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黒
崎
　
宏
著

　
　
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
涯
と
哲
学
』

　
本
書
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
示
す
通
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
伝
記
で

あ
り
、
そ
の
哲
学
解
釈
の
書
物
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
関
す
る

邦
語
文
献
と
し
て
は
質
量
と
も
に
現
在
最
高
水
準
を
誇
る
意
欲
作
の
出
現
と
言

え
よ
う
。
著
者
黒
崎
宏
に
は
同
じ
く
動
草
書
房
よ
り
『
科
学
と
人
間
！
ウ
ィ

ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
（
一
九
七
七
年
）
が
あ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ

シ
ュ
タ
イ
ン
に
学
び
、
そ
の
影
響
下
に
現
に
あ
る
研
究
者
の
目
に
映
つ
た
現
代

の
科
学
哲
学
の
諸
相
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
．

　
前
著
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
な
る
も
の
に
照
明
を
当
て
た
と
す
る
な

ら
、
本
書
は
ま
さ
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
を
イ
ン
そ
の
も
の
に
照
明
を
当
て
た
著

作
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
著
者
も
認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
た
び
の
『
ウ
ィ
ト
ゲ

ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
生
涯
と
哲
学
』
に
お
い
て
は
、
「
彼
の
思
想
史
上
の
位
置
と

か
、
哲
学
お
よ
び
哲
学
以
外
の
分
野
へ
の
彼
の
影
響
な
ど
」
（
三
四
七
ぺ
ー
ジ
）

へ
の
言
及
は
省
か
れ
て
い
る
。

　
私
の
現
在
の
関
心
は
、
実
は
著
者
が
明
記
し
、
か
つ
実
際
に
そ
う
し
て
い
る

本
書
の
守
備
範
囲
外
へ
も
広
が
つ
て
い
る
。
も
つ
と
正
直
に
言
え
ば
、
そ
の
守

備
範
囲
外
の
方
に
私
の
関
心
は
傾
き
が
ち
で
．
そ
の
意
味
で
私
は
極
力
フ
ェ
ア

ー
な
評
者
た
ら
ん
と
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
例
え
ば
著
者
が
「
全
体
と

　
　
　
紹
介
と
批
評

し
て
は
そ
れ
ら
へ
の
言
及
を
た
め
ら
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
四
ぺ
ー
ジ
）
も
の
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
ジ
ャ
ニ
ク
と
ト
ゥ
1
ル
、
・
・
ソ
の
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
ウ
ィ
ー
ン
』
（
藤
村
龍
雄
訳
、
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
七
八
年
）
を

私
と
し
て
は
同
時
代
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
位
置
、
つ
ま
り
カ

ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
ら
と
の
共
通
意
識
を
間
う
た
著
作
と
し
て
、
是
非
と
も
評
価

し
た
い
と
今
で
も
思
つ
て
い
る
。

　
以
下
私
は
私
の
関
心
の
あ
り
か
を
も
示
し
つ
つ
、
著
者
の
議
論
の
ポ
イ
ソ
ト

を
押
え
る
こ
と
で
、
本
欄
の
担
当
者
の
責
を
果
し
た
い
と
思
う
．

o

　
本
書
の
論
証
の
ポ
イ
ソ
ト
の
第
一
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
名
を
有

名
に
し
た
あ
の
『
論
理
的
－
哲
学
的
論
考
』
が
何
の
書
で
あ
る
の
か
を
め
ぐ
つ

て
い
る
．
黒
崎
は
言
う
。
「
た
し
か
に
、
彼
が
『
論
考
』
を
書
い
た
と
き
は
、

「
倫
理
的
な
る
も
の
」
が
念
頭
を
去
ら
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
論

考
』
そ
の
も
の
を
素
直
に
読
め
ぽ
、
や
は
り
「
こ
の
本
の
意
義
は
倫
理
的
な
も

の
で
あ
る
」
と
言
う
に
は
、
抵
抗
が
あ
る
。
『
論
考
』
自
体
の
構
成
は
、
必
ず

し
も
そ
う
な
つ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
二
西
ぺ
ー
ジ
）
つ
ま
り
論
考
自
体

の
構
成
か
ら
考
え
る
と
、
『
論
考
』
の
結
語
と
し
て
有
名
な
「
人
は
、
語
り
得

ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
、
そ
の
語
り
得
ぬ
も

の
に
は
「
倫
理
的
な
る
も
の
」
だ
け
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
に
は

抵
抗
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
．

　
た
し
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
雑
誌
編
集
者
フ
ィ
ヅ
カ
ー
ヘ
の
手
紙

の
中
で
次
の
よ
う
に
言
つ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
「
倫
理
的
な
る
も
の
（
山
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
…
　
　
（
一
四
三
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

安
喜
。
冨
）
が
、
私
の
本
に
よ
つ
て
、
い
わ
ば
内
側
か
ら
境
界
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
す
．
そ
し
て
私
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
な
る
も
の
は
、
厳
格
に

は
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
境
界
づ
け
ら
れ
得
る
の
で
す
．
要
す
る

に
、
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
は
〔
私
の
本
に
お
い
て
〕
、
多
く
の
人
々

　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

が
今
日
駄
弁
を
弄
し
て
い
る
事
柄
〔
倫
理
的
な
る
も
の
〕
の
全
て
に
つ
い
て

〔
書
か
な
い
で
〕
沈
黙
を
守
り
、
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
私
は
、
私

の
本
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
事
柄
〔
を
彼
ら
か
ら
救
い
出
し
、
そ
し
て
そ
〕
の

全
て
に
、
し
つ
か
り
し
た
場
所
を
与
え
た
の
で
す
．
」
（
一
二
八
ぺ
ー
ジ
．
な
お

〔
　
〕
の
中
は
黒
崎
補
）
。

　
こ
の
手
紙
か
ら
す
る
と
、
あ
の
「
語
り
得
ぬ
も
の
」
と
は
、
や
は
り
「
倫
理

的
な
る
も
の
」
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
黒
崎
は

『
論
考
』
の
倫
理
的
側
面
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
た
の
は
、
あ
の
「
フ
ィ
ッ
カ
ー
ヘ

の
手
紙
と
い
う
の
が
、
実
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
γ
が
フ
ィ
ッ
カ
ー
ヘ

『
論
考
』
を
い
わ
ば
売
り
込
む
た
め
の
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
な
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
」
（
一
三
二
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。

　
『
論
考
』
そ
の
も
の
に
即
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン

は
結
語
七
の
二
つ
手
前
の
六
・
五
三
に
お
い
て
、
「
哲
学
の
正
し
い
方
法
と
は
、

本
来
次
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
．
語
り
得
る
も
の
以
外
、
何
も
語
ら
ぬ
こ
と
．

し
た
が
つ
て
、
自
然
科
学
の
命
題
以
外
、
何
も
語
ら
ぬ
こ
と
；
そ
れ
ゆ
え
、

哲
学
と
は
何
の
関
係
も
な
い
事
以
外
、
何
も
語
ら
ぬ
こ
と
ー
。
そ
し
て
、
誰

か
他
の
人
が
何
か
形
而
上
的
な
事
柄
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
時
に
は
、
常
に
そ

の
人
に
、
あ
な
た
は
自
分
の
命
題
の
中
の
或
る
記
号
に
何
の
意
味
も
与
え
て
い

な
い
の
だ
、
と
い
う
事
を
指
摘
し
て
や
る
こ
と
」
（
一
二
九
ー
一
三
〇
ぺ
ー
ジ
）
だ

一
二
四
　
　
（
一
四
三
二
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
黒
崎
は
こ
の
個
所
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
に
よ

れ
ば
、
「
形
而
上
的
な
る
も
の
」
を
語
ら
ん
と
す
る
命
題
は
、
そ
の
中
に
無
意

味
な
記
号
が
含
ま
れ
て
い
る
事
に
よ
つ
て
、
無
意
味
な
命
題
な
の
で
あ
る
．
即

ち
、
「
形
而
上
的
な
る
も
の
」
は
、
本
来
は
言
葉
に
な
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
つ
て
そ
れ
も
．
「
倫
理
的
な
る
も
の
」
と
同
様
に
、
「
語
り
得
ぬ
も
の
」

な
の
で
あ
る
。
」
（
コ
ニ
○
ぺ
ー
ジ
）
．

　
こ
こ
で
黒
崎
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
喚
起
せ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
も
そ
も
形
而
上
的
な
る
も
の
は
無
意
味
だ
と
言
つ
て
い

る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ

は
「
要
す
る
に
．
「
形
而
上
的
な
る
も
の
」
を
語
ら
ん
と
す
る
命
題
は
無
意
味

だ
、
と
い
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
．
「
形
而
上
学
的
な
る
も
の
」
は
無
意
味
だ
、

と
言
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
論
考
』
に
は
、
「
形

而
上
的
な
る
も
の
」
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
／
『
論
考
』
は
、
／
「
世
界
は
、
成

り
立
つ
て
い
る
事
の
全
体
で
あ
る
。
」
e
／
と
い
う
命
題
で
始
ま
る
が
、
こ
の

「
世
界
」
と
は
、
全
く
「
形
而
上
的
な
る
も
の
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
二
二

〇
ぺ
ー
ジ
）
と
。

　
以
上
の
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
『
論
考
』
は
倫
理
の
書
と
い
う
よ

り
、
形
而
上
学
の
書
だ
と
い
う
黒
崎
の
解
釈
に
関
し
て
、
私
は
一
面
に
お
い
て

賛
成
で
あ
り
、
別
の
一
面
に
お
い
て
は
異
議
を
唱
え
た
い
と
思
う
。

　
賛
成
の
方
か
ら
言
う
と
、
『
論
考
』
に
は
形
而
上
的
な
る
も
の
が
あ
ふ
れ
て

い
る
と
の
指
摘
、
そ
し
て
語
り
得
ぬ
も
の
と
し
て
主
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
が
形
而
上
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
黒
崎
は
言
つ
て
い



る
．
「
『
論
考
』
は
、
存
在
論
か
ら
始
ま
り
、
言
語
論
を
経
て
、
「
命
題
の
一
般

形
式
」
で
頂
点
に
達
す
る
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
壮
大
な
形
而
上
学
の
書
で
あ

り
、
言
語
論
の
書
で
あ
り
、
知
識
論
の
書
で
あ
る
、
と
い
う
事
に
な
ろ
う
．
一

言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
世
界
が
正
し
く
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
書
」

な
の
で
あ
る
．
そ
し
で
同
時
に
そ
れ
は
、
倫
理
の
書
で
も
あ
り
、
人
生
の
書
で

も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
」
（
一
四
五
ぺ
ー
ジ
）
．

　
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
私
も
思
う
。
世
界
を
正
し
く
見
え
る
よ
う
に
す
る
の

を
阻
ん
で
い
る
も
の
こ
そ
、
従
来
の
哲
学
”
形
而
上
学
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
而

上
学
に
よ
つ
て
批
判
す
る
と
い
う
、
つ
ま
り
一
つ
の
形
而
上
学
を
も
う
一
つ
の

形
而
上
学
が
批
判
す
る
と
い
う
本
来
の
意
味
の
形
而
上
学
批
判
の
書
が
、
こ
の

『
論
考
』
な
の
で
あ
る
（
た
だ
、
世
界
を
正
し
く
見
さ
せ
な
い
従
来
の
哲
学
あ
る
い
は

哲
学
者
と
し
て
、
具
体
的
に
は
何
の
こ
と
、
誰
の
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
が
考

え
て
い
た
の
か
は
、
黒
崎
の
本
書
の
守
備
範
囲
を
越
え
る
こ
と
で
言
及
は
な
い
が
、
私
に

は
興
味
の
あ
る
点
で
あ
る
）
。

　
そ
し
て
．
こ
の
本
来
の
意
味
の
形
而
上
学
批
判
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ

が
や
つ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
、
正
確
に
言
え
ば
『
論
考
』
を
形
而
上
学

を
攻
撃
す
る
非
形
而
上
学
の
書
だ
と
誤
解
し
て
歓
迎
し
た
サ
ー
ク
ル
に
、
ウ
ィ

ー
ン
学
団
が
あ
り
、
こ
れ
が
周
知
の
よ
う
に
論
理
実
証
主
義
者
た
ち
の
母
体
と

な
つ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
誤
解
が
な
け
れ
ば
論
理
実
証
主
義
も
哲
学
史
の
一

ぺ
ー
ジ
を
飾
る
こ
と
も
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
歴
史
の

事
実
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
黒
崎
は
言
う
．
「
要
す
る
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
論
理
実
証
主
義

者
達
は
、
と
き
に
一
見
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
つ
て
い
て
も
、
そ
の
背
景
は
全

　
　
　
紹
介
と
批
評

く
違
う
の
で
お
る
。
実
際
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
四
福
音
書
に
つ
い
て

の
ト
ル
ス
ト
イ
の
書
物
に
強
く
影
響
さ
れ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
畏
敬
の
念
を
持

ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
理
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
論

理
実
証
主
義
者
達
に
は
考
え
ら
れ
な
い
事
な
の
で
あ
る
．
」
（
二
〇
三
ぺ
ー
ジ
．
）

　
な
お
一
言
し
て
お
く
と
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
形
成
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
学

団
の
中
に
は
、
当
時
す
で
に
『
論
考
』
が
形
而
上
学
的
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

て
い
た
人
物
が
少
な
く
と
も
一
人
は
い
た
．
そ
れ
が
後
に
統
一
科
学
運
動
な
ど

を
国
際
的
に
精
力
的
に
展
開
し
た
オ
ッ
ト
ー
・
ノ
イ
ラ
ー
ト
で
あ
る
（
ノ
イ
ラ

ー
ト
に
関
し
て
は
拙
稿
「
ウ
ィ
：
ン
学
団
に
お
け
る
科
学
と
政
治
」
、
『
法
学
研
究
』
第
四

八
巻
第
一
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
一
方
、
異
議
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
黒
崎
が
倫
理
的
な
る
も
の
を
領
域
的
な

も
の
と
し
て
し
か
考
え
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ソ
自
身
も
先
の
フ
ィ
ッ
カ
ー
ヘ
の
手
紙
の
中
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
倫
理

的
な
る
も
の
を
領
域
的
に
境
界
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
そ

れ
に
黒
崎
は
即
し
て
い
る
だ
け
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
何
の
言
葉
も
な

い
が
、
し
か
し
私
は
倫
理
的
な
る
も
の
と
は
、
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
と
い
う
具

合
に
対
象
的
に
領
域
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
人
間
の
態
度

と
い
う
主
体
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
．

　
こ
れ
は
私
の
み
の
こ
と
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
P
・
エ
ソ
ゲ
ル
マ
ソ
、
あ

る
い
は
先
の
ジ
ャ
ニ
ク
、
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ソ
ら
も
人
問
の
態
度
と
し
て
の
倫
理
を

『
論
考
』
の
中
に
見
い
出
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
私
は
か
つ
て
本
誌
に
次
の

よ
う
に
書
い
た
。
「
エ
ソ
ゲ
ル
マ
ソ
に
し
ろ
、
ジ
ャ
ニ
ク
、
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
に

し
ろ
、
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
真
に
重
要
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介
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批
評

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
語
れ
ば
虚
偽
の
入
り
こ
む
種
類
の
こ
と
が
ら
は
、
語
り

え
ぬ
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
語
る
ま
い
と
決
意
す
る
と
こ
ろ
に
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
流
に
言
え
ば
倫
理
的
品
位
が
あ
る
の
だ
と
、
ま
た
一
方
、
そ
の
決

意
を
公
け
に
す
る
こ
と
で
、
虚
偽
が
入
り
こ
ん
で
い
る
の
に
入
り
こ
ん
で
い
な

い
よ
う
に
語
る
ウ
ィ
ー
ソ
人
の
態
度
を
浮
き
上
ら
せ
、
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ゥ
ス
流

に
言
え
ば
現
代
の
偽
善
を
攻
撃
し
た
の
だ
と
、
つ
ま
り
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ソ
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
倫
理
学
の
書
だ
と
、
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
．
」

（
『
法
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
一
〇
号
、
二
一
ぺ
ー
ジ
）
．

　
つ
ま
り
、
あ
る
一
定
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
倫
理
の
書
だ
と
い
う
の

で
は
な
く
て
、
書
い
て
い
る
人
間
の
態
度
か
ら
倫
理
の
書
だ
と
考
え
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
ゴ
譜
る
と
示
す
と
の
区
別
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
．
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
語
る
こ
と
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
示
す
こ
と
に
よ
つ
て
倫
理
的
だ

つ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
一
言
し
て
お
け
ば
、
語
ら
ず
に
示
す
と
い
う
時

の
、
そ
の
示
す
こ
と
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
大
き
な
は
じ
ら
い
を
感
じ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ

タ
イ
ソ
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
な
つ
て
も
出
来
る
こ
と
は
、
「
語
り
得
ぬ
も
の
を
暗

示
す
る
」
（
三
二
七
ぺ
ー
ジ
）
が
せ
い
ぜ
い
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
は
じ
ら
い
と
い
う
点
は
、
私
は
少
し
も
否
定
的
な
意
味
で
言
つ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
独
我
論
に
は
私
は
否
定
的
な

意
味
で
ア
マ
チ
ュ
ア
を
感
ず
る
．

　
私
の
世
界
の
限
界
が
私
の
言
語
に
よ
つ
て
画
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
ー
そ
れ

は
当
面
何
に
よ
つ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
で
も
構
わ
な
い
、
た
だ
私
に
よ
つ
て

限
界
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
点
が
重
要
だ
と
評
者
に
は
思
わ
れ
る
ー
「
世
界
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
二
六
　
　
（
一
四
三
四
）

は
私
の
世
界
で
あ
る
」
（
五
・
六
二
）
と
い
う
独
我
論
が
生
ま
れ
る
．
し
た
が
つ
て

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
お
い
て
は
、
「
主
体
は
世
界
に
属
す
る
の
で
は
な

く
、
世
界
の
限
界
な
の
で
あ
る
」
（
五
・
六
三
二
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
独
我
論
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
的
認
識
論
の
次
元
の
議
論
で
は

な
い
．
こ
れ
は
存
在
論
で
あ
る
。
私
は
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
存
在

論
に
は
組
み
し
な
い
。
私
は
他
者
と
の
関
係
の
可
能
性
を
考
慮
し
た
存
在
論
の

思
弁
の
方
を
好
む
。
私
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
な
く
、
A
・
N
・
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
存
在
論
の
側
に
つ
ぎ
た
い
と
思
つ
て
い
る
．
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
は
そ
の
『
過
程
と
実
在
』
の
中
で
簡
潔
に
彼
の
存
在
論
を
定
式
化
し
て
い

る
．
「
多
は
一
と
な
り
、
一
つ
だ
け
増
し
加
え
る
」
で
あ
る
．

　
思
想
の
次
元
で
解
説
す
れ
ば
、
私
の
思
想
は
多
く
の
先
輩
、
同
輩
の
思
想
を

吸
収
し
、
自
ら
の
内
部
で
私
自
身
の
思
想
と
し
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
る
．
そ
の

結
果
、
思
想
の
数
は
私
の
思
想
分
だ
け
、
つ
ま
り
一
つ
だ
け
増
加
す
る
。
そ
し

て
次
に
私
の
同
輩
、
後
輩
は
少
な
く
と
も
私
以
前
よ
り
は
一
つ
は
増
加
し
た
多

く
の
思
想
を
吸
収
し
（
勿
論
そ
の
際
に
特
に
私
の
思
想
が
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
保
証
は

な
い
）
、
私
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
思
想
の
数
を
一
つ
増
し
加
え
る
．
こ
う
い
う

プ
・
セ
ス
を
通
つ
て
進
行
す
る
の
が
思
想
の
運
動
で
あ
り
、
存
在
の
運
動
で
あ

る
．
こ
の
種
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
存
在
論
は
持

つ
て
い
な
い
と
私
は
思
う
．
存
在
に
関
す
る
思
弁
の
際
に
は
、
他
者
と
い
う
存

在
を
も
説
明
の
中
に
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
他
者
を
入
れ
ら
れ
な
い
所
に
、
私
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の

ペ
ル
ゾ
ー
ン
を
見
る
思
い
も
す
る
．
そ
し
て
そ
の
点
を
自
閉
症
的
と
い
う
よ
う

な
言
葉
で
片
付
け
る
気
持
ち
か
ら
は
私
は
ほ
ど
遠
い
．
存
在
の
苦
悩
に
近
い
の



は
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
か
私
か
は
、
自
明
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

⇔

　
本
書
の
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
前
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
か
ら
後
期
の

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
の
、
と
く
に
語
の
意
味
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の

か
に
つ
い
て
の
考
え
の
変
化
の
間
題
、
言
い
換
え
れ
ば
彼
の
『
哲
学
的
探
究
』

は
何
の
書
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
．

　
本
書
第
四
章
「
後
期
の
哲
学
の
成
立
（
一
匹
…
丁
一
九
四
九
年
）
」
は
、
次
の

文
章
で
始
ま
る
．
す
な
わ
ち
、
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
後
期
の
哲
学
は
、

一
般
に
は
、
『
青
色
本
』
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
る
事
が
多
い
．
そ
れ
は
一
つ
に

は
彼
が
、
『
哲
学
的
文
法
』
に
お
い
て
未
だ
引
き
ず
つ
て
い
た
「
語
の
意
味
と

は
、
文
法
に
お
け
る
そ
の
語
の
位
置
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
『
青
色
本
』
に

お
い
て
は
払
い
落
と
し
、
そ
こ
か
ら
彼
の
新
し
い
意
味
論
が
軌
道
に
乗
つ
た
、

と
い
う
事
に
よ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
－
…
彼
の
後
期
の
哲
学
は
『
哲
学
的

探
究
』
に
お
い
て
ほ
ぼ
そ
の
全
貌
を
現
わ
す
…
…
。
」
（
二
二
〇
ぺ
ー
ジ
）
。

　
つ
ま
り
、
『
青
色
本
』
で
は
「
語
の
『
意
味
』
と
は
、
現
実
に
お
け
る
そ
の

語
の
「
使
用
」
で
あ
り
、
そ
の
語
の
「
担
い
手
」
と
か
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
か

「
心
の
状
態
」
と
か
い
つ
た
も
の
、
要
す
る
に
何
ら
か
の
対
象
的
な
も
の
、
で

は
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
」
（
二
二
〇
⊥
三
一
ぺ
ー
ジ
）
．
言
い
換
え
れ
ば
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
青
色
本
』
で
行
な
つ
た
の
は
、
い
わ
ぽ
意
味
の

対
象
理
論
（
二
二
一
ぺ
ー
ジ
）
へ
の
戦
い
だ
つ
た
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

『
青
色
本
』
で
は
語
が
文
法
的
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
『
青
色
本
』
は
一
九
三
三
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
の
学
期
に
お
け
る

　
　
　
紹
介
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評

ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
口
述
筆
記
の
ノ
ー
ト
だ
つ
た
が
、
翌
学
期
に
は
別

の
口
述
筆
記
を
行
な
つ
た
。
そ
れ
が
『
茶
色
本
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
こ

の
本
の
特
徴
は
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
で
あ
る
．
厳
密
に
言
う
と
、
『
茶
色
本
』
以

前
に
も
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
『
茶
色

本
』
に
お
い
て
初
め
て
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
は
言
語
の
形
態
か
ら
生
活
の
形
態
へ

と
移
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
よ
り
一
層
の
自
覚
と
表
明
は
、
だ

が
『
哲
学
的
探
究
』
を
待
た
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
。

　
『
哲
学
的
探
究
』
の
中
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
こ
う
言
つ
い
て
る
．

「
私
は
ま
た
、
言
語
と
そ
れ
が
織
り
込
ま
れ
る
行
為
の
全
体
を
も
、
「
言
語
ゲ
ー

ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
」
つ
ま
り
こ
こ
で
は
言
語
と
行
為
が
織
り
な
す
一

つ
の
織
物
が
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
織

物
は
生
活
と
も
．
規
則
に
従
う
こ
と
と
も
」
慣
習
と
も
、
社
会
と
も
表
現
さ
れ

て
い
る
．
こ
う
し
た
、
語
の
意
味
を
語
が
使
用
さ
れ
る
具
体
的
な
場
の
な
か
に

求
め
る
と
い
う
考
え
方
の
変
更
に
は
、
ど
ん
な
動
機
が
あ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
黒
崎
は
前
期
と
後
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に

言
つ
て
い
る
．
「
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
『
論
考
』
と
『
探
究
』
の
ち
が
い
を

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
論
考
』
に
お
い
て
は
、
誤
解
を
回
避
す
る
た
め
に
記

号
言
語
が
採
用
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
『
探
究
』
に
お
い
て
は
、
誤
解
を
回
避
す

る
た
め
に
、
語
の
使
用
に
つ
い
て
の
展
望
を
持
つ
こ
と
が
実
行
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
」
（
三
二
二
ぺ
ー
ジ
）
軌
ま
た
、
「
か
く
し
て
『
論
考
』
に
お
い
て
と
同
様

に
、
『
探
究
』
に
お
い
て
も
、
哲
学
は
や
は
り
基
本
的
に
は
「
言
語
批
判
」
で

あ
る
こ
と
に
な
る
．
す
な
わ
ち
、
哲
学
は
、
理
論
で
は
な
く
批
判
活
動
で
あ

り
、
戦
い
な
の
で
あ
る
．
」
（
…
西
ぺ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
こ
の
哲
学
と
い
う
批
判
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介
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活
動
に
よ
つ
て
「
我
々
は
呪
縛
か
ら
、
迷
い
か
ら
、
脱
却
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
そ
れ
は
．
何
か
新
し
い
も
の
を
獲
得
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
元
の
状

態
、
本
来
の
状
態
に
戻
つ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
．
」
（
三
二
六
ぺ
ー
ジ
）
。

　
黒
崎
は
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
お
け
る
非
連
続
性
と
連
続

性
の
両
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
黒
崎
の
結
論
と
し
て
は
そ
の
う
ち
の
連

続
面
の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
．
つ
ま
り
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
用
語
な
ら
エ

ン
ト
ツ
ァ
ウ
ベ
ル
ン
ク
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
即
せ
ば
「
ハ
ニ
に
ハ
エ

取
り
壷
か
ら
脱
出
す
る
道
を
示
し
て
や
る
こ
と
」
（
『
探
究
』
節
三
〇
九
）
が
ウ
ィ

ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
生
涯
の
課
題
で
あ
つ
た
、
と
い
う
の
が
黒
崎
の
結
論

で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
お
け
る
意
味
論
の
変
化
は
、
彼
の
思
想

の
変
化
で
は
な
く
て
、
そ
の
深
化
に
伴
な
う
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
本
書
の
著
者
黒
崎
と
は
逆
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
お
け
る
非
連
続

面
を
強
調
す
る
代
表
選
手
は
B
・
ラ
ヅ
セ
ル
だ
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の
問
題
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
交
通
整
理
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る

か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
非
連
続
面
に
照
明
を
当
て
た
時
に
は
、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
自
己
批
判
な
ど
が
明
ら
か
に
な
つ
た
り
し
た
ら
面

白
い
と
思
う
。

　
最
後
に
本
書
に
対
す
る
私
の
不
満
を
二
つ
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
本
稿
を

閉
じ
た
い
と
思
う
．
一
つ
目
は
、
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ

イ
ン
の
哲
学
そ
の
も
の
を
、
著
者
自
身
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
点
へ
の
言
及
が
私
の
見
る
限
り
一
言
も
な
い
こ
と
に
、
私
は
や
は
り
さ
び
し

さ
を
禁
じ
得
な
い
．
「
私
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
片
言
隻
旬
に
訳
も
な

く
魅
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
一
五
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
天
　
　
（
一
四
三
六
）

（
二
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
文
章
は
私
の
期
待
す
る
答
え
に
は
な
ら
な
い
．

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
不
満
は
、
著
老
が
本
書
中
で
官
と
い
う
言
葉
を
不
適

切
に
三
度
使
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
．
ラ
ッ
セ
ル
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン

の
指
導
教
官
に
な
つ
た
と
い
う
個
所
（
三
ニ
ペ
ー
ジ
）
、
「
私
の
試
験
官
達
」
の
個

所
（
四
七
ペ
ー
ジ
）
、
そ
し
て
ラ
ム
ゼ
イ
が
指
導
教
官
、
ム
ー
ア
が
試
験
官
と
い

う
個
所
（
一
八
O
ぺ
ー
ジ
）
で
あ
る
．
官
と
い
う
日
本
語
は
、
戦
前
的
な
感
覚
で

言
え
ば
天
皇
か
ら
給
料
を
も
ら
つ
て
い
る
人
間
の
こ
と
を
言
う
わ
け
で
、
私
学

の
大
学
教
授
が
な
ぜ
官
な
の
か
理
解
に
苦
し
む
．
わ
れ
わ
れ
が
指
導
教
授
と
い

う
と
こ
ろ
を
、
官
学
で
は
指
導
教
官
と
呼
ぶ
習
慣
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の

言
葉
を
現
在
私
学
の
教
授
職
に
あ
り
、
か
つ
「
言
語
批
判
に
よ
る
知
性
の
解

放
」
（
三
二
七
ぺ
ー
ジ
）
を
め
ざ
し
た
哲
学
者
に
傾
倒
す
る
研
究
者
が
、
た
と
え

出
身
が
官
学
で
あ
ろ
う
と
、
誤
用
す
る
の
で
は
、
不
満
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う
。

　
い
や
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
学
ぶ
社
会
科
学
者
な
ら
ば
、
こ
う
し
た

一
定
の
言
葉
の
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
の
さ
れ
方
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
何
ら
か
の

社
会
分
析
を
思
い
つ
く
か
も
知
れ
な
い
．
A
・
バ
ー
チ
の
『
代
表
』
は
そ
う
し

た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
例
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
私
の
紹
介
と
批
評
は
、
実
は
本
書
の
半
分
を
占
め
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ

ュ
タ
イ
ソ
の
生
涯
に
関
す
る
記
述
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
つ
て
こ
な
か
つ
た
点

で
、
は
な
は
だ
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
も
の
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
著
者
も
「
本

書
は
、
今
目
私
が
抱
い
て
い
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
像
を
、
そ
の
生
涯
と

哲
学
を
か
ら
ま
せ
て
、
一
冊
の
本
の
中
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
描
き
込
む
、
と
い
う

事
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
」
（
一
ぺ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
お
り
、
ま
こ
と
に
著
老
に



は
失
礼
な
こ
と
を
し
て
し
ま
つ
た
と
思
つ
て
い
る
。

　
私
は
最
後
に
著
者
へ
の
不
満
を
表
明
し
た
が
、
そ
も
そ
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ

タ
イ
ン
に
指
の
先
も
焦
げ
ん
ば
か
り
に
打
ち
込
ん
で
い
な
け
れ
ぱ
本
書
を
も
の

に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
つ
た
は
ず
で
、
著
者
の
そ
の
努
力
に
は
改
め
て
敬

意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
．

　
黒
崎
宏
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
生
涯
と
哲
学
』
（
勤
草
書
房
、
一
九

　
　
八
○
年
、
三
五
四
ぺ
ー
ジ
＋
面
、
三
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
　
修
三

紹
介
と
批
評

一
二
九
　
　
（
一
四
三
七
）


