
後
期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
は
最
も
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
西
田
は
、
は
じ
め
か
ら
「
歴

史
」
の
問
題
に
特
別
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
初
期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、

「
歴
史
」
と
い
う
語
が
現
れ
る
こ
と
さ
え
稀
で
あ
る
。
西
田
の
「
歴
史
哲
学
」
は
、
昭
和
期
、
そ
の
後
期
思
想
に
至
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し

「
歴
史
」
と
い
う
語
が

と
こ
ろ
で
、
あ
る
哲
学
に
お
い
て
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
が
真
に
本
質
的
な
位
置
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
単
純
な
こ
と
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
確
か
に
「
歴
史
哲
学
」
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
「
歴
史
」
を
支
配
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
「
理
性
」
と
い
う

も
の
を
前
提
す
る
へ
ｌ
ゲ
ル
の
立
場
で
は
、
「
歴
史
」
が
真
の
意
味
で
本
質
的
な
問
題
と
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
基

本
的
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
は
、
「
歴
史
」
は
結
局
、
「
理
性
」
の
自
己
実
現
の
過
程
に
解
消
さ
れ
る
外
な
い
。
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
が
真
の

意
味
で
中
心
問
題
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
景
に
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
基
本
的
立
場
ｌ
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
し
、
ア
ブ

た
も
の
な
の
で
あ
る
。

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
（
杉
本
）

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
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け
」
（
３
）
が
開
か
れ
た
と
説
く
。

リ
ォ
リ
な
原
理
に
基
づ
く
「
歴
史
」
の
構
成
を
徹
底
的
に
拒
否
し
た
ラ
ン
ヶ
の
よ
う
な
ｌ
が
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
西
田
が
「
歴
史
」
に
つ
い
て
論
じ
た
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
歴
史
哲
学
」
は
、
西
田
に
と
っ
て
真
に
本
質
的
な
位
置
を
占
め

て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
田
の
「
歴
史
哲
学
」
は
、
真
に
「
歴
史
哲
学
」
を
可
能
に
す
る
基
本

的
立
場
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
多
く
の
西
田
哲
学
研
究
で
は
専
ら
否
定
的
に
答
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
中
村
雄
二
郎
氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
見
解
（
ｌ
）

は
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
中
村
氏
に
よ
れ
ば
、
西
田
の
立
場
は
本
来
、
精
神
的
・
内
面
的
な
領
域
の
み
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
立
場
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
「
歴
史
哲
学
」
を
論
ず
る
こ
と
は
本
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
寧
ろ
、
西
田
の
立
場
を
「
歴
史
哲
学
」
に
適
用
さ
せ
る

の
は
、
適
用
範
囲
の
不
当
拡
大
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
田
に
厳
密
に
即
し
た
研
究
に
基
づ
い
て
上
の
よ
う
な
西
田
理
解
を
批
判
し
、
西
田
に
お
け
る
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
に
肯
定

的
な
評
価
を
与
え
る
研
究
も
近
年
現
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
橘
良
介
氏
に
よ
る
西
田
哲
学
研

究
（
２
）
で
あ
る
。
氏
は
、
特
に
中
村
氏
に
よ
る
西
田
論
に
言
及
し
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
見
解
を
明
快
に
批
判
し
て
い
る
。
大
橋
氏
は
、
初

期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
「
自
覚
」
が
、
確
か
に
自
己
の
内
面
に
閉
じ
こ
も
る
閉
鎖
的
な
傾
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
、

初
期
の
西
田
哲
学
に
限
っ
て
い
え
ば
、
中
村
氏
の
言
う
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
「
歴
史
」
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
め

る
。
し
か
し
氏
は
、
後
期
西
田
が
成
し
遂
げ
た
、
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
か
ら
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
と
い
う
一
つ
の
「
転

回
」
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
転
回
」
に
よ
っ
て
、
後
期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
．
他
者
」
と
出
会
う
歴
史
や
社
会
の
場
の
開

大
橋
氏
の
こ
の
議
論
は
、
西
田
に
お
け
る
「
歴
史
哲
学
」
の
意
味
を
再
評
価
す
る
た
め
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
論
の
論

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号
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述
も
こ
の
議
論
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
西
田
の
「
歴
史
哲
学
」
が
真
に
西
田
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
で
あ
り
え
た
と
い

う
こ
と
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
氏
の
議
論
の
中
で
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
一
に
、
こ
こ
で
の
論
点
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
と
「
歴
史
哲
学
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
「
世
界
」
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
処
ま
で
も
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
世
界
」
の
立
場
に
立

つ
と
い
う
こ
と
が
、
直
ち
に
「
歴
史
哲
学
」
ｌ
そ
れ
は
時
代
的
地
域
的
な
特
殊
性
に
か
か
わ
る
ｌ
に
つ
な
が
る
と
は
言
え
な
い
。
「
世

界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
に
よ
っ
て
「
歴
史
哲
学
」
が
成
立
す
る
と
い
う
主
張
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
可

能
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
更
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
大
橋
氏
が
、
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
を
「
「
他
者
」
と
出
会
う
歴
史
や
社
会
の
場
の
開
け
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と

に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
氏
は
、
「
自
己
が
他
者
と
出
会
う
場
所
…
そ
う
い
う
場
所
が
本
質
的
に
歴
史
的
・
社
会
的
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
い
」
（
４
）
と
説
く
。
し
か
し
、
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
「
自
己
」
と
「
他
者
」
と
い
う
個
人
同
士
の
関
係
か
ら
考
え
る
こ
と

の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
歴
史
」
に
お
い
て
問
題
と
な
る
「
種
」
的
な
る
も
の
は
、
単
に
「
個
」
の
集
合
と
し
て
は
考
え
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
（
５
）
。
こ
の
こ
と
は
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

上
に
言
及
し
た
大
橋
氏
の
研
究
は
、
「
歴
史
」
の
問
題
を
扱
う
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
寧
ろ
、
哲
学
全

体
を
視
野
に
入
れ
た
広
い
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
６
）
。
氏
の
研
究
に
お
い
て
、
「
歴
史
」
の
問
題
を
「
世
界
」
や
「
他
者
」
と

い
っ
た
問
題
と
特
に
区
別
し
て
論
ず
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
本
論

文
で
は
、
射
程
と
す
る
視
野
を
狭
い
範
囲
に
限
定
す
る
か
わ
り
に
、
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
に
よ
り
密
着
し
て
議
論
を
進
め
よ
う
と
思
う
。
本

論
文
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
西
田
哲
学
の
「
転
回
」
が
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
よ
り
厳
密
に
規

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
（
杉
本
）
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定
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
し
て
、
上
に
掲
げ
た
問
題
に
つ
い
て
、
西
田
の
議
論
に
即
し
て
一
つ
の
解
答
を
試
み
た
い
。

西
田
は
、
『
哲
学
の
根
本
問
題
続
編
』
（
昭
和
九
年
刊
）
に
お
い
て
、
以
前
の
自
身
の
立
場
を
自
己
批
判
し
、
一
つ
の
「
転
回
」
を
告
白
し

て
い
る
。
西
田
は
、
同
書
の
「
序
」
に
お
い
て
言
う
、
「
前
書
の
「
私
と
世
界
」
に
於
て
は
尚
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
と
い
ふ
立
場
が
主
と

な
っ
て
ゐ
た
と
思
ふ
。
従
っ
て
客
観
的
限
定
と
い
ふ
も
の
を
明
に
す
る
の
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
我
々
の
個
人
的
自
己
と
い
ふ
も
の
は
自
己

自
身
を
限
定
す
る
世
界
の
個
物
的
限
定
に
即
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
」
（
ご
ｇ
巴
（
７
）
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
か
ら
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
こ
そ
、
後
期
西
田
に
お
け
る
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
を
可

能
な
ら
し
め
た
と
さ
れ
る
「
転
回
」
で
あ
る
。

こ
の
「
転
回
」
か
ら
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
へ
の
行
程
を
跡
付
け
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
「
転
回
」
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め

よ
う
。
と
り
わ
け
こ
こ
で
は
、
西
田
の
こ
の
「
転
回
」
が
、
如
何
な
る
立
場
を
自
己
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

と
い
う
点
に
注
目
し
て
ゆ
き
た
い
。

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
を
解
明
す
る
た
め
に
参
考
に
な
る
の
が
、
後
期
の
西
田
が
繰
り
返
し
用
い
る
次
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。
③
「
個

物
は
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
個
物
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
逆
に
個
物
が
一
般
的

な
る
も
の
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。
…
真
の
個
物
と
い
ふ
べ
き
我
々
の
自
己
で
は
、
対
象
的
な
る
も
の
を
包
む
と
す
ら
考
へ

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
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③
「
個
物
は
自
己
自
身
を
限
定
す
る
」
Ｉ
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場

西
田
は
、
⑤
「
個
物
は
自
己
自
身
を
限
定
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
を
始
め
る
。
「
個
物
」
即
ち
我
々
の
「
自
己
」
と
い
う
も
の
は
、

何
処
ま
で
も
自
由
に
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
そ
れ
は
、
外
的
要
因
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
を
自
己
の
内
に
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
は
、
真
の
「
個
物
」
と
し
て
の
我
々
の
「
自
己
」
は

「
対
象
的
な
る
も
の
を
包
む
と
す
ら
考
へ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
真
に
独

立
的
な
「
個
物
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
個
物
」
の
思
想
を
典
型
的
に
表
す
の
は
、
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
け
る
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
思
想
で
あ
る
。

考
へ
ら
れ
な
い
」
（
ご
ざ
巴
。

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
同
）
。

詳
細
は
後
に
論
ず
る
と
し
て
、
③
は
西
田
が
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
（
昭
和
五
年
刊
）
で
提
示
し
た
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
に
、

⑥
は
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
昭
和
七
年
刊
）
に
お
け
る
「
私
と
汝
」
の
立
場
に
、
そ
れ
ぞ
れ
由
来
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
西

田
の
議
論
は
、
③
お
よ
び
⑤
を
経
て
⑤
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
的
展
開
は
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
お
よ
び
「
私
と
汝
」

と
い
う
二
つ
の
立
場
を
自
己
批
判
し
て
、
そ
れ
ら
を
止
揚
す
る
新
し
い
立
場
へ
と
「
転
回
」
を
遂
げ
て
ゆ
く
西
田
の
論
理
的
展
開
を
示
し
て

い
る
。
以
下
、
こ
れ
に
沿
っ
て
西
田
哲
学
の
「
転
回
」
を
概
観
し
よ
う
。

ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。
酎
呂
‐
巴
。
⑤
「
併
し
単
に
そ
れ
だ
け
に
て
個
物
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
な
い
。
個
物
は
個
物
に
対
す
る

と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
物
は
唯
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
唯
一
つ
の
個
物
と
い
ふ
も
の
は

考
へ
ら
れ
な
い
」
（
ご
ざ
巴
。
⑤
「
而
し
て
互
に
独
立
的
な
る
も
の
が
相
関
係
す
る
と
云
ふ
に
は
、
そ
の
間
に
媒
介
者
と
い
ふ
も
の
が
考
へ

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
（
杉
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「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
は
、
「
自
己
の
無
を
見
る
自
己
」
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
自
己
」
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
「
自
覚
」

と
い
え
ば
、
自
己
が
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
自
己
が
自
己
を
見
る
と
い
う
と
き
、
自
己
と
し
て
対
象
的
に
見
ら
れ

た
自
己
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
、
真
の
自
己
、
即
ち
現
に
見
て
い
る
自
己
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
見
る
自
己
は
、
見
ら
れ
た
自

己
が
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
次
元
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
見
る
自
己
は
「
無
」
命
産
圏
）
で
あ
る
。
こ
の

「
無
」
な
る
見
る
自
己
を
も
見
る
と
い
う
根
源
的
な
自
覚
が
、
西
田
の
言
う
「
絶
対
無
の
自
覚
」
で
あ
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
絶
対
無
の
自
覚
」
は
、
客
観
界
を
そ
の
う
ち
に
包
み
、
客
観
界
を
そ
こ
か
ら
基
礎
づ
け
る
意
義
を
有
し
て
い
る
。

つ
ま
り
西
田
は
、
客
観
的
な
世
界
は
す
べ
て
、
「
絶
対
無
の
自
覚
の
ノ
エ
マ
面
的
限
定
」
宙
産
亀
）
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。
「
絶
対
無
の
自
覚
」
は
、
何
処
ま
で
も
ノ
エ
シ
ス
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
客
観
的
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
己
自
身
を
限
定
し
、
様
々
な
方
向
に
抽
象
化
さ
れ
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
視
点
か
ら
ノ
エ
マ

的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
け
る
西
田
の
考
え
で
は
、
客
観
的
な
種
々
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ

「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
は
、
何
処
ま
で
も
「
自
己
」
の
奥
底
に
求
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
究
極
的
な
「
個
物
」
を
意
味
す
る
も
の
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
外
的
要
因
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
界
を
変
ず
る
。
こ

の
よ
う
な
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
は
、
ま
さ
に
③
の
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
「
転
回
」
に

お
い
て
、
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
と
い
う
一
面
に
偏
し
た
立
場
と
し
て
自
己
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
は
、
「
世
界
か
ら
見
る
」

立
場
へ
の
「
転
回
」
を
語
っ
た
上
の
引
用
の
中
で
、
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
で
は
「
客
観
的
限
定
と
い
ふ
も
の
を
明
に
す
る
の
が

不
十
分
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
客
観
的
限
定
」
と
い
う
視
点
こ
そ
、
そ
の
批
判
を
生
じ
さ
せ
た
視
点
で
あ
っ
た
。

に
成
立
す
る
。
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⑥
「
個
物
は
唯
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
」
ｌ
「
私
と
汝
」
の
立
場

西
田
は
か
く
し
て
、
③
の
観
点
を
自
己
批
判
し
、
⑥
「
個
物
は
唯
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
」
と
い
う
観
点
を
提
出
す
る
。
西

田
は
こ
こ
で
、
「
自
己
」
の
内
部
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
客
観
的
限
定
」
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
一
つ
の
「
個
物
」
に

対
す
る
「
他
の
個
物
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
に
お
け
る
「
私
と
汝
」
の
立
場
に
相
当
す
る
も

の
に
外
な
ら
な
い
。
「
私
と
汝
」
の
立
場
で
は
、
「
他
の
個
物
」
と
い
う
も
の
は
、
「
私
」
に
対
す
る
「
汝
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
自
然
的

な
物
質
は
我
々
の
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
他
の
人
格
、
即
ち
「
汝
」
の
み
は
、
「
私
」
の
構
成
に

な
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
汝
」
は
、
「
私
」
を
越
え
た
「
絶
対
の
他
」
で
あ
る
。
し
か
し
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
私
」
が

実
在
的
な
「
私
」
で
あ
り
う
る
の
は
、
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
と
し
て
の
「
汝
」
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
西
田
は
言
う
、
「
私

は
汝
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
で
あ
り
、
汝
は
私
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
で
あ
る
」
（
里
と
巴
。

そ
れ
で
は
、
「
個
物
」
が
「
他
の
個
物
」
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
個
物
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
私
」
が
絶
対
の
他
と

西
田
は
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
「
客
観
的
限
定
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
「
自
己
」
の
内
部
に
収
ま
ら
な
い
も
の
、
「
真
に
我
々
の
如
何

と
も
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
真
に
我
々
を
越
え
た
も
の
」
（
ご
巴
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
反
省
す
る
。
し
か
し
、

す
べ
て
を
「
自
己
」
の
中
に
包
も
う
と
す
る
③
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
最
も
根
源
的

な
実
在
を
「
自
己
」
の
内
部
に
求
め
、
そ
の
内
的
な
展
開
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
か
ら

は
、
「
自
己
」
の
外
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
そ
の
立
場
か
ら
は
、
「
自
己
」
Ｉ
そ
れ
が
如
何
に
根
源
的
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ｌ
の
主
観
性
を
越
え
た
客
観
的
な
る
も
の
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
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し
て
の
「
汝
」
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
可
能
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
無
の
自

覚
的
限
定
』
に
お
け
る
西
田
は
、
こ
れ
を
保
証
す
る
た
め
に
、
「
私
と
汝
と
相
逢
ふ
」
と
い
う
、
「
私
と
汝
」
の
直
接
的
な
人
格
的
関
係
を
も

ち
だ
す
。
「
私
」
は
、
「
汝
」
を
客
観
的
な
対
象
と
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
西
田
に
よ
れ
ば
、
外
界
を
媒
介
と
し
な
い
直
接
的

な
「
直
観
」
（
：
ｇ
）
あ
る
い
は
「
直
覚
」
（
農
置
）
に
よ
っ
て
ｌ
西
田
は
こ
れ
を
、
「
私
と
汝
」
の
「
応
答
」
（
爵
麗
）
、
あ
る
い
は

「
汝
」
の
「
呼
声
」
（
Ｑ
§
）
と
も
言
い
表
す
ｌ
、
絶
対
に
他
な
る
「
私
」
と
「
汝
」
と
が
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
言
う
、

「
私
と
汝
と
は
単
に
外
界
を
通
し
て
相
交
わ
る
の
で
は
な
い
、
人
格
的
自
己
と
し
て
の
私
と
汝
と
の
間
に
は
直
接
の
結
合
と
い
ふ
も
の
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
里
巴
。
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
に
お
け
る
「
私
と
汝
」
の
立
場
と
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
い
て
、
直
接
無
媒
介
な

二
つ
の
個
人
の
人
格
的
関
係
か
ら
す
べ
て
を
考
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
個
物
」
と
「
個
物
」
の
立
場
、
あ
る
い
は
「
私
と
汝
」
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
客
観
的
限
定
」
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
立
場
は
、
本
当
に
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
を
脱
却
し
た
立
場

と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
私
と
汝
」
の
立
場
に
も
満
足
し
な
い
。
西
田
は
、
「
転
回
」
に
際
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
「
私
と
汝
」
に
於
て
論
じ
た
所
は
個
物
的
限
定
、
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
立
場
が
主
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
従
っ
て
尚
個

人
的
自
己
の
立
場
か
ら
世
界
を
見
る
と
い
ふ
立
場
を
脱
し
て
ゐ
な
い
」
（
ご
曽
巳
。
確
か
に
、
「
私
と
汝
」
と
い
う
思
想
は
、
「
自
己
」
の
外

な
る
「
他
者
」
を
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
し
か
し
西
田
に
よ
れ
ば
、
単
に
独
立
な
二
つ
の
個
物
の
直
接
無
媒
介
な
関
係
は
、
な
お

「
個
人
的
自
己
の
立
場
」
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
・
西
田
は
言
う
、
「
唯
二
つ
の
も
の
の
相
互
限
定
は
、
一
つ
の
も
の
の
自
己
限
定
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
」
。
芦
巨
）
。
外
界
を
媒
介
と
し
な
い
単
に
二
つ
の
も
の
の
直
接
的
な
関
係
は
、
「
一
つ
の
も
の
の
自
己
限
定
」
と
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
、
「
私
と
汝
」
と
い
う
無
媒
介
に
結
び
付
い
た
「
一
つ
の
も
の
」
の
外
部
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
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⑤
「
媒
介
言
ｌ
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
の
成
立

か
く
し
て
西
田
は
、
独
立
し
た
個
物
と
個
物
と
の
関
係
の
客
観
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
更
に
、
⑤
「
そ
の
間
に
媒
介
者
と
い
ふ
も
の

が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
説
く
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
独
立
し
た
個
物
の
外
に
、
第
三
者
と
し
て
「
媒
介
者
」
を
考
え
る
こ

と
が
、
「
世
界
か
ら
自
己
を
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

相
独
立
し
た
「
個
物
」
を
媒
介
し
、
そ
れ
と
そ
の
外
な
る
も
の
と
の
関
係
の
客
観
性
を
保
証
す
る
ｌ
し
か
も
各
々
の
「
個
物
」
の
独
立
性

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
ｌ
第
三
者
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は
、
別
の
箇
所
で
述
べ
て
い

る
。
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
は
、
単
な
る
相
互
関
係
的
媒
介
作
用
の
考
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、

一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
に
は
、
場
所
的
限
定
の
意
義

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
ご
己
巴
（
８
）
。
西
田
が
こ
こ
で
、
「
個
物
」
を
媒
介
す
る
二
般
者
」
あ
る
い
は
「
場
所
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
も

の
こ
そ
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
の
「
世
界
」
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
世
界
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
「
個
物
」
の
相
互
作
用
の
客
観
性
を
基
礎

づ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
の
言
う
「
世
界
」
と
は
、
「
我
々
が
之
に
於
て
生
れ
之
に
於
て
働
き
之
に
於
て
死
に
ゆ
く
世

界
」
（
ご
匿
己
、
即
ち
、
我
々
が
そ
こ
に
〈
於
て
あ
る
〉
「
場
所
」
と
し
て
の
「
世
界
」
を
意
味
す
る
。
「
自
己
」
は
「
世
界
」
に
〈
於
て
〉
あ

り
、
「
自
己
」
の
外
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
「
他
者
」
も
、
同
じ
く
「
世
界
」
に
〈
於
て
あ
る
〉
。
こ
の
よ
う
な
「
世
界
」
と
い
う
観
点
を

な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
の
立
場
か
ら
は
「
私
」
と
「
汝
」
と
の
関
係
の
客
観
性
を
保
証
す
る
も
の
は
見
出
さ
れ
ず
、
「
客
観
的
限
定
」
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
や
は
り
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
⑥
も
、
な
お
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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導
入
し
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
を
考
え
た
と
き
、
「
個
物
」
の
相
互
作
用
は
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

「
自
己
」
が
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
自
己
」
と
い
う
主
観
的
視
点
を
離
れ
、
「
自
己
」
が
〈
於
て
あ
る
〉
「
世
界
」
の
側
か
ら
見
た
な

ら
ば
、
「
自
己
」
が
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
自
己
」
が
〈
於
て
あ
る
〉
世
界
が
変
ず
る
と
い
う
こ
と
、
「
世
界
」
に
〈
於
て
〉
一
つ
の
新

た
な
出
来
事
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
、
「
自
己
」
の
行
為
と
い
う
こ
と
は
、
所
謂
「
世
界
の
自
己
限
定
」
（
「
場
所
的

限
定
」
）
の
一
局
面
に
外
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
「
自
己
」
の
外
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
、
同
じ
く
「
世
界
」
に
〈
於
て
あ
る
〉
も
の
で
あ
り
、

「
自
己
」
と
「
自
己
」
の
外
な
る
も
の
と
が
相
対
し
相
働
く
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
「
世
界
の
自
己
限
定
」
、
即
ち
、
両
者
が
共
に
〈
於
て
あ

る
〉
「
世
界
」
に
生
ず
る
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る
（
９
）
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
「
自
己
」
の
行
為
の
客
観
性
、
そ
し
て
、
「
個
物
」
と
「
個

物
」
と
の
相
互
関
係
の
客
観
性
は
、
「
世
界
の
自
己
限
定
」
と
い
う
視
点
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と

は
、
こ
の
視
点
の
転
換
を
指
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

以
上
で
は
、
西
田
に
お
け
る
、
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
か
ら
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
を
概
観
し
た
。
そ
し
て

そ
の
中
で
、
そ
の
「
転
回
」
が
、
具
体
的
に
は
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
お
よ
び
「
私
と
汝
」
と
い
う
自
身
の
以
前
の
立
場
へ
の
自
己
批
判
を

含
む
も
の
で
あ
っ
た
（
”
）
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
西
田
が
こ
れ
ら
の
立
場
を
批
判
し
た
の
は
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
に
し
て
も
「
私

と
汝
」
の
立
場
に
し
て
も
、
結
局
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
で
は
「
客
観
的
限
定
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
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（
一
）
「
転
回
」
以
前
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
と
そ
の
問
題
点

西
田
の
「
歴
史
哲
学
」
は
、
上
に
述
べ
た
「
転
回
」
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
転
回
」
以
前
の
西

田
が
「
歴
史
」
に
つ
い
て
全
く
論
じ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
で
の
「
歴
史
哲
学
」
に
は
、
「
転
回
」
以
前
の
西
田
の

立
場
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
問
題
点
が
随
伴
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
如
何
な
る
「
歴
史
哲
学
」

が
「
転
回
」
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史

哲
学
」
の
成
立
と
の
連
関
を
解
明
す
る
た
め
の
手
掛
り
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。

③
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」

は
じ
め
に
、
ヨ
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
い
て
な
さ
れ
た
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
と
そ
の
問
題
点
と
に

つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
は
、
西
田
が
は
じ
め
て
「
歴
史
」
の
問
題
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
た
書
で
あ
っ
た
。
西

田
は
そ
こ
で
、
「
イ
デ
ヤ
的
限
定
を
越
え
」
る
「
歴
史
の
非
合
理
性
」
（
迎
囹
巴
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
、
上
述
の
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。

既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
す
べ
て
は
「
絶
対
無
の
自
覚
の
ノ
エ
マ
面
的
限
定
」
と
し
て
説

明
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
合
理
的
な
「
歴
史
」
を
も
例
外
と
し
な
い
。
「
イ
デ
ア
」
を
越
え
る
「
歴
史
」
が
、
如
何
に
深
い
、
非
合
理

で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
転
回
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
は
、
以
前
の
立
場
を
乗
り

越
え
、
「
客
観
的
限
定
」
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
以
上
の
考
察
の
上
に
立
っ
て
、
続
い
て
、
こ
の
「
転

回
」
が
如
何
に
し
て
西
田
に
お
け
る
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
に
結
び
付
く
か
と
い
う
問
題
の
考
察
に
入
ろ
う
。
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的
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
西
田
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
何
者
に
よ
っ
て
も
説
明
で
き
な
い
最
終
の
立
場
で
は
な
い
。
「
歴
史
」
の
根
底

に
は
、
「
歴
史
」
を
越
え
た
所
か
ら
「
歴
史
」
を
基
礎
づ
け
る
も
の
が
あ
る
。
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
存
す
る
深
い
「
自
己
」
、
即
ち
「
絶
対
無

の
自
覚
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
田
は
言
う
、
「
或
時
代
に
生
れ
た
我
々
の
自
己
は
、
そ
れ
が
ノ
エ
マ
的
に
自
己
を
限
定
す
る
か
ぎ
り
時
代
精

神
に
支
配
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
自
己
自
身
の
無
を
見
る
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
の
底
に
は
何
処
ま
で
も
深
い
或
物
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
の
自
己
の
底
に
は
歴
史
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
堅
き
二
。

西
田
は
、
こ
の
根
源
的
な
「
自
己
」
の
側
に
立
っ
て
「
歴
史
」
を
考
え
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
い
う
最
も
深
い
「
自

己
」
の
立
場
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
「
歴
史
」
と
は
、
「
か
ふ
る
自
己
の
ノ
エ
マ
的
に
映
さ
れ
た
る
影
像
で
あ
る
、
見
ら
れ
た
自
己
に
過
ぎ
な
い
」

命
産
冒
ｌ
巴
。
つ
ま
り
西
田
は
、
「
歴
史
」
を
、
絶
対
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
絶
対
無
の
自
覚
」
が
ノ
エ
マ
的
に
対
象
化
さ
れ
、
抽
象
的
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
、
即
ち
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
単
な
る
「
影
像
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
い
う
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
は
、
明
ら
か
に
「
歴
史
哲
学
」
と
し
て
は
問
題
点
を
含
ん
で

い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
田
辺
元
が
指
摘
し
た
よ
う
に
（
ｕ
）
、
真
に
「
非
合
理
」
的
な
も
の
と
し
て
の
「
歴
史
」
は
、
何

処
ま
で
も
「
自
己
」
の
外
か
ら
「
自
己
」
を
限
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
、
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
の
独
自
の
意

義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
い
う
も
の
は
、
何
処
ま
で
も
「
自
己
」
の
内
部
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
西
田
は
「
歴
史
」
を
、
こ
の
「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
い
う
「
自
己
」
の
「
影
像
」
と
み
な
し
、
「
歴
史
」
を
そ
れ
の
内
部
に
包

摂
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
で
、
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
の
上
記
の
よ
う
な

独
自
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

⑥
「
私
と
汝
」
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
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続
い
て
、
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
に
お
い
て
な
さ
れ
た
「
私
と
汝
」
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
と
そ
の
問
題
点
と
に
つ
い
て
の
考
察

に
移
ろ
う
。
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
に
お
い
て
は
、
「
私
と
汝
」
の
立
場
の
成
立
に
並
行
し
て
、
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
が
占
め
る
位
極
も
よ

り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
西
田
は
述
べ
る
、
「
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
自
己
と
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
人
格
的

自
己
と
い
ふ
も
の
は
何
処
ま
で
も
歴
史
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
里
酋
巴
。

そ
れ
で
は
、
「
私
と
汝
」
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
「
歴
史
哲
学
」
は
、
如
何
な
る
「
歴
史
哲
学
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
西
田
が
そ
こ
で
用
い
る
「
歴
史
」
と
い
う
語
の
意
味
を
、
ま
ず
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
西

田
は
、
「
私
と
汝
」
が
「
歴
史
」
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
際
し
て
、
「
但
、
私
の
社
会
的
・
歴
史
的
限
定
と
い
ふ
も

の
も
、
…
一
般
に
考
へ
ら
れ
る
意
味
と
同
一
で
は
な
い
」
（
亀
ｇ
）
と
い
う
注
意
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

西
田
に
お
け
る
「
歴
史
」
と
い
う
語
の
意
味
は
、
西
田
の
次
の
言
葉
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
歴
史
に
於
て
す
べ
て
が
あ
る
と

云
っ
て
も
、
所
謂
歴
史
と
い
ふ
如
き
考
へ
ら
れ
た
歴
史
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
、
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
永

遠
な
る
今
の
自
己
限
定
の
内
容
と
い
ふ
如
き
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
、
弁
証
法
的
神
学
者
の
所
謂
原
始
的
歴
史
と
い
う
如
き
も
の
を
意

味
す
る
に
外
な
ら
な
い
」
含
里
囹
‐
と
（
腿
）
。
西
田
が
「
私
と
汝
」
の
立
場
か
ら
論
ず
る
「
歴
史
」
と
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
原
始
的
歴
史
」

「
原
始
的
歴
史
」
と
は
、
時
間
系
列
の
中
に
現
れ
る
「
歴
史
」
（
西
田
が
こ
こ
で
言
う
二
般
に
考
へ
ら
れ
る
意
味
」
で
の
「
歴
史
」
）
と

同
じ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
時
間
的
な
「
歴
史
」
が
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
根
源
Ｉ
「
そ
こ
に
時
が
始
ま
る
と
い
ふ
意
味
」
を
も
ち
、

「
無
か
ら
有
が
始
ま
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
創
造
の
意
義
」
（
里
烏
己
を
有
す
る
よ
う
な
’
を
意
味
す
る
。
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
に
お

い
て
「
私
と
汝
」
が
「
歴
史
」
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
歴
史
」
と
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
原
始
的
歴
史
」

に
外
な
ら
な
い
。
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を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
原
始
的
歴
史
」
と
区
別
さ
れ
る
時
間
的
な
「
歴
史
」
は
、
「
私
と
汝
」
を
限
定
す
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ

な
い
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
時
間
的
な
「
歴
史
」
は
、
寧
ろ
、
「
原
始
的
歴
史
」
を
根
源
と
し
て
そ
こ
か
ら
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち

時
間
的
な
「
歴
史
」
と
は
、
「
私
と
汝
と
相
逢
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
が
成
立
す
る
」
（
Ｑ
含
巴
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
却
っ
て
、
「
原

始
的
歴
史
」
に
お
い
て
相
逢
う
「
私
と
汝
」
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
け
る
「
歴
史
哲
学
」
の
問
題
点
は
、
「
歴
史
」
が
、
そ
の
根
源
と
考
え
ら
れ
る
立

場
（
「
絶
対
無
の
自
覚
」
）
に
解
消
さ
れ
、
「
歴
史
」
の
独
自
の
意
味
が
失
わ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
同
じ
問
題
点
は
、
「
私
と
汝
」

の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
「
私
と
汝
」
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
で
も
、
時
間
的
な
「
歴
史
」
が
超
時

間
的
な
「
原
始
的
歴
史
」
の
中
に
解
消
さ
れ
、
そ
の
独
自
の
意
味
が
失
わ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
私
と
汝
」
の
立
場
か
ら
の
「
歴
史
哲
学
」
の
こ
の
問
題
点
は
、
「
私
と
汝
」
と
い
う
立
場
に
必
然
的
に
伴
う
問
題
点
で
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
「
私
」
と
「
汝
」
と
が
、
外
界
の
媒
介
を
含
ま
な
い
直
接
的
な
人
格
的
関
係
に
よ
っ
て
の
み
相
逢
う
と
さ
れ
る
こ
の
立
場

で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
私
と
汝
」
の
外
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
私
と
汝
」
の
無
媒
介
な
関

係
の
内
部
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
そ
の
立
場
で
は
、
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
に
際
し
て
も
、
根
源
的
な
「
原
始
的
歴
史
」

と
い
う
も
の
が
、
「
私
と
汝
」
の
内
部
に
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
の
外
か

ら
我
々
を
限
定
す
る
「
歴
史
」
は
、
何
処
ま
で
も
本
質
的
な
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
二
）
西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立

「
転
回
」
以
前
の
立
場
か
ら
の
西
田
の
「
歴
史
哲
学
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
点
は
、
本
論
文
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の
序
で
言
及
し
た
西
田
の
「
歴
史
哲
学
」
へ
の
否
定
的
評
価
ｌ
西
田
哲
学
は
精
神
的
・
内
面
的
な
領
域
の
み
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
歴
史
哲
学
」
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
評
価
ｌ
の
視
点
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
上
に
述
べ
た
西

田
の
「
転
回
」
の
論
理
の
中
に
、
既
に
こ
の
問
題
点
の
克
服
へ
の
方
向
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
に

お
け
る
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
は
、
「
自
己
」
の
外
な
る
も
の
の
存
在
を
保
証
し
、
「
客
観
的
限
定
」
を
基
礎
づ
け
る
こ
と

を
意
図
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
転
回
」
は
、
上
述
の
「
歴
史
哲
学
」
を
自
ら
克
服
し
、
「
自
己
」

の
外
か
ら
「
自
己
」
を
限
定
す
る
「
歴
史
」
の
独
自
の
意
義
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
視
点
を
開
く
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
問
題
は
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
。
確
か
に
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
は
、
「
自
己
」
の
外
を
保
証
す
る
。
し
か
し
、
単
に
「
自

己
」
の
外
が
確
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
、
直
ち
に
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
の
十
分
条
件
を
な
さ
な
い
。
「
世
界
」
と
い
う
も
の
や

「
他
者
」
と
い
う
も
の
も
、
「
自
己
」
の
外
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
世
界
」
と
「
他
者
」
と
が
確
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み

で
は
、
「
歴
史
」
の
意
義
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。
序
に
お
い
て
問
題
提
起
し
た
よ
う
に
、
「
歴
史
」
と
い
う
問
題
の
独

自
の
意
義
は
、
「
類
」
（
「
世
界
」
）
に
も
「
個
」
（
「
自
己
」
と
「
他
者
」
）
に
も
解
消
さ
れ
な
い
「
種
」
の
問
題
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
に
よ
っ
て
「
歴
史
哲
学
」
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
、

一
層
厳
密
に
確
定
す
る
た
め
に
は
、
以
上
の
考
察
に
加
え
て
更
に
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
か
ら
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
へ
の
行
程
を
、

「
歴
史
」
と
い
う
問
題
そ
の
も
の
に
即
し
て
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
か
ら
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
へ
の
行
程
を
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
「
転
回
」

に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
の
焦
点
を
、
「
自
己
」
か
ら
、
そ
れ
が
く
於
て
あ
る
〉
「
世
界
」
そ
の
も
の
へ
と
移
し
た
西
田
は
、
「
世
界
」
そ
の
も

の
の
構
造
の
解
明
を
事
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
「
世
界
」
の
本
質
的
な
規
定
と
し
て
の
「
歴
史
」
性
と
い
う
こ
と
を
、
根

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
（
杉
本
）
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と
こ
ろ
が
西
田
は
、
最
後
ま
で
迷
い
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
、
【
図
Ｉ
】
に
替
え
て
【
図
Ⅱ
】
を
提
案
す
る
。
【
図
Ⅱ
】

れ
る
の
は
、
新
し
く
、
Ａ
即
ち
「
一
般
者
」
（
ど
街
①
ョ
①
言
①
の
）
と
い
う
契
機
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
、

「
世
界
」
そ
の
も
の
の
論
理
的
構
造
の
解
明
を
目
指
し
て
ゆ
く
中
で
、
「
媒
介
者
Ｍ
」
と
区
別
さ
れ
る
「
一
般
者
Ａ
」
と

い
う
契
機
の
重
要
性
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
「
世
界
」
の
本
質
的
な
契
機
の
一
つ
と
し
て
明
示
す
る
。
こ
の
二
般
者
Ａ
」

の
契
機
が
明
確
化
さ
れ
、
定
式
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
西
田
に
お
け
る
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
か
ら
の

「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
を
論
ず
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
一
般
者
Ａ
」
と
は
何
を
意
味
す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
如
何
に
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
に
関
連
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
一
般
者
Ａ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
西
田
の
次
の
言
葉
を
検
討
し
よ
う
。
西
田

は
言
う
、
「
私
と
汝
と
は
表
現
を
通
じ
て
相
交
る
。
…
表
現
の
世
界
と
い
ふ
も
の
は
、
単
な
る
私
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る

も
の
で
な
く
、
又
単
な
る
汝
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
、
公
の
場
所
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

本
的
な
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
ゆ
く
。
以
下
、
西
田
の
思
想
の
こ
の
行
程
を
検
証
し
よ
う
。

こ
の
検
証
の
た
め
に
示
唆
を
与
え
る
の
が
、
「
世
界
」
の
構
造
を
図
式
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
に
際
し
て
西
田
が
お
こ
な
っ
た
、
二

つ
の
図
式
の
区
別
で
あ
る
。
西
田
は
、
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
を
表
す
図
式
と
し
て
、
二
つ
の
図
式
（
【
図
Ｉ
】
お
よ
び
【
図
Ⅱ
】
）
を

区
別
す
る
（
胸
）
。
【
図
Ｉ
】
に
お
い
て
、
ｅ
は
「
個
物
」
（
国
目
①
一
己
①
い
）
を
、
Ｍ
は
「
媒
介
者
」
（
三
呂
旨
ョ
）
を
意
味
す
る
。
こ
の
図
は
、
無
数
の

「
個
物
ｅ
」
が
「
媒
介
者
Ｍ
」
（
即
ち
「
世
界
」
）
に
〈
於
て
〉
あ
り
、
独
立
な
る
「
個
物
」
相
互
の
関
係
を
「
世
界
」
が
媒
介
す
る
と
い
う

構
造
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
図
は
、
前
に
述
べ
た
か
ぎ
り
で
の
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
に
お
け
る
、
「
個
物
」
と
「
世
界
」
と

の
関
係
を
表
し
て
い
る
。
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ら
な
い
」
（
ご
届
？
己
。
西
田
は
こ
こ
で
、
「
私
と
汝
」
即
ち
「
個
物
」
と
「
個
物
」
と
が
相
関
係
す
る
の
は
、
「
表
現
」
あ
る
い
は
「
公
の

場
所
」
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
前
に
論
じ
た
と
こ
ろ
の
、
個
物
と
個
物
と
の
「
媒
介
者
」
と
し
て
の
「
世
界
」

と
い
う
も
の
は
、
特
定
の
境
界
を
も
た
な
い
無
限
定
な
「
世
界
」
あ
る
い
は
「
無
の
場
所
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ

で
言
わ
れ
る
「
表
現
」
「
公
の
場
所
」
と
い
う
の
は
、
別
の
箇
所
で
「
客
観
的
精
神
の
世
界
」
「
共
同
的
精
神
の
世
界
」
（
ご
属
と
あ
る
い

は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
人
倫
」
（
ご
底
巴
等
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
単
に
無
限
定
な
「
世
界
」
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ
、
「
限
定
せ
ら
れ
た
場
所
三
有
の
一
般
者
三
特
殊
的
な
る
も
の
」
（
ご
と
巴
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

「
媒
介
者
Ｍ
」
、
即
ち
無
限
定
な
「
世
界
」
と
特
に
区
別
さ
れ
る
「
一
般
者
Ａ
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

．
般
者
Ａ
」
の
契
機
の
明
示
化
に
よ
っ
て
、
【
図
Ⅱ
】
が
成
立
す
る
。
【
図
Ⅱ
】
は
、
「
Ｍ
に
於
て
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
、
一
般
的

限
定
即
個
物
的
限
定
」
（
ご
曽
二
と
い
う
構
造
を
表
し
て
い
る
。
現
実
の
世
界
は
、
「
個
物
」
と
「
個
物
」
と
の
相
互
限
定
を
媒
介
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
無
限
定
な
「
世
界
」
が
、
直
接
に
「
個
物
」
を
媒
介
す
る
の
で
は
な
い
。
「
個
物
」
と
「
個
物
」
と

は
、
そ
れ
ら
が
共
に
〈
於
て
あ
る
〉
有
限
な
「
一
般
者
」
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
「
世
界
」
に
お
い
て
媒
介
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
個
物
」
は
、
何
処
ま
で
も
自
由
な
「
個
物
」
と
し
て
、
有
限
な
「
一
般
者
」
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
（
「
個
物
的
限

定
」
）
。
同
時
に
有
限
な
「
一
般
者
」
は
「
個
物
」
に
制
約
を
加
え
る
（
「
一
般
的
限
定
」
）
。
「
媒
介
者
Ｍ
」
と
し
て
の
「
世
界
」
が
「
個
物
ｅ
」

を
媒
介
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
両
方
向
の
限
定
を
媒
介
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
上
の
議
論
の
中
で
導
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
「
限
定
せ
ら
れ
た
場
所
」
「
有
の
一
般
者
」
「
特
殊
的
な
る
も
の
」
と
し
て
の
「
一
般

者
Ａ
」
と
は
、
ま
さ
に
、
我
々
を
「
歴
史
」
的
に
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
言
う
、
「
我
々
は
い
つ
も
歴
史

的
に
限
定
せ
ら
れ
、
或
時
或
場
所
に
生
れ
る
、
限
定
せ
ら
れ
た
世
界
に
生
れ
る
。
…
我
々
の
前
に
は
い
つ
も
歴
史
的
に
構
成
せ
ら
れ
た
一
般

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
（
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者
が
あ
る
。
我
々
は
そ
の
個
物
的
限
定
と
し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
と
共
に
肯
定
し
行
く
の
で
あ
る
」
（
ご
含
巴
。
「
媒
介
者
Ｍ
」
と
は
区

別
さ
れ
る
ご
般
者
Ａ
」
に
よ
っ
て
我
々
が
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
「
歴
史
」
的
な
非
制
約
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
我
々

は
そ
の
「
歴
史
」
性
を
通
し
て
「
世
界
」
に
お
い
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

西
田
は
、
『
哲
学
の
根
本
問
題
続
編
』
の
中
で
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
我
々
の
「
歴
史
」
的
な
被
制
約
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
「
自
由
な
る
自
己
の
世
界
と
云
っ
て
も
、
何
処
ま
で
も
一
般
的
限
定
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
・
我
々
の
個
人
的
自
己
と
い
ふ
も
の
も
、

単
に
個
人
的
自
己
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
・
歴
史
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
有
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

（
ご
筐
巴
。
「
歴
史
の
底
に
は
個
人
を
も
否
定
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
ご
曽
ｓ
ｏ
以
前
の
立
場
で
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
が
強

調
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
最
終
的
に
は
「
自
己
」
の
内
部
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
上
の
よ
う
な
発

言
が
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
歴
史
」
は
、
も
は
や
再
び
「
自
己
」
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
「
歴
史
」
の

独
自
の
意
義
が
、
三
般
者
Ａ
」
と
い
う
契
機
の
明
確
化
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

【
図
Ⅱ
】
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
世
界
」
に
お
い
て
は
、
「
個
物
的
限
定
」
と
「
一
般
的
限
定
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
が
、
何
れ
の

一
方
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
何
処
ま
で
も
拮
抗
す
る
。
従
っ
て
、
我
々
が
「
一
般
者
Ａ
」
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
現
実
の
「
世
界
」
に
お
け
る
、
何
処
ま
で
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
本
質
的
な
契
機
で
あ
る
（
我
々
が
自
由
な
自
己
と
し
て
「
一
般

者
」
を
限
定
す
る
と
い
う
、
こ
れ
と
反
対
の
方
向
が
本
質
的
な
契
機
で
あ
る
の
と
同
様
に
）
。
こ
の
考
え
が
、
二
般
者
Ａ
」
と
い
う
意
味
で

の
「
歴
史
」
性
が
、
現
実
の
世
界
に
と
っ
て
何
処
ま
で
も
本
質
的
な
規
定
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
「
歴
史
哲
学
」

は
、
現
実
の
世
界
の
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
哲
学
に
と
っ
て
の
、
排
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
基
礎
づ
け

ら
れ
る
。
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
と
「
転
回
」
し
た
西
田
が
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
を
確
実
に
す
る
の
は
、
こ
こ
に
お
い
て
で
あ
る
。
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本
論
文
が
目
指
し
た
の
は
、
西
田
哲
学
に
生
じ
た
「
転
回
」
が
、
後
期
西
田
に
お
け
る
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い

う
こ
と
の
意
味
を
、
よ
り
厳
密
に
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
西
田
は
、
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
、
更
に
は
「
私
と
汝
」
の
立
場
を
、

「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
と
し
て
否
定
し
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
へ
の
「
転
回
」
を
遂
行
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
主
題
化
さ
れ

た
「
世
界
」
そ
の
も
の
の
構
造
を
考
察
す
る
中
で
、
「
世
界
」
に
お
い
て
何
処
ま
で
も
本
質
的
な
契
機
と
し
て
、
「
媒
介
者
Ｍ
」
（
「
世
界
」
）
と

区
別
さ
れ
る
二
般
者
Ａ
」
と
い
う
契
機
を
明
示
化
す
る
。
普
遍
的
な
「
世
界
」
に
解
消
さ
れ
な
い
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
序
で
提
示
し
た
第
一
の
問
題
、
即
ち
、
「
転
回
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
と
「
歴
史
哲

学
」
の
成
立
と
の
連
関
を
め
ぐ
る
問
題
へ
の
一
つ
の
答
え
は
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
転
回
」
か
ら
「
歴

史
哲
学
」
の
成
立
へ
の
行
程
は
、
西
田
に
お
け
る
三
般
者
Ａ
」
と
い
う
契
機
の
明
示
化
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
厳
密
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
序
で
提
示
し
た
第
二
の
問
題
、
即
ち
、
「
自
己
と
他
者
」
と
い
う
視
点
と
「
歴
史
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
本

論
で
の
議
論
の
上
に
立
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
個
人
的
「
自
己
」
を
出
発
点
と
し
て
「
歴
史
」
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
と
き
、
「
自
己
と
他

者
」
の
個
人
的
関
係
に
基
づ
い
た
「
歴
史
哲
学
」
が
構
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
。
実
際
、
近
代
日
本
の
哲
学
者
の

中
で
そ
の
よ
う
な
「
歴
史
哲
学
」
を
作
り
上
げ
た
人
は
、
西
田
の
外
に
も
少
な
く
な
い
（
Ｍ
）
。
し
か
し
、
「
類
」
お
よ
び
「
個
」
に
対
す
る
「
種
」

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
（
杉
本
）

四
結
語
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に
か
か
わ
る
「
歴
史
」
の
問
題
は
、
上
に
見
た
と
お
り
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
西
田
自
身
も
、
「
転
回
」
の

中
で
、
以
前
の
自
身
の
立
場
で
も
あ
っ
た
そ
の
立
場
を
、
主
観
性
の
残
津
を
留
め
た
立
場
と
し
て
明
確
に
自
己
批
判
し
て
い
る
。

「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
が
真
に
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
「
自
己
」
と
「
他
者
」
と
の
個
人
的
な
関
係
に
止
ま
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

「
歴
史
哲
学
」
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
後
期
の
西
田
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」
立
場
を
克
服
す
る
こ
と
、

そ
し
て
更
に
、
「
個
人
」
に
も
「
世
界
」
に
も
解
消
で
き
な
い
二
般
者
Ａ
」
の
契
機
の
意
義
を
深
く
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
「
歴

史
」
的
世
界
に
お
い
て
あ
る
「
自
己
」
（
お
よ
び
「
他
者
」
）
の
「
個
」
性
と
い
う
問
題
も
、
そ
れ
と
の
連
関
の
中
で
は
じ
め
て
問
わ
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
臆
）
。

（
１
）
中
村
雄
二
郎
「
〈
場
所
の
論
理
〉
の
彼
方
へ
」
（
『
思
想
』
八
三
五
号
、

平
成
六
年
一
月
）
。

（
２
）
大
橋
良
介
『
西
田
哲
学
の
世
界
あ
る
い
は
哲
学
の
転
回
』
、
筑
摩
書

房
、
平
成
七
年
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
特
に
、
第
二
章
１
「
自
覚

（
二
ご
な
ら
び
に
第
三
章
３
「
最
近
の
研
究
状
況
よ
り
」
に
詳
し
い
。

（
３
）
同
、
二
一
○
頁
。

（
４
）
同
、
一
二
一
頁
．

（
５
）
こ
れ
は
田
辺
元
が
「
種
の
論
理
」
に
お
い
て
提
起
し
た
問
題
で
も
あ

註
日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号

る
。
（
『
田
辺
元
全
集
』
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
八
年
、
第
六
巻
六
○
‐
七

四
頁
参
照
。
）

（
６
）
大
橘
、
前
掲
、
二
○
五
頁
参
照
。

（
７
）
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
○
年
、
第
七
巻
二
○
三

頁
。
以
下
西
田
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
こ
の
形
で
略
記
す
る
。
尚
、

引
用
に
際
し
て
は
、
正
漢
字
を
新
字
体
に
改
め
た
。

（
８
）
こ
れ
は
、
『
哲
学
の
根
本
問
題
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、

「
転
回
」
以
降
の
西
田
哲
学
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
同
書
か
ら

の
引
用
を
お
こ
な
っ
た
。
同
書
は
西
田
自
身
に
よ
っ
て
、
「
自
己
か
ら
世

界
を
見
る
」
立
場
の
残
津
を
含
ん
だ
立
場
と
し
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ

八
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る
が
、
同
時
に
、
そ
こ
に
は
既
に
、
「
世
界
か
ら
見
る
」
立
場
の
萌
芽
が

現
れ
て
い
る
。

（
９
）
西
田
は
こ
の
事
態
を
、
「
場
所
的
限
定
と
し
て
現
在
に
於
て
新
な
も
の

が
生
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
無
数
な
る
物
と
物
と
が
相
限
定
す
る
こ
と

で
あ
る
、
物
と
物
と
が
相
働
く
こ
と
で
あ
る
」
（
ミ
ヨ
）
と
も
表
現
し

て
い
る
。

（
皿
）
た
だ
し
、
こ
こ
で
「
自
己
批
判
」
と
い
う
の
は
、
以
前
の
立
場
を
完

全
に
否
定
し
、
捨
て
去
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
⑤
お
よ

び
⑤
の
立
場
は
、
⑤
の
立
場
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
契
機
と

し
て
維
持
さ
れ
る
。
た
だ
西
田
は
、
よ
り
包
括
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
以

前
の
立
場
の
一
面
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

（
皿
）
そ
の
問
題
点
を
最
も
早
く
、
ま
た
最
も
明
瞭
に
指
摘
し
た
の
は
田
辺

元
で
あ
る
。
田
辺
元
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
（
前
掲
『
田
辺
元
全
集
』
、

第
四
巻
三
○
三
‐
三
二
八
頁
。
昭
和
五
年
五
月
発
表
）
参
照
。

（
吃
）
論
文
「
歴
史
」
（
昭
和
六
年
八
月
稿
、
『
続
思
索
と
体
験
』
所
収
）
。

（
過
）
西
田
は
、
昭
和
九
年
九
月
九
日
付
小
松
摂
郎
宛
書
簡
の
中
で
、
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
．
「
哲
研
の
「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」

の
始
の
方
〔
ご
ｇ
巴
に
あ
る
Ｍ
の
図
式
が
原
稿
に
【
図
Ｉ
】
と
な
っ
て

ゐ
ま
し
た
で
せ
う
か
又
は
【
図
Ⅱ
】
と
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
で
せ
う
か

原
稿
の
時
大
分
迷
う
た
の
で
し
た
が
ど
ち
ら
に
し
て
置
い
た
で
せ
う

か
原
稿
に
は
前
の
形
に
し
て
極
い
た
か
と
も
思
ひ
ま
す
が
よ
く
考
へ

る
と
ど
う
も
次
の
形
の
方
が
よ
い
と
お
も
ひ
ま
す
か
ら
ど
う
か
次
の
形

即
ち
【
図
Ⅱ
】
の
方
に
御
校
正
の
際
直
し
て
置
い
て
下
さ
い
」
含
更

西
田
哲
学
の
「
転
回
」
と
「
歴
史
哲
学
」
の
成
立
（
杉
本
）

ｇ
巴
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
図
は
、
『
哲
学

の
根
本
問
題
続
編
』
出
版
の
た
め
の
校
正
時
に
、
は
じ
め
て
明
瞭
に
区

別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
同
書
執
筆
時
の
西
田

の
思
想
が
こ
の
区
別
を
含
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
。
寧
ろ
、
執
筆
時
か
ら
暗
黙
の
内
に
働
い
て
い
た
思
想
が
、
校

正
時
に
明
示
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
Ｍ
）
そ
の
例
と
し
て
は
、
人
間
の
「
間
柄
」
Ｉ
個
人
と
個
人
と
の
「
間
」

ｌ
と
い
う
観
点
か
ら
倫
理
学
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
和
辻
哲
郎
の
思

想
や
、
歴
史
性
・
社
会
性
と
い
う
問
題
を
実
存
の
個
体
性
に
基
づ
く
「
根

源
的
社
会
性
」
に
解
消
し
よ
う
と
し
た
九
鬼
周
造
の
思
想
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
略
）
西
田
は
．
「
転
回
」
後
の
思
想
に
お
い
て
も
、
「
個
物
」
と
し
て
の
「
自

己
」
あ
る
い
は
「
私
と
汝
」
の
問
題
を
積
極
的
に
論
ず
る
。
「
自
己
か
ら

見
る
」
立
場
を
越
え
た
「
自
己
」
論
あ
る
い
は
「
私
と
汝
」
論
は
、
そ

こ
に
見
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
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