
美
的
体
験
の
対
象
の
な
か
に
分
け
入
っ
て
、
そ
の

内
部
か
ら
対
象
を
理
解
す
る
。

ⅱ 

「
内
か
ら
の
美
学
」
は
、
美
的
体
験
の
主
体
と
し
て
の
自
己
の
う
ち
に
対
象

理
解
の
根
拠
を
求
め
る
。

ⅲ 

「
内
か
ら
の
美
学
」
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
美
的
体
験
に
即
し
て
個
々
の
藝

術
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
須
の
前
提
要
件
と
な
る
。

ⅳ 

「
内
か
ら
の
美
学
」
は
現
象
学
的
美
学
と
内
的
に
密
接
な
関
係
に
立
つ
。

　

以
上
阿
部
の
提
唱
す
る
「
内
か
ら
の
美
学
」
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
こ
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
と
の
関
連
に
お
い
て

西
田
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
前
期
に
お
け
る
西
田
先
生
の
美
学
（
史
）
研
究
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、

前
期
の
美
学
（
史
）
研
究
に
あ
っ
て
も
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
「
内
か
ら
の

美
学
」
と
の
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
に
挙
げ
た
「
内
か
ら
の
美

学
」
の
要
点
と
本
稿
一
に
挙
げ
た
前
期
の
美
学
（
史
）
研
究
に
認
め
ら
れ
る
主
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美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
一
号

要
な
諸
特
徴
と
を
関
連
づ
け
る
か
た
ち
で
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
な

ら
ば
、
要
点
ⅱ
は
Ｂ
⑶
の
特
徴
と
、
ま
た
要
点
ⅳ
は
Ａ
⑵
の
特
徴
と
そ
れ
ぞ
れ

間
接
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
前
期
の
美

学
（
史
）
研
究
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
は
ⅲ
の
要
点
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
ⅰ
と
の
関
連
も
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
内
か
ら

の
美
学
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
、
前
期
に
お
け
る
こ
う

し
た
美
学
（
史
）
研
究
の
欠
点
（
こ
の
欠
点
は
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
「
内
か
ら

の
美
学
」
と
し
て
捉
え
た
際
の
欠
点
で
あ
っ
て
、
美
学
〔
史
〕
研
究
そ
れ
自
体

と
し
て
の
欠
点
で
は
な
い
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
）
を
補
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
先
生
ご
自
身
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
の
確
立
に
向
け
て
あ
ら
た

な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
が
後
期
に
お
け
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
研

究
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

後
期
に
お
け
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
研
究
を
「
内
か
ら
の
美
学
」

の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
捉
え
る
こ
う
し
た
理
解
（
こ
れ
は
本
章
冒
頭
に
記
し

た
よ
う
に
西
田
先
生
ご
自
身
の
理
解
で
も
あ
っ
た
）
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
後

期
の
西
田
先
生
の
ご
研
究
を
「
内
か
ら
の
美
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
返
す

こ
と
が
つ
ぎ
な
る
課
題
と
な
る
が
、こ
こ
で
は
上
に
挙
げ
た
「
内
か
ら
の
美
学
」

の
四
つ
の
要
点
に
即
し
て
こ
の
課
題
に
応
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
要
点
ⅰ
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、「
美
的
体
験
の
対
象
の
な
か
に
分
け

入
っ
て
、
そ
の
内
部
か
ら
対
象
を
理
解
す
る
」（
阿
部
自
身
の
言
葉
で
は
「
對

象
の
中
に
潛
入
し
て
、對
象
の
内
か
ら
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
」〔
二
二
九
頁
〕）

と
い
う
表
現
は
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
比
喩
に
過
ぎ
ず
、
具
体
的
に
そ
れ
が
い
か

な
る
作
業
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
後
期
の

美
術
研
究
に
お
い
て
こ
の
要
点
ⅰ
に
示
さ
れ
た
作
業
課
題
は
、
作
品
を
完
成
態

に
お
い
て
で
は
な
く
そ
の
「
生
成
の
相
」
の
も
と
に
理
解
す
る
こ
と
と
し
て
捉

え
返
さ
れ
、
そ
の
方
向
で
こ
の
課
題
に
応
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、『
カ

ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
』
で
採
用
さ
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
分
析
に
も
と
づ
く
成
立

史
的
方
法
、『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
』
に
見
ら
れ
る
、
画
材
と
技
法
に
注

目
す
る
こ
と
で
そ
の
創
造
過
程
か
ら
ク
レ
ー
の
作
品
世
界
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

方
法
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
対
象
の
な
か
に
分
け
入
っ
て
、
そ
の
内
部
か
ら

対
象
を
理
解
す
る
」
た
め
の
方
途
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
要
点
ⅱ
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
対
象
理
解
の
根
拠
が
求
め
ら
れ

る
自
己
と
は
要
す
る
に
美
的
体
験
主
体
と
し
て
の
自
己
に
他
な
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
要
点
ⅱ
の
核
心
を
な
す
の
は
あ
く
ま
で
「
自
己
の
美
的
（
感
情
）
体
験
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、「
自
己
の
美
的（
感
情
）

体
験
」
に
と
っ
て
そ
の
必
須
の
前
提
要
件
と
な
る
の
は
「
納
得
の
ゆ
く
ま
で
自

分
の
眼
で
見
」
る
こ
と
で
あ
り
、西
田
先
生
は
こ
の
「
自
分
の
眼
で
見
る
こ
と
」

を
、『
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
研
究
』
の
「
序
に
か
え
て
」
に
紹
介
さ
れ
た
「
大

失
態
」
を
契
機
に
、
美
術
作
品
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
自
ら
が
厳
守
す
べ
き

第
一
の
モ
ラ
ル
と
し
て
心
に
刻
む
こ
と
に
な
る
。
一
方
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の

芸
術
』
に
お
い
て
は
、「
自
己
の
美
的
（
感
情
）
体
験
」
は
作
品
研
究
に
あ
た
っ

て
の
方
法
論
で
あ
る
「
マ
チ
エ
ー
ル
の
現
象
学
」
の
理
論
構
制
の
う
ち
に
明
確
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
重
要
性
が
一
層
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
け

だ
し
藝
術
現
象
と
し
て
の
作
品
世
界
と
は
、
自
己
の
美
的
（
感
情
）
体
験
を
と

お
し
て
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る
美
的
意
識
の
志
向
対
象
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

要
点
ⅲ
に
つ
い
て
は
も
は
や
絮
説
を
要
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
右
に
も
指
摘
し
た

よ
う
に
前
期
の
美
学
（
史
）
研
究
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
の

要
件
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
を
満
た
す
こ
と
で
自
己
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
を
確

立
す
べ
く
西
田
先
生
は
そ
の
後
期
に
お
い
て
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
研

究
に
向
か
っ
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
要
点
ⅳ
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
要
点
ⅳ
と
の
関
係
で
と
く

に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
』
に
お
い
て
「
マ
チ
エ
ー

ル
の
現
象
学
」
と
い
う
方
法
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
要
点
ⅳ
は
あ

く
ま
で
「
内
か
ら
の
美
学
」
と
現
象
学
的
美
学
が
内
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、「
内
か
ら
の
美
学
」
は
そ
の
方
法
論
を
現

象
学
的
美
学
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
主
張
を
お
こ
な
う
も
の
で
は
な

い
。
だ
と
す
れ
ば
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
』
に
お
い
て
一
種
の
現
象
学
的

方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
た
し
か
に
要
点
ⅳ
は
も
と
よ
り
「
内
か
ら
の
美
学
」
は
そ
の
方
法
論
を

現
象
学
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
翻
っ
て「
内
か
ら
の
美
学
」の
方
法
論
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る（
べ

き
）
か
と
問
い
返
す
と
き
、
少
な
く
と
も
『
美
学
』
の
「
再
刊
序
言
」
の
な
か

に
そ
の
明
確
な
回
答
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
た
し
か
に
要
点
ⅰ
と
要
点

ⅱ
は
「
内
か
ら
の
美
学
」
の
方
法
論
と
の
関
わ
り
を
も
つ
も
の
の
、
そ
れ
を
た

だ
ち
に
「
内
か
ら
の
美
学
」
に
関
す
る
方
法
論
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
）。
こ
う
し
た
な
か
で
、
そ
の
理
論
上
の
親
近
性
を
も
と
に
「
内
か
ら
の

美
学
」
の
方
法
論
と
し
て
現
象
学
的
美
学
の
方
法
論
（
端
的
に
言
え
ば
現
象
学
）

を
採
用
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田
先
生

ご
自
身
が
は
た
し
て
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
今

と
な
っ
て
は
も
は
や
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
上
記

の
方
法
論
上
の
問
題
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
自
己
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
を
展

開
し
た
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
芸
術
』
に
お
い
て
西
田
先
生
が
現
象
学
的
方
法

を
採
用
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
の
妥
当
な
対
応
と
し
て
十
分
評
価
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
本
章
で
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
西
田
先
生
の
言
葉
を
ひ
と
つ
の
導
き
と
し

て
、
阿
部
の
提
唱
す
る
「
内
か
ら
の
美
学
」
と
の
関
連
に
お
い
て
西
田
先
生
の

ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
考
察
を
と
お
し

て
後
期
に
お
け
る
西
田
先
生
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
研
究
を
先
生
ご

自
身
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
の
試
み
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ

る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
前
期
に
お
け
る
美
学
（
史
）

研
究
を
ひ
と
つ
の
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
深
化
・
拡
張
す
る
こ

と
で
自
己
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
を
展
開
し
た
も
の
が
他
な
ら
ぬ
後
期
に
お
け
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美　

術　

史　

学　
　

第
四
十
一
号

る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
研
究
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊

　

昭
和
二
十
四
年
八
月
二
十
七
日
に
阿
部
次
郎
の
還
暦
祝
賀
記
念
会
が
東
北
大

学
構
内
で
催
さ
れ
た
（
阿
部
は
昭
和
十
七
年
に
還
暦
を
迎
え
て
い
た
が
、
当
時

の
時
局
柄
還
暦
祝
賀
記
念
会
は
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
因
み
に
、
会
が

催
さ
れ
た
八
月
二
十
七
日
は
阿
部
の
六
十
七
回
目
の
誕
生
日
で
あ
っ
た
）。
そ

の
挨
拶
の
な
か
で
阿
部
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

講
義
を
聴
い
た
人
は
御
存
知
の
は
ず
だ
が
、
僕
の
メ
ト
ー
デ
は„

von 

innen heraus＂

と
い
ふ
メ
ト
ー
デ
で
あ
る
。
上
か
ら
の
美
學
で
も
な
く
、

下
か
ら
の
で
も
な
く
、中
か
ら
の
メ
ト
ー
デ
を
も
っ
た
美
學
が
成
立
す
る
。

こ
れ
を
諸
君
の
中
の
誰
か
に
繼
承
し
て
物
に
し
て
貰
う
こ
と
を
期
待
し
て

ゐ
る
。（『
阿
部
次
郎
全
集
』
第
十
七
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
、
二

〇
三
頁
）

　

寄
る
年
波
と
病
後
の
身
体
の
衰
弱
か
ら
も
は
や
自
分
に
は「
内
か
ら
の
美
学
」

を
完
成
さ
せ
る
だ
け
の
余
力
が
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
い
た
阿
部
は
、「
内
か
ら

の
美
学
」
の
完
成
を
自
分
が
育
て
上
げ
た
教
え
子
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
若
き

日
の
西
田
先
生
は
恩
師
で
あ
る
阿
部
次
郎
の
こ
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で

聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
西
田
先
生
が
こ
の
会
に
出
席
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

「
此
處
に
い
る
西
田
君
」〔
二
〇
二
頁
〕
と
い
う
阿
部
の
挨
拶
中
の
言
葉
か
ら
も

わ
か
る
が
、
当
時
西
田
先
生
は
東
北
大
学
文
学
部
美
学
講
座
の
助
手
と
し
て
カ

ン
ト
美
学
の
研
究
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
）。
阿
部
先
生
の
果
た
せ
な

か
っ
た
志
を
継
い
で
い
つ
の
日
か
自
分
自
身
の
「
内
か
ら
の
美
学
」
を
打
ち
立

て
よ
う
と
心
に
誓
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

―
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
四
半
世

紀
の
後
、
そ
の
誓
い
は
先
生
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
レ
ー
研
究
に
よ
っ
て

見
事
に
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
、
西
田
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る
べ
く
、
そ
こ
に

顕
著
に
認
め
ら
れ
る
主
要
な
諸
特
徴
に
注
目
し
な
が
ら
前
期
に
お
け
る
美
学

（
史
）
に
関
す
る
諸
論
攷
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、後
期
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

研
究
、
ク
レ
ー
研
究
に
つ
い
て
前
期
の
美
学
（
史
）
研
究
に
示
さ
れ
た
諸
特
徴

を
ひ
と
つ
の
参
照
点
と
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
前
期
に
お
け
る
美
学

（
史
）
研
究
と
後
期
に
お
け
る
美
術
研
究
と
の
内
的
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
、

さ
ら
に
は
阿
部
次
郎
の
提
唱
す
る
「
内
か
ら
の
美
学
」
と
の
関
連
に
お
い
て
先

生
の
ご
研
究
全
体
の
歩
み
を
捉
え
返
す
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
「
西
田
先
生
は
そ
の
研
究

の
方
向
を
美
学
（
史
）
研
究
か
ら
美
術
史
研
究
へ
と
転
じ
た
の
か
」
と
い
う
問
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西
田
秀
穂
先
生
を
追
悼
し
て

―
先
生
の
ご
研
究
の
歩
み
を
振
り
返
る

―

い
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
明
確
な
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

前
期
に
お
け
る
美
学
（
史
）
研
究
を
そ
の
内
的
必
然
性
に
導
か
れ
て
深
化
・
拡

張
さ
せ
た
も
の
が
後
期
に
お
け
る
美
術
研
究
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ

の
内
的
関
連
性
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
に
は
断
絶
で
は
な
く
む
し
ろ

連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
、
と
。
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
美
学
者
と
し
て
の
西

田
秀
穂
と
美
術
史
家
と
し
て
の
西
田
秀
穂
と
い
う
二
人
の
西
田
秀
穂
が
い
た
の

で
は
な
く
、
西
田
秀
穂
は
あ
く
ま
で
一
人
の
篤
実
な
研
究
者
と
し
て
そ
の
都
度

自
ら
に
課
し
た
課
題
を
荷
い
な
が
ら
藝
術
の
本
質
を
究
明
す
べ
く
歩
一
歩
と
着

実
に
そ
の
歩
み
を
進
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
足
跡
を
と
ど
め
た
も
の
が
先
生
の

遺
さ
れ
た
一
連
の
論
攷
、
著
作
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

＊

　

今
次
こ
の
拙
文
を
も
の
す
機
会
を
与
え
ら
れ
、
あ
ら
た
め
て
西
田
先
生
の
ご

論
攷
と
著
作
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
読
書
を

と
お
し
て
、
学
生
時
代
に
そ
れ
ら
を
最
初
に
読
ん
だ
際
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た

い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点
や
議
論
を
あ
ら
た
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
前
先
生
が
折
に
触
れ
て
語
っ
て

こ
ら
れ
た
お
言
葉
の
い
く
つ
か
が
鮮
明
に
甦
る
と
と
も
に
、
よ
う
や
く
自
分
な

り
に
そ
の
真
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
叶
っ
た
。
こ
の
嬉
し
い
驚
き
を
と
も
な
っ

た
稀
有
な
る
経
験
を
と
お
し
て
私
は
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
も
な
お
先
生

が
お
導
き
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
の
思
い
を
強
く
し
、
深
く
感
じ
入
っ
た
次
第
で

あ
る
。

　

筆
を
擱
く
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
先
生
か
ら
賜
っ
た
学
恩
に
対
し
衷
心
よ

り
謝
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、先
生
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。
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