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は
じ
め
に

　

本
論
文
の
目
的
は
、
西
田
幾
多
郎
の
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
（
中
国
語
＝
跨
文
化
哲
学
）
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
（
１
）

。

一
般
的
に
言
え
ば
、
西
田
の
哲
学
は
「
日
本
哲
学
」
に
属
し
、「
日
本
哲
学
」
は
ま
た
「
東
洋
哲
学
」
に
属
し
て
い
る
（
２
）

。
「
日
本
哲
学
」
と
「
日

本
文
化
」
と
は
深
く
関
係
し
て
い
る
が
、
「
日
本
文
化
」
は
決
し
て
閉
鎖
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
。
地
理

的
に
は
日
本
は
大
陸
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
文
化
的
に
は
そ
の
垣
根
を
越
え
て
外
来
文
化
に
直
面
し
て
き
た
。
か
つ
て
の
日
本
は
中
国
・

朝
鮮
・
イ
ン
ド
な
ど
の
文
化
か
ら
、
そ
し
て
近
代
の
日
本
は
西
洋
か
ら
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
西
田
自
身
は
東
西
文
化
の
比
較
を
試
み
た

が
、
む
し
ろ
日
本
哲
学
と
日
本
文
化
の
開
放
性
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
哲
学
は
そ
の
意
味
で
、
決
し
て
日
本
的
・
東
洋
的
な
哲
学
で
は
な

く
、
む
し
ろ
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
哲
学
」
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

具
体
的
な
議
論
に
立
ち
入
る
前
に
、「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
西
田
自
身
は
「
ト

ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
日
本
語
で
は
「
異
文
化
」
と
「
間
文
化
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
用

い
ら
れ
る
が
、
「
跨
文
化
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
な
い
。
「
異
文
化
」
と
い
え
ば
、
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
専
門
的



三 二

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

な
学
術
分
野
が
あ
る
（
３
）

。
そ
れ
は
主
に
日
本
語
教
育
・
外
国
語
教
育
・
日
本
文
化
・
国
際
文
化
・
文
化
研
究
・
地
域
研
究
・
文
化
人
類
学

な
ど
の
科
目
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
の
目
標
と
し
て
は
、
日
本
の
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
（
日

本
以
外
の
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
文
化
）
も
学
べ
る
場
所
の
提
供
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
は
ら
む
問
題
点
と
し
て
、
そ
れ
が
「
異
＝
他
」
と
「
自
＝
我
」
と
い
う
二
分
法
に
立
脚
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
他
の
文
化
は
、
そ
こ
で
は
他
者
、
つ
ま
り
自
分
と
は
違
っ
た
異
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
類
推
に
よ
っ
て
他

者
へ
の
接
近
が
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
両
者
の
根
本
的
な
差
異
は
克
服
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

　

「
間
文
化
」
と
い
え
ば
、「
間
文
化
現
象
学
（intercultural phenom

enology

）
」
と
い
う
研
究
課
題
が
あ
る
（
４
）

。
現
象
学
に
お
い
て
は
「
自
己
」

が
重
要
視
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
自
己
」
は
人
称
と
し
て
の
「
私
」
で
は
な
く
、「
超
越
論
的
主
観
性
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
の
エ
ゴ
」
（ego

）

と
「
他
の
エ
ゴ
」（alter ego

）
と
の
関
係
性
を
解
明
す
る
た
め
に
、
間
主
観
性
（Intersubjektivität

）・
感
情
移
入
（Einfühlung

）・
対
化
（Paarung

）

な
ど
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
間
文
化
哲
学
は
、
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
と
同
じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
純

粋
な
自
己
を
前
提
と
し
、
後
者
は
自
己
の
純
粋
性
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
で
言
わ
れ
る
「
自
己
」
は
、
自
己
で
あ
り
な

が
ら
、
自
己
で
は
な
い
も
の
、
つ
ま
り
他
者
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

中
国
の
歴
史
学
者
許
倬
雲
は
『
我
者
と
他
者
』
と
い
う
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
中
国
の
歴
史
は
、
単
に
一
つ
の
主

権
国
家
の
歴
史
で
は
な
い
。
中
国
文
化
の
系
統
も
、
単
一
な
文
化
系
統
の
観
念
だ
け
で
は
尽
く
さ
れ
な
い
。
政
治
的
共
同
体
で
あ
れ
、
文
化

的
総
合
体
で
あ
れ
、
「
中
国
」
は
常
に
変
化
す
る
系
統
で
あ
り
、
常
に
発
展
す
る
秩
序
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
で
現
れ
た
「
中
国
」
は
、
自
ら

の
発
展
と
展
開
の
過
程
を
も
っ
て
お
り
、
常
に
異
な
る
「
他
者
」
に
よ
っ
て
「
自
己
」
が
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
５
）

。
こ
の
よ
う
な
事

態
は
日
本
に
も
あ
る
。
日
本
と
い
う
「
私
」
は
常
に
「
他
者
」
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
き
た
。
純
粋
な
「
私
」
も
な
け
れ
ば
、
純
粋
な
「
汝
」

も
な
い
。
西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
の
中
に
あ
る
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
私
と
汝
」
に
お
い
て
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
の
表
現
の
類
推
に
よ
っ
て
汝
の
表
現
を
知
る
と
い
う
類
推
説
の
維
持
し
難

き
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
レ
ル
も
い
っ
て
い
る
如
く
、
感
情
移
入
と
い
う
如
き
も
の
を
以
て
す
る
も
、
私
が
汝
の
個
人

的
存
在
を
知
り
、
汝
が
私
の
個
人
的
存
在
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
」（N

K
Z
 
6
:
 
3
7
3

）（
６
）

。 

西
田
の
他
者
論
は
、「
類

推
説
」（analogy theory

）
で
も
な
く
、「
感
情
移
入
説
」（em

pathy theory

）
で
も
な
く
、
第
三
の
立
場
に
立
つ
。
そ
れ
と
同
様
に
、
西
田
の
「
ト

ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
も
、
「
比
較
哲
学
」
で
も
な
く
、
「
間
文
化
哲
学
」
で
も
な
く
、
第
三
の
立
場
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田

の
哲
学
を
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
、
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
運
動
に
新
た
な
哲
学
的
資

源
を
提
供
す
る
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
ま
ず
「
比
較
哲
学
」
と
い
う
側
面
か
ら
西
田
の
哲
学
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

一　

西
田
の
比
較
哲
学

　

周
知
の
よ
う
に
「
哲
学
」
は
西
周
が
作
っ
た
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
訳
語
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
広
く
東
ア
ジ
ア
（
香
港
・
台
湾
・
中
国
・
韓
国
・

ベ
ト
ナ
ム
な
ど
）
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
哲
学
」
と
い
う
訳
語
が
で
き
る
以
前
に
も
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
哲
学

の
問
題
と
特
殊
な
問
題
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
哲
学
は
普
遍
的
な
学
問
で
あ
る
と
同
時
に
、
特
殊
性
を
も
っ
た
学
問
で
も
あ
る
。
西

田
は
こ
の
哲
学
の
二
重
性
を
よ
く
認
識
し
て
い
た
。
『
善
の
研
究
』
の
中
国
語
訳
（
一
九
二
八
年
）
の
序
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

哲
学
は
学
問
で
あ
る
。
学
問
は
必
ず
合
理
的
な
も
の
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
は
、
哲
学
の
真
理
に
つ
い
て
、
古
今
の
差
異
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
哲
学
は
学
問
で
あ
り
つ
つ
、
芸
術
・
宗
教

と
同
様
に
わ
れ
わ
れ
の
性
情
や
生
命
の
表
現
に
基
づ
く
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
西
洋
に
は
西
洋
の
哲
学
が
あ
り
、
東
洋
に
は
東
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そ
れ
は
主
に
日
本
語
教
育
・
外
国
語
教
育
・
日
本
文
化
・
国
際
文
化
・
文
化
研
究
・
地
域
研
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・
文
化
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類
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な
ど
の
科
目
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
の
目
標
と
し
て
は
、
日
本
の
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
（
日

本
以
外
の
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
文
化
）
も
学
べ
る
場
所
の
提
供
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
は
ら
む
問
題
点
と
し
て
、
そ
れ
が
「
異
＝
他
」
と
「
自
＝
我
」
と
い
う
二
分
法
に
立
脚
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
他
の
文
化
は
、
そ
こ
で
は
他
者
、
つ
ま
り
自
分
と
は
違
っ
た
異
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
類
推
に
よ
っ
て
他

者
へ
の
接
近
が
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
両
者
の
根
本
的
な
差
異
は
克
服
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

　

「
間
文
化
」
と
い
え
ば
、「
間
文
化
現
象
学
（intercultural phenom

enology

）
」
と
い
う
研
究
課
題
が
あ
る
（
４
）

。
現
象
学
に
お
い
て
は
「
自
己
」

が
重
要
視
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
自
己
」
は
人
称
と
し
て
の
「
私
」
で
は
な
く
、「
超
越
論
的
主
観
性
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
の
エ
ゴ
」
（ego

）

と
「
他
の
エ
ゴ
」（alter ego

）
と
の
関
係
性
を
解
明
す
る
た
め
に
、
間
主
観
性
（Intersubjektivität

）・
感
情
移
入
（Einfühlung

）・
対
化
（Paarung

）

な
ど
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
間
文
化
哲
学
は
、
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
と
同
じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
純

粋
な
自
己
を
前
提
と
し
、
後
者
は
自
己
の
純
粋
性
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
で
言
わ
れ
る
「
自
己
」
は
、
自
己
で
あ
り
な

が
ら
、
自
己
で
は
な
い
も
の
、
つ
ま
り
他
者
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

中
国
の
歴
史
学
者
許
倬
雲
は
『
我
者
と
他
者
』
と
い
う
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
中
国
の
歴
史
は
、
単
に
一
つ
の
主

権
国
家
の
歴
史
で
は
な
い
。
中
国
文
化
の
系
統
も
、
単
一
な
文
化
系
統
の
観
念
だ
け
で
は
尽
く
さ
れ
な
い
。
政
治
的
共
同
体
で
あ
れ
、
文
化

的
総
合
体
で
あ
れ
、
「
中
国
」
は
常
に
変
化
す
る
系
統
で
あ
り
、
常
に
発
展
す
る
秩
序
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
で
現
れ
た
「
中
国
」
は
、
自
ら

の
発
展
と
展
開
の
過
程
を
も
っ
て
お
り
、
常
に
異
な
る
「
他
者
」
に
よ
っ
て
「
自
己
」
が
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
５
）

。
こ
の
よ
う
な
事

態
は
日
本
に
も
あ
る
。
日
本
と
い
う
「
私
」
は
常
に
「
他
者
」
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
き
た
。
純
粋
な
「
私
」
も
な
け
れ
ば
、
純
粋
な
「
汝
」

も
な
い
。
西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
の
中
に
あ
る
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
私
と
汝
」
に
お
い
て
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
の
表
現
の
類
推
に
よ
っ
て
汝
の
表
現
を
知
る
と
い
う
類
推
説
の
維
持
し
難

き
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
レ
ル
も
い
っ
て
い
る
如
く
、
感
情
移
入
と
い
う
如
き
も
の
を
以
て
す
る
も
、
私
が
汝
の
個
人

的
存
在
を
知
り
、
汝
が
私
の
個
人
的
存
在
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
」（N

K
Z
 
6
:
 
3
7
3

）（
６
）

。 

西
田
の
他
者
論
は
、「
類

推
説
」（analogy theory

）
で
も
な
く
、「
感
情
移
入
説
」（em

pathy theory

）
で
も
な
く
、
第
三
の
立
場
に
立
つ
。
そ
れ
と
同
様
に
、
西
田
の
「
ト

ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
も
、
「
比
較
哲
学
」
で
も
な
く
、
「
間
文
化
哲
学
」
で
も
な
く
、
第
三
の
立
場
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田

の
哲
学
を
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
、
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
運
動
に
新
た
な
哲
学
的
資

源
を
提
供
す
る
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
ま
ず
「
比
較
哲
学
」
と
い
う
側
面
か
ら
西
田
の
哲
学
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

一　

西
田
の
比
較
哲
学

　

周
知
の
よ
う
に
「
哲
学
」
は
西
周
が
作
っ
た
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
訳
語
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
広
く
東
ア
ジ
ア
（
香
港
・
台
湾
・
中
国
・
韓
国
・

ベ
ト
ナ
ム
な
ど
）
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
哲
学
」
と
い
う
訳
語
が
で
き
る
以
前
に
も
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
哲
学

の
問
題
と
特
殊
な
問
題
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
哲
学
は
普
遍
的
な
学
問
で
あ
る
と
同
時
に
、
特
殊
性
を
も
っ
た
学
問
で
も
あ
る
。
西

田
は
こ
の
哲
学
の
二
重
性
を
よ
く
認
識
し
て
い
た
。
『
善
の
研
究
』
の
中
国
語
訳
（
一
九
二
八
年
）
の
序
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

哲
学
は
学
問
で
あ
る
。
学
問
は
必
ず
合
理
的
な
も
の
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
は
、
哲
学
の
真
理
に
つ
い
て
、
古
今
の
差
異
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
哲
学
は
学
問
で
あ
り
つ
つ
、
芸
術
・
宗
教

と
同
様
に
わ
れ
わ
れ
の
性
情
や
生
命
の
表
現
に
基
づ
く
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
西
洋
に
は
西
洋
の
哲
学
が
あ
り
、
東
洋
に
は
東



五 四

日
本
哲
学
史
研
究　

第
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西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

洋
の
哲
学
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
東
洋
人
の
哲
学
は
我
々
の
生
命
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
幾
千
年
來
我
ら
の

祖
先
を
育
み
来
た
っ
た
東
洋
文
化
の
発
揚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
の
学
問
的
形
式
に
お
い
て
は
西
洋
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
內
容
に
お
い
て
は
我
々
は
我
々
自
身
の
も
の
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
我
々
の
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
の
根

底
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、
決
し
て
遜
色
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。（
７
）

　

西
田
の
哲
学
は
「
東
西
哲
学
の
比
較
」
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
呉
汝
鈞
は
「
西
田
哲
学
は
一
つ

の
巨
大
な
哲
学
体
系
で
あ
る
。
東
西
の
哲
学
の
精
華
を
綜
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
非
常
に
豊
か
で
あ
る
。
…
…
彼
の
哲
学
の
中

に
は
、
東
西
哲
学
に
関
す
る
綜
合
と
比
較
が
満
ち
て
い
る
」（
８
）

と
述
べ
て
い
る
。
東
洋
人
に
は
西
洋
の
論
理
的
な
思
考
が
欠
け
て
い
る
と

指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
東
西
で
は
異
な
っ
た
仕
方
で
自
我
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
東
西
の
哲
学
伝
統
を
比
較
し
た
西
田
は
、
東

洋
の
哲
学
は
い
さ
さ
か
も
遜
色
が
な
く
、
否
、
西
洋
哲
学
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
西
田
の
こ
の
理
解
は
、
次
の
文
章
か
ら

よ
く
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

形
相
を
有
と
な
し
形
成
を
善
と
為
す
泰
西
文
化
の
絢
爛
た
る
発
展
に
は
尚
ぶ
べ
き
も
の
、
学
ぶ
べ
き
も
の
許
多
な
る
は
云
う
ま
で
も

な
い
が
、
幾
千
年
来
我
ら
の
祖
先
を
育
み
来
た
っ
た
東
洋
文
化
の
根
底
に
は
、
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く

と
云
っ
た
様
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（N

K
Z 4: 6

）

　

こ
の
文
章
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
一
九
二
七
年
）
の
「
序
」
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
場
所
」
と
い
う
重
要
な
論

文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
西
田
の
「
無
」
あ
る
い
は
「
絶
対
無
」
の
哲
学
が
展
開
さ
れ
た
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
「
無
」

の
哲
学
の
成
果
と
し
て
、
東
西
の
哲
学
の
不
十
分
性
を
補
足
し
、
科
学
と
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
精
神
と
価
値
の
虚
弱
化
と

い
う
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。
し
か
し
、
果
た
し
て
東
洋
の
哲
学
は
「
無
」
を
強
調
し
、
西
洋
の
哲
学
は
「
有
」

を
強
調
す
る
と
い
う
図
式
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
無
」
の
哲
学
の
「
有
」
の
哲
学
に
対
す
る
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
、

ど
う
い
う
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
真
摯
か
つ
誠
実
な
、
そ
し
て
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
対
話
が
求
め
ら
れ
る
。
外
国
に
留
学
し
た
り
、

異
文
化
と
直
接
接
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
西
田
は
、
日
本
の
な
か
で
日
本
文
化
・
日
本
哲
学
を
世
界
に
開
く
こ
と
を
試
み
た
。
彼
は

東
洋
対
西
洋
と
の
図
式
を
受
け
入
れ
、
比
較
哲
学
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
確
か
に
東
洋
の
哲
学
に
は
不
十
分
な
点
が
あ
り
、
西
洋
哲
学
の
学

習
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
西
洋
の
哲
学
が
め
ざ
す
べ
き
唯
一
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
な
い
。
一
九
三
三
年
に
『
改
造
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
知
識
の
客
観
性
」
と
題
し
た
論
文
の
中
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
現

在
の
日
本
は
世
界
の
日
本
と
し
て
世
界
に
示
す
べ
き
も
の
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
古
今
に
通
じ
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
も
の
を
明
に
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（N

K
Z 12: 159

）
。

　

ま
た
「
形
而
上
学
的
立
場
か
ら
見
た
東
西
古
代
の
文
化
形
態
」
（
一
九
三
四
年
）
の
な
か
に
も
、
東
西
の
哲
学
の
比
較
と
い
う
観
点
を
は
っ

き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
・
西
欧
・
イ
ン
ド
・
中
国
な
ど
の
文
化
を
比
較
し
、
「
私
は
西

洋
文
化
の
根
柢
に
有
の
思
想
が
あ
り
東
洋
文
化
の
根
底
に
無
の
思
想
が
あ
る
と
思
う
」
（N

K
Z 7: 446

）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で

一
つ
の
重
要
な
補
足
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
洋
の
「
無
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
要
素
が
あ
る
。
日
本
民
族
の
「
無
」
の

文
化
は
、
道
家
思
想
の
「
無
常
」
、
あ
る
い
は
老
荘
思
想
の
「
無
為
」
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
「
大
乗
仏
教
に
於
て
は
柳
は
綠
に
花
は
紅
の
思

想
に
至
り
、
老
荘
に
於
て
は
自
然
を
尚
び
無
為
に
し
て
化
す
と
云
う
。
無
の
思
想
は
一
面
に
遁
世
主
義
と
な
る
と
共
に
、
一
面
に
感
官
主
義

と
な
る
傾
向
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
又
随
其
流
而
揚
其
波
と
い
う
如
き
思
想
と
も
な
る
」
（N

K
Z 7:449

）
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
、
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西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
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〕

洋
の
哲
学
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
東
洋
人
の
哲
学
は
我
々
の
生
命
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
幾
千
年
來
我
ら
の

祖
先
を
育
み
来
た
っ
た
東
洋
文
化
の
発
揚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
の
学
問
的
形
式
に
お
い
て
は
西
洋
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
內
容
に
お
い
て
は
我
々
は
我
々
自
身
の
も
の
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
我
々
の
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
の
根

底
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、
決
し
て
遜
色
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。（
７
）

　

西
田
の
哲
学
は
「
東
西
哲
学
の
比
較
」
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
呉
汝
鈞
は
「
西
田
哲
学
は
一
つ

の
巨
大
な
哲
学
体
系
で
あ
る
。
東
西
の
哲
学
の
精
華
を
綜
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
非
常
に
豊
か
で
あ
る
。
…
…
彼
の
哲
学
の
中

に
は
、
東
西
哲
学
に
関
す
る
綜
合
と
比
較
が
満
ち
て
い
る
」（
８
）

と
述
べ
て
い
る
。
東
洋
人
に
は
西
洋
の
論
理
的
な
思
考
が
欠
け
て
い
る
と

指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
東
西
で
は
異
な
っ
た
仕
方
で
自
我
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
東
西
の
哲
学
伝
統
を
比
較
し
た
西
田
は
、
東

洋
の
哲
学
は
い
さ
さ
か
も
遜
色
が
な
く
、
否
、
西
洋
哲
学
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
西
田
の
こ
の
理
解
は
、
次
の
文
章
か
ら

よ
く
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

形
相
を
有
と
な
し
形
成
を
善
と
為
す
泰
西
文
化
の
絢
爛
た
る
発
展
に
は
尚
ぶ
べ
き
も
の
、
学
ぶ
べ
き
も
の
許
多
な
る
は
云
う
ま
で
も

な
い
が
、
幾
千
年
来
我
ら
の
祖
先
を
育
み
来
た
っ
た
東
洋
文
化
の
根
底
に
は
、
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く

と
云
っ
た
様
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（N

K
Z 4: 6

）

　

こ
の
文
章
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
一
九
二
七
年
）
の
「
序
」
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
場
所
」
と
い
う
重
要
な
論

文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
西
田
の
「
無
」
あ
る
い
は
「
絶
対
無
」
の
哲
学
が
展
開
さ
れ
た
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
「
無
」

の
哲
学
の
成
果
と
し
て
、
東
西
の
哲
学
の
不
十
分
性
を
補
足
し
、
科
学
と
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
精
神
と
価
値
の
虚
弱
化
と

い
う
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。
し
か
し
、
果
た
し
て
東
洋
の
哲
学
は
「
無
」
を
強
調
し
、
西
洋
の
哲
学
は
「
有
」

を
強
調
す
る
と
い
う
図
式
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
無
」
の
哲
学
の
「
有
」
の
哲
学
に
対
す
る
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
、

ど
う
い
う
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
真
摯
か
つ
誠
実
な
、
そ
し
て
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
対
話
が
求
め
ら
れ
る
。
外
国
に
留
学
し
た
り
、

異
文
化
と
直
接
接
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
西
田
は
、
日
本
の
な
か
で
日
本
文
化
・
日
本
哲
学
を
世
界
に
開
く
こ
と
を
試
み
た
。
彼
は

東
洋
対
西
洋
と
の
図
式
を
受
け
入
れ
、
比
較
哲
学
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
確
か
に
東
洋
の
哲
学
に
は
不
十
分
な
点
が
あ
り
、
西
洋
哲
学
の
学

習
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
西
洋
の
哲
学
が
め
ざ
す
べ
き
唯
一
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
な
い
。
一
九
三
三
年
に
『
改
造
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
知
識
の
客
観
性
」
と
題
し
た
論
文
の
中
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
現

在
の
日
本
は
世
界
の
日
本
と
し
て
世
界
に
示
す
べ
き
も
の
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
古
今
に
通
じ
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
も
の
を
明
に
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（N

K
Z 12: 159

）
。

　

ま
た
「
形
而
上
学
的
立
場
か
ら
見
た
東
西
古
代
の
文
化
形
態
」
（
一
九
三
四
年
）
の
な
か
に
も
、
東
西
の
哲
学
の
比
較
と
い
う
観
点
を
は
っ

き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
・
西
欧
・
イ
ン
ド
・
中
国
な
ど
の
文
化
を
比
較
し
、
「
私
は
西

洋
文
化
の
根
柢
に
有
の
思
想
が
あ
り
東
洋
文
化
の
根
底
に
無
の
思
想
が
あ
る
と
思
う
」
（N

K
Z 7: 446

）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で

一
つ
の
重
要
な
補
足
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
洋
の
「
無
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
要
素
が
あ
る
。
日
本
民
族
の
「
無
」
の

文
化
は
、
道
家
思
想
の
「
無
常
」
、
あ
る
い
は
老
荘
思
想
の
「
無
為
」
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
「
大
乗
仏
教
に
於
て
は
柳
は
綠
に
花
は
紅
の
思

想
に
至
り
、
老
荘
に
於
て
は
自
然
を
尚
び
無
為
に
し
て
化
す
と
云
う
。
無
の
思
想
は
一
面
に
遁
世
主
義
と
な
る
と
共
に
、
一
面
に
感
官
主
義

と
な
る
傾
向
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
又
随
其
流
而
揚
其
波
と
い
う
如
き
思
想
と
も
な
る
」
（N

K
Z 7:449

）
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
、



七

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

日
本
の
「
無
」
、
あ
る
い
は
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
、
「
柳
は
綠
に
花
は
紅
の
大
乗
仏
教
の
真
意
は
日
本
文
化
の
如
き
も
の
に
於
て
見
出
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（N

K
Z 7:450

）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
「
無
」
の
文
化
の
中
に
、
「
純
情
主
義
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
「
天

地
正
大
氣
，
粹
然
鐘
神
州
，
秀
為
不
二
嶽
，
巍
巍
聳
千
秋
，
注
為
大
瀛
水
，
洋
洋
環
八
州
，
發
為
萬
朶
櫻
，
眾
芳
難
與
儔
，
凝
為
百
鍊
鐵
，

銳
利
可
斷
鍪
と
い
う
底
に
純
情
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
」
（N

K
Z 7:452

）
。

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

二　

西
田
の
間
文
化
哲
学

　

西
田
の
比
較
哲
学
の
立
場
を
ま
と
め
る
た
め
に
、
次
の
文
章
を
引
用
し
た
い
。
「
東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
と
は
そ
の
根
柢
に
於
て
如
何
に

異
な
る
か
。
日
本
文
化
は
東
洋
文
化
に
於
て
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か
。
長
所
は
直
に
短
所
で
あ
る
。
深
く
己
を
窮
め
又
よ
く
他
を
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
真
に
我
々
の
進
む
べ
き
途
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 7:453

）
。
確
か
に
自
己
の
文
化
と
他
者
の
文
化
と
は
遭

遇
し
、
交
流
す
る
。
そ
こ
で
文
化
の
違
い
も
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
比
較
哲
学
に
よ
っ
て
そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
不
充

分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
比
較
を
行
う
主
体
で
あ
る
「
私
」
は
も
と
も
と
孤
立
し
た
「
独
我
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己

に
閉
じ
た
「
独
我
」
は
果
た
し
て
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
ま
さ
し
く
独
我
論
（solipsism

）（
10
）

の
難

問
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
問
題
に
直
面
し
、
解
決
策
を
模
索
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
と
い
う
の
は
、
余
が
大
分
前
か
ら
有
っ
て
い
た
考
で
あ
っ
た
。
初
は

マ
ッ
ハ
な
ど
を
読
ん
で
見
た
が
、
ど
う
も
満
足
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ
っ
て

個
人
あ
る
の
で
あ
る
、
個
人
的
区
別
よ
り
経
験
が
根
本
的
で
あ
る
と
い
う
考
か
ら
独
我
論
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
経
験
を
能

動
的
と
考
う
る
こ
と
に
由
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
以
後
の
超
越
哲
学
と
も
調
和
し
得
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
遂
に
こ
の
書
の
第
二
編
を
書
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
不
完
全
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
（N

K
Z 1: 4

）

　

注
目
し
た
い
の
は
、
「
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
経
験
」
は
「
個
人
」
よ
り
も
根
本
的
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
「
経
験
」
は
「
私
」
の
経
験
で
も
な
く
、
ま
た
「
他
者
」
の
経
験
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
「
純
粹
」
な
経
験
で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』

の
冒
頭
で
「
経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
侭
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
純

粋
と
い
う
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
居
る
者
も
其
実
は
何
等
か
の
思
想
を
交
え
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真
に
経

験
其
侭
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
」( N

K
Z 1: 9-10

)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
主
体
と
客
体
と
の
区
別
の
な
い
状
態
へ
、
つ
ま
り
一
切
思
慮
分

別
の
な
い
状
態
へ
と
還
る
こ
と
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
上
田
閑
照
は
、「
我
花
を
見
る
。
此
時
花
は
我
、
我
は
花
で
あ
る
」( N

K
Z 16: 430

)

と
い
う
の
は
、「
『
我
』
が
花
に
つ
い
て
『
我
』

の
経
験
を
言
う
言
葉
」
で
は
な
く
、
「
こ
の
意
味
で
純
粋
経
験
は
、
私
達
の
通
常
の
経
験
か
ら
す
る
な
ら
ば
経
験
の
仕
方
そ
の
も
の
を
根
本

的
に
転
換
す
る
も
の
と
し
て
の
一
つ
の
根
本
経
験
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」（

11
）

と
解
釈
し
て
い
る
。
花
を
見
る
刹
那
、
ま
だ
主
も
な
く
客

も
な
い
。
「
わ
れ
」
は
ま
さ
に
「
わ
れ
あ
り
」
な
の
で
は
な
く
、
「
わ
れ
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
「
わ
れ
な
き
」
は
ま
た
「
わ

れ
に
返
る
」
こ
と
が
あ
り
、
「
わ
れ
は
、
わ
れ
な
く
し
て
、
わ
れ
で
あ
る
」（

12
）

と
い
う
自
発
自
展
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
永
井
均
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
西
田
の
考
え
方
で
は
、
あ
え
て
『
私
』
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
、
そ
の
と
き
そ
の

よ
う
に
聞
こ
え
て
い
る
雷
鳴
、
そ
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
稲
妻
が
、
そ
の
ま
ま
、
私
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
純
粋
経
験
そ
の
も
の
を
離
れ
て
、

そ
れ
を
経
験
す
る
（
そ
れ
ら
と
は
独
立
の
）
私
な
ど
、
存
在
し
な
い
」（

13
）

。
日
本
語
で
は
、
「
私
は
花
を
見
る
」
（
あ
る
い
は
「
我
花
を
見

る
」
）
と
い
う
表
現
は
普
段
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
花
が
見
え
る
」
と
言
う
。
さ
ら
に
、
永
井
は
こ
う
論
じ
て
い
る
。
「
西
田
が
、
フ
ィ

六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号



七

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

日
本
の
「
無
」
、
あ
る
い
は
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
、
「
柳
は
綠
に
花
は
紅
の
大
乗
仏
教
の
真
意
は
日
本
文
化
の
如
き
も
の
に
於
て
見
出
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（N

K
Z 7:450

）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
「
無
」
の
文
化
の
中
に
、
「
純
情
主
義
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
「
天

地
正
大
氣
，
粹
然
鐘
神
州
，
秀
為
不
二
嶽
，
巍
巍
聳
千
秋
，
注
為
大
瀛
水
，
洋
洋
環
八
州
，
發
為
萬
朶
櫻
，
眾
芳
難
與
儔
，
凝
為
百
鍊
鐵
，

銳
利
可
斷
鍪
と
い
う
底
に
純
情
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
」
（N

K
Z 7:452

）
。

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

二　

西
田
の
間
文
化
哲
学

　

西
田
の
比
較
哲
学
の
立
場
を
ま
と
め
る
た
め
に
、
次
の
文
章
を
引
用
し
た
い
。
「
東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
と
は
そ
の
根
柢
に
於
て
如
何
に

異
な
る
か
。
日
本
文
化
は
東
洋
文
化
に
於
て
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か
。
長
所
は
直
に
短
所
で
あ
る
。
深
く
己
を
窮
め
又
よ
く
他
を
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
真
に
我
々
の
進
む
べ
き
途
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 7:453

）
。
確
か
に
自
己
の
文
化
と
他
者
の
文
化
と
は
遭

遇
し
、
交
流
す
る
。
そ
こ
で
文
化
の
違
い
も
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
比
較
哲
学
に
よ
っ
て
そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
不
充

分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
比
較
を
行
う
主
体
で
あ
る
「
私
」
は
も
と
も
と
孤
立
し
た
「
独
我
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己

に
閉
じ
た
「
独
我
」
は
果
た
し
て
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
ま
さ
し
く
独
我
論
（solipsism

）（
10
）

の
難

問
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
問
題
に
直
面
し
、
解
決
策
を
模
索
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
と
い
う
の
は
、
余
が
大
分
前
か
ら
有
っ
て
い
た
考
で
あ
っ
た
。
初
は

マ
ッ
ハ
な
ど
を
読
ん
で
見
た
が
、
ど
う
も
満
足
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ
っ
て

個
人
あ
る
の
で
あ
る
、
個
人
的
区
別
よ
り
経
験
が
根
本
的
で
あ
る
と
い
う
考
か
ら
独
我
論
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
経
験
を
能

動
的
と
考
う
る
こ
と
に
由
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
以
後
の
超
越
哲
学
と
も
調
和
し
得
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
遂
に
こ
の
書
の
第
二
編
を
書
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
不
完
全
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
（N

K
Z 1: 4

）

　

注
目
し
た
い
の
は
、
「
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
経
験
」
は
「
個
人
」
よ
り
も
根
本
的
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
「
経
験
」
は
「
私
」
の
経
験
で
も
な
く
、
ま
た
「
他
者
」
の
経
験
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
「
純
粹
」
な
経
験
で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』

の
冒
頭
で
「
経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
侭
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
純

粋
と
い
う
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
居
る
者
も
其
実
は
何
等
か
の
思
想
を
交
え
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真
に
経

験
其
侭
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
」( N

K
Z 1: 9-10

)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
主
体
と
客
体
と
の
区
別
の
な
い
状
態
へ
、
つ
ま
り
一
切
思
慮
分

別
の
な
い
状
態
へ
と
還
る
こ
と
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
上
田
閑
照
は
、「
我
花
を
見
る
。
此
時
花
は
我
、
我
は
花
で
あ
る
」( N

K
Z 16: 430

)

と
い
う
の
は
、「
『
我
』
が
花
に
つ
い
て
『
我
』

の
経
験
を
言
う
言
葉
」
で
は
な
く
、
「
こ
の
意
味
で
純
粋
経
験
は
、
私
達
の
通
常
の
経
験
か
ら
す
る
な
ら
ば
経
験
の
仕
方
そ
の
も
の
を
根
本

的
に
転
換
す
る
も
の
と
し
て
の
一
つ
の
根
本
経
験
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」（

11
）

と
解
釈
し
て
い
る
。
花
を
見
る
刹
那
、
ま
だ
主
も
な
く
客

も
な
い
。
「
わ
れ
」
は
ま
さ
に
「
わ
れ
あ
り
」
な
の
で
は
な
く
、
「
わ
れ
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
「
わ
れ
な
き
」
は
ま
た
「
わ

れ
に
返
る
」
こ
と
が
あ
り
、
「
わ
れ
は
、
わ
れ
な
く
し
て
、
わ
れ
で
あ
る
」（

12
）

と
い
う
自
発
自
展
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
永
井
均
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
西
田
の
考
え
方
で
は
、
あ
え
て
『
私
』
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
、
そ
の
と
き
そ
の

よ
う
に
聞
こ
え
て
い
る
雷
鳴
、
そ
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
稲
妻
が
、
そ
の
ま
ま
、
私
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
純
粋
経
験
そ
の
も
の
を
離
れ
て
、

そ
れ
を
経
験
す
る
（
そ
れ
ら
と
は
独
立
の
）
私
な
ど
、
存
在
し
な
い
」（

13
）

。
日
本
語
で
は
、
「
私
は
花
を
見
る
」
（
あ
る
い
は
「
我
花
を
見

る
」
）
と
い
う
表
現
は
普
段
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
花
が
見
え
る
」
と
言
う
。
さ
ら
に
、
永
井
は
こ
う
論
じ
て
い
る
。
「
西
田
が
、
フ
ィ

六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号



九 八

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

ヒ
テ
の
『
我
は
我
な
り
』
を
否
定
し
て
、『
我
は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
で
あ
る
』
と
言
う
と
き
に
も
、
と
り
た
て
て
神
秘
的
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
奇
異
な
表
現
に
よ
っ
て
人
を
煙
に
巻
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
な
意
味
で
、『
私
は
、
私
で
な
く
世
界
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
」（

14
）（
15
）

。
上
山
春
平
に
よ
れ
ば
、「
個

人
的
自
我
の
根
底
に
超
個
人
的
な
る
も
の
が
前
提
さ
れ
る
」（

16
）

主
客
未
分
の
状
態
に
お
い
て
は
、
私
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
事
態
が
あ

り
え
な
い
た
め
に
、
独
我
論
が
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

　

西
田
は
独
我
論
を
解
決
す
る
道
を
見
つ
け
た
と
考
え
た
が
、
そ
の
発
想
は
現
象
学
の
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
。
基
本
的
に
は
、
西
田
は
判

断
以
前
の
状
態
に
帰
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
「
普
通
に
は
主
観
客
観
を
別
々
に
独
立
し
う
る
実
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
、
こ
の
二
者
の

作
用
に
由
り
て
意
識
現
象
を
生
ず
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
精
神
と
物
体
と
の
両
実
在
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
凡
て
誤

で
あ
る
。
主
観
客
観
と
は
一
の
事
実
を
考
察
す
る
見
方
の
相
違
で
あ
る
、
精
神
物
体
の
区
別
も
こ
の
見
方
よ
り
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実

其
者
の
区
別
で
な
い
。
事
実
上
の
花
は
決
し
て
理
学
者
の
い
う
よ
う
な
純
物
体
的
の
花
で
は
な
い
、
色
や
形
や
香
を
そ
な
え
た
美
に
し
て
愛

す
べ
き
花
で
あ
る
」
（N

K
Z 1: 60

）
。
要
す
る
に
、
「
私
」
が
花
を
見
る
の
で
は
な
く
、
自
己
が
花
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
が
物
を
知
る

と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
物
と
一
致
す
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
花
を
見
た
時
は
即
ち
自
己
が
花
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
花
を
研
究
し

て
そ
の
本
性
を
明
に
す
る
と
い
う
は
、
自
己
の
主
観
的
臆
断
を
す
て
て
、
花
其
物
の
本
性
に
一
致
す
る
の
意
で
あ
る
」
（N

K
Z 1: 93-94

）
。

さ
ら
に
、
西
田
は
こ
の
物
の
本
性
に
一
致
す
る
こ
と
を
「
愛
」
と
し
て
い
る
。
「
我
々
が
花
を
愛
す
る
の
は
自
分
が
花
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

月
を
愛
す
る
の
は
月
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
親
が
子
と
な
り
子
が
親
と
な
り
こ
こ
に
始
め
て
親
子
の
愛
情
が
起
る
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 1: 

197

）
。

 
 

こ
の
主
張
を
現
象
学
的
立
場
に
解
釈
す
れ
ば
、
違
和
感
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
の
基
礎
づ
け
を
探
る
西
田
の
哲
学
は
現
象

学
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
西
田
は
「
根
柢
」「
骨
子
」「
基
礎
」
な
ど
の
表
現
を
頻
用
し
、
哲
学
の
「
基

礎
づ
け
」
あ
る
い
は
真
な
る
知
識
の
「
始
ま
り
」
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
根
本
的
な
立
場
に
賛
同
し
た
西
田
は
、

「
デ
カ
ル
ト
主
義
者
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
西
田
の
同
時
代
の
「
デ
カ
ル
ト
主
義
者
」
と
い
え
ば
、
現
象
学
の
父
と
さ
れ

る
フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
一
生
に
一
度
は
、
す
べ
て
を
根
こ
そ
ぎ
く
つ
が
え
し
、
最
初
の
土
台
か
ら
新
た
に
は
じ
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
」（

17
）

と
述
べ
て
お
り
、
デ
カ
ル
ト
に
最
大
級
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。
西
田
は
、
『
善
の
研
究
』
の
中
で
こ
う
記
し
て

い
る
。
「
今
も
し
真
の
実
在
を
理
解
し
、
天
地
人
生
の
真
面
目
を
知
ろ
う
と
思
う
た
な
ら
ば
、
疑
い
う
る
だ
け
疑
っ
て
、
凡
て
の
人
工
的
仮

定
を
去
り
、
疑
う
に
も
も
は
や
疑
い
よ
う
の
な
い
、
直
接
の
知
識
を
本
と
し
て
出
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（N

K
Z 1: 47

）
。
西
田
は
デ
カ
ル
ト

と
同
様
に
哲
学
に
お
け
る
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
を
探
ろ
う
と
し
た
。
「
余
が
こ
こ
に
直
接
の
知
識
と
い
う
の
は
凡
て
こ
れ
ら
の
独
断
を

去
り
、
た
だ
直
覚
的
事
実
と
し
て
承
認
す
る
ま
で
で
あ
る
（
勿
論
ヘ
ー
ゲ
ル
を
始
め
諸
の
哲
学
史
家
の
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
カ
ー
ト
の

「
余
は
考
う
故
に
余
在
り
」
は
推
理
で
は
な
く
、
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
を
い
い
現
わ
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
余
の
出
立

点
と
同
一
に
な
る
）
」
（N

K
Z 1: 49-50

）
。
晩
年
の
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」
（
一
九
四
四
）
に
お
い
て
も
、
西
田
は
一
貫
し
て
デ
カ
ル

ト
を
認
め
た
。
「
哲
学
に
入
る
も
の
に
、
彼
［
デ
カ
ル
ト
］
の
『
省
察
録
』
の
熟
読
を
勧
め
た
い
。
し
か
し
私
は
彼
は
遂
に
そ
の
目
的
と
方

法
に
徹
底
せ
な
か
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 11: 158

）
。
勿
論
、
西
田
の
哲
学
と
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
と
の
間
に
は
決
定
的
な
差

異
が
存
在
す
る
が
、
「
私
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
へ
返
れ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
唯
、
尚
一
度
デ
カ
ル
ト
の
問
題
と
方
法
に
返
っ
て
考
え
て
見
よ

と
い
う
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 11: 173

）
と
西
田
は
明
言
し
て
い
る
。
両
者
と
も
疑
う
こ
と
か
ら
哲
学
的
思
索
を
始
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
徹

底
的
懐
疑
論
（radical skepticism

）
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
万
物
の
存
在
を
神
が
保
障
す
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
発
想
と
は
異
な
っ
て
、

西
田
は
む
し
ろ
経
験
に
着
目
し
た
。
「
哲
学
が
伝
来
の
仮
定
を
脱
し
、
新
に
確
固
た
る
基
礎
を
求
む
る
時
に
は
、
い
つ
で
も
か
か
る
直
接
の

知
識
に
還
っ
て
く
る
。
近
世
哲
学
の
始
に
お
い
て
ベ
ー
コ
ン
が
経
験
を
以
て
凡
て
の
知
識
の
本
と
し
た
の
も
、
デ
カ
ー
ト
が
『
余
は
考
う
故

に
余
在
り
』cogito ergo sum

 

の
命
題
を
本
と
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
く
明
瞭
な
る
も
の
を
真
理
と
し
た
の
も
こ
れ
に
由
る
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 
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ヒ
テ
の
『
我
は
我
な
り
』
を
否
定
し
て
、『
我
は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
で
あ
る
』
と
言
う
と
き
に
も
、
と
り
た
て
て
神
秘
的
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
奇
異
な
表
現
に
よ
っ
て
人
を
煙
に
巻
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
な
意
味
で
、『
私
は
、
私
で
な
く
世
界
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
」（

14
）（
15
）

。
上
山
春
平
に
よ
れ
ば
、「
個

人
的
自
我
の
根
底
に
超
個
人
的
な
る
も
の
が
前
提
さ
れ
る
」（

16
）

主
客
未
分
の
状
態
に
お
い
て
は
、
私
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
事
態
が
あ

り
え
な
い
た
め
に
、
独
我
論
が
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

　

西
田
は
独
我
論
を
解
決
す
る
道
を
見
つ
け
た
と
考
え
た
が
、
そ
の
発
想
は
現
象
学
の
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
。
基
本
的
に
は
、
西
田
は
判

断
以
前
の
状
態
に
帰
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
「
普
通
に
は
主
観
客
観
を
別
々
に
独
立
し
う
る
実
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
、
こ
の
二
者
の

作
用
に
由
り
て
意
識
現
象
を
生
ず
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
精
神
と
物
体
と
の
両
実
在
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
凡
て
誤

で
あ
る
。
主
観
客
観
と
は
一
の
事
実
を
考
察
す
る
見
方
の
相
違
で
あ
る
、
精
神
物
体
の
区
別
も
こ
の
見
方
よ
り
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実

其
者
の
区
別
で
な
い
。
事
実
上
の
花
は
決
し
て
理
学
者
の
い
う
よ
う
な
純
物
体
的
の
花
で
は
な
い
、
色
や
形
や
香
を
そ
な
え
た
美
に
し
て
愛

す
べ
き
花
で
あ
る
」
（N

K
Z 1: 60

）
。
要
す
る
に
、
「
私
」
が
花
を
見
る
の
で
は
な
く
、
自
己
が
花
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
が
物
を
知
る

と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
物
と
一
致
す
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
花
を
見
た
時
は
即
ち
自
己
が
花
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
花
を
研
究
し

て
そ
の
本
性
を
明
に
す
る
と
い
う
は
、
自
己
の
主
観
的
臆
断
を
す
て
て
、
花
其
物
の
本
性
に
一
致
す
る
の
意
で
あ
る
」
（N

K
Z 1: 93-94

）
。

さ
ら
に
、
西
田
は
こ
の
物
の
本
性
に
一
致
す
る
こ
と
を
「
愛
」
と
し
て
い
る
。
「
我
々
が
花
を
愛
す
る
の
は
自
分
が
花
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

月
を
愛
す
る
の
は
月
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
親
が
子
と
な
り
子
が
親
と
な
り
こ
こ
に
始
め
て
親
子
の
愛
情
が
起
る
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 1: 

197

）
。

 
 

こ
の
主
張
を
現
象
学
的
立
場
に
解
釈
す
れ
ば
、
違
和
感
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
の
基
礎
づ
け
を
探
る
西
田
の
哲
学
は
現
象

学
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
西
田
は
「
根
柢
」「
骨
子
」「
基
礎
」
な
ど
の
表
現
を
頻
用
し
、
哲
学
の
「
基

礎
づ
け
」
あ
る
い
は
真
な
る
知
識
の
「
始
ま
り
」
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
根
本
的
な
立
場
に
賛
同
し
た
西
田
は
、

「
デ
カ
ル
ト
主
義
者
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
西
田
の
同
時
代
の
「
デ
カ
ル
ト
主
義
者
」
と
い
え
ば
、
現
象
学
の
父
と
さ
れ

る
フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
一
生
に
一
度
は
、
す
べ
て
を
根
こ
そ
ぎ
く
つ
が
え
し
、
最
初
の
土
台
か
ら
新
た
に
は
じ
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
」（

17
）

と
述
べ
て
お
り
、
デ
カ
ル
ト
に
最
大
級
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。
西
田
は
、
『
善
の
研
究
』
の
中
で
こ
う
記
し
て

い
る
。
「
今
も
し
真
の
実
在
を
理
解
し
、
天
地
人
生
の
真
面
目
を
知
ろ
う
と
思
う
た
な
ら
ば
、
疑
い
う
る
だ
け
疑
っ
て
、
凡
て
の
人
工
的
仮

定
を
去
り
、
疑
う
に
も
も
は
や
疑
い
よ
う
の
な
い
、
直
接
の
知
識
を
本
と
し
て
出
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（N

K
Z 1: 47

）
。
西
田
は
デ
カ
ル
ト

と
同
様
に
哲
学
に
お
け
る
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
を
探
ろ
う
と
し
た
。
「
余
が
こ
こ
に
直
接
の
知
識
と
い
う
の
は
凡
て
こ
れ
ら
の
独
断
を

去
り
、
た
だ
直
覚
的
事
実
と
し
て
承
認
す
る
ま
で
で
あ
る
（
勿
論
ヘ
ー
ゲ
ル
を
始
め
諸
の
哲
学
史
家
の
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
カ
ー
ト
の

「
余
は
考
う
故
に
余
在
り
」
は
推
理
で
は
な
く
、
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
を
い
い
現
わ
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
余
の
出
立

点
と
同
一
に
な
る
）
」
（N

K
Z 1: 49-50

）
。
晩
年
の
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」
（
一
九
四
四
）
に
お
い
て
も
、
西
田
は
一
貫
し
て
デ
カ
ル

ト
を
認
め
た
。
「
哲
学
に
入
る
も
の
に
、
彼
［
デ
カ
ル
ト
］
の
『
省
察
録
』
の
熟
読
を
勧
め
た
い
。
し
か
し
私
は
彼
は
遂
に
そ
の
目
的
と
方

法
に
徹
底
せ
な
か
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 11: 158

）
。
勿
論
、
西
田
の
哲
学
と
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
と
の
間
に
は
決
定
的
な
差

異
が
存
在
す
る
が
、
「
私
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
へ
返
れ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
唯
、
尚
一
度
デ
カ
ル
ト
の
問
題
と
方
法
に
返
っ
て
考
え
て
見
よ

と
い
う
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 11: 173

）
と
西
田
は
明
言
し
て
い
る
。
両
者
と
も
疑
う
こ
と
か
ら
哲
学
的
思
索
を
始
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
徹

底
的
懐
疑
論
（radical skepticism

）
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
万
物
の
存
在
を
神
が
保
障
す
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
発
想
と
は
異
な
っ
て
、

西
田
は
む
し
ろ
経
験
に
着
目
し
た
。
「
哲
学
が
伝
来
の
仮
定
を
脱
し
、
新
に
確
固
た
る
基
礎
を
求
む
る
時
に
は
、
い
つ
で
も
か
か
る
直
接
の

知
識
に
還
っ
て
く
る
。
近
世
哲
学
の
始
に
お
い
て
ベ
ー
コ
ン
が
経
験
を
以
て
凡
て
の
知
識
の
本
と
し
た
の
も
、
デ
カ
ー
ト
が
『
余
は
考
う
故

に
余
在
り
』cogito ergo sum

 

の
命
題
を
本
と
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
く
明
瞭
な
る
も
の
を
真
理
と
し
た
の
も
こ
れ
に
由
る
の
で
あ
る
」
（N

K
Z 



一
一

一
〇

日
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哲
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史
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西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

1: 49
）
。
西
田
は
「
私
の
経
験
」
を
哲
学
の
基
礎
づ
け
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
が
、
「
基
礎
づ
け
」
そ
の
も
の
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
引
用
か
ら
み
れ
ば
、
西
田
の
哲
学
の
立
場
は
「
基
礎
づ
け
主
義
」( foundationalism

)

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
立
場
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
新
デ
カ
ル
ト
主
義
」
を
想
起
さ
せ
る
。
実
際
、
西
田
は
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
思
想
を
こ
う
評
価
し
て
い
る
。

彼
［
フ
ッ
サ
ー
ル
］
は
晩
年
フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
の
講
演
、
「
現
象
学
入
門
」M

éditations C
artésiennes

に
於
い
て
、
現
象
学
の
成

立
に
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
刺
激
を
受
け
た
、
「
省
察
」
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
超
越
哲
学
の
新
た
な
型
に
変
形
せ
ら
れ
た
、
ネ
オ

カ
ル
テ
ジ
ャ
ン
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
而
も
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
に
取
っ
た
の
で
は
な
い
、
そ
の
革
新
的
な
発
展
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（N
K

Z 11:179

）

　

西
田
の
現
象
学
的
哲
学
の
モ
ッ
ト
ー
を
「
哲
学
の
起
点
と
し
て
の

“
X
”
へ
！
」
と
す
る
な
ら
ば
、
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
は
こ
の

“
X
”
は
純
粹
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
西
田
は
後
に
知
識
の
「
究
極
的
基
礎
づ
け
」
と
い
う
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、

純
粋
経
験
と
い
う
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
や
世
界
と
い
う
「
面
」
を
強
調
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
「
デ
カ

ル
ト
主
義
」
の
不
足
さ
を
認
め
、
晚
年
に
お
い
て
「
生
活
世
界
」
と
い
う
課
題
に
移
行
し
た
。
モ
ラ
ン
（D

erm
ot M

oran

）
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、
「“
デ
カ
ル
ト
主
義
”
は
純
粋
な
主
観
性
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
主
観
性
に
中
身
が
な
い
こ
と
、
他
の
主
観
性
に
た
ど
り
着
け
な

い
こ
と
、
世
界
に
達
し
な
い
こ
と
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
よ
う
や
く
気
づ
い
た
の
で
あ
る
」（

18
）

。

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

三　

西
田
の
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学

　

台
湾
中
央
研
究
院
に
は
「
當
代
儒
学
主
題
研
究
計
畫
第
六
期
：
跨
文
化
哲
学
中
的
當
代
儒
学
」
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
が
、

そ
の
な
か
で
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
と
い
う
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
文
化
と
文
化
と
の
間
に
あ
る
差
異
と
限
界
に
こ

だ
わ
っ
た
「
比
較
哲
学
」
や
「
間
文
化
哲
学
」
の
不
十
分
性
を
補
う
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
（
19
）

。
例
え
ば
、
「
中
国
哲
学
」
の
研
究
に
お

い
て
は
、
積
極
的
に
カ
ン
ト
な
ど
の
西
洋
哲
学
を
以
っ
て
中
国
哲
学
を
解
釈
す
る
立
場
（
新
儒
家
）
も
あ
れ
ば
、
西
洋
哲
学
の
導
入
に
よ
る

中
国
哲
学
の
歪
曲
を
拒
否
し
、
中
国
思
想
の
純
粋
性
を
強
調
す
る
立
場
（
国
学
）
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
二
つ
の
立
場
は
純
粹
な

「
中
国
哲
学
」
と
「
西
洋
哲
学
」
を
想
定
し
、「
中
国
」
対
「
西
洋
」
と
い
う
対
立
図
式
の
枠
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
新
儒
家
」
や
「
国

学
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
意
義
を
も
っ
て
い
た
が
、
今
日
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
中
国
＝
私
」
「
西
洋
＝
他
者
」
と
い
う
比
較
の

論
理
は
も
は
や
不
充
分
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
20
）

。
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
は
、
「
血
統
の
純
正
性
」
を
根
本
的
に
否
定
す
る
。

「
近
代
中
国
哲
学
に
お
け
る

“
混
血
”
性
へ
の
疑
い
を
払
拭
し
、
混
血
思
想
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る

“ト

ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
”
と
い
う
言
葉
に
は
独
特
の
意
義
が
あ
る
。
異
な
っ
た
文
化
の
垣
根
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
の
あ
り

方
を
再
確
認
す
る
の
で
あ
る
」（

21
）

。

　

西
田
の
哲
学
は
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
で
あ
る
よ
り
も
、
「
比
較
哲
学
」
な
い
し
「
間
文
化
哲
学
」
と
い
う
側
面
が
強
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
西
田
の
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
読
み
解
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
対
す
る

豊
か
な
哲
学
的
資
源
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
が
目
指
し
た
の
は
「
比
較
哲
学
」
や
「
間
文
化
哲
学
」
で
は
な
く
、
第
三
の
立
場
と

し
て
の
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
と
思
う
。



一
一

一
〇

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

1: 49

）
。
西
田
は
「
私
の
経
験
」
を
哲
学
の
基
礎
づ
け
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
が
、
「
基
礎
づ
け
」
そ
の
も
の
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
引
用
か
ら
み
れ
ば
、
西
田
の
哲
学
の
立
場
は
「
基
礎
づ
け
主
義
」( foundationalism

)

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
立
場
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
新
デ
カ
ル
ト
主
義
」
を
想
起
さ
せ
る
。
実
際
、
西
田
は
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
思
想
を
こ
う
評
価
し
て
い
る
。

彼
［
フ
ッ
サ
ー
ル
］
は
晩
年
フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
の
講
演
、
「
現
象
学
入
門
」M

éditations C
artésiennes

に
於
い
て
、
現
象
学
の
成

立
に
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
刺
激
を
受
け
た
、
「
省
察
」
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
超
越
哲
学
の
新
た
な
型
に
変
形
せ
ら
れ
た
、
ネ
オ

カ
ル
テ
ジ
ャ
ン
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
而
も
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
に
取
っ
た
の
で
は
な
い
、
そ
の
革
新
的
な
発
展
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（N

K
Z 11:179

）

　

西
田
の
現
象
学
的
哲
学
の
モ
ッ
ト
ー
を
「
哲
学
の
起
点
と
し
て
の

“
X
”
へ
！
」
と
す
る
な
ら
ば
、
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
は
こ
の

“
X
”
は
純
粹
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
西
田
は
後
に
知
識
の
「
究
極
的
基
礎
づ
け
」
と
い
う
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、

純
粋
経
験
と
い
う
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
や
世
界
と
い
う
「
面
」
を
強
調
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
「
デ
カ

ル
ト
主
義
」
の
不
足
さ
を
認
め
、
晚
年
に
お
い
て
「
生
活
世
界
」
と
い
う
課
題
に
移
行
し
た
。
モ
ラ
ン
（D

erm
ot M

oran

）
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、
「“
デ
カ
ル
ト
主
義
”
は
純
粋
な
主
観
性
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
主
観
性
に
中
身
が
な
い
こ
と
、
他
の
主
観
性
に
た
ど
り
着
け
な

い
こ
と
、
世
界
に
達
し
な
い
こ
と
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
よ
う
や
く
気
づ
い
た
の
で
あ
る
」（

18
）

。

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

三　

西
田
の
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学

　

台
湾
中
央
研
究
院
に
は
「
當
代
儒
学
主
題
研
究
計
畫
第
六
期
：
跨
文
化
哲
学
中
的
當
代
儒
学
」
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
が
、

そ
の
な
か
で
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
と
い
う
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
文
化
と
文
化
と
の
間
に
あ
る
差
異
と
限
界
に
こ

だ
わ
っ
た
「
比
較
哲
学
」
や
「
間
文
化
哲
学
」
の
不
十
分
性
を
補
う
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
（
19
）

。
例
え
ば
、
「
中
国
哲
学
」
の
研
究
に
お

い
て
は
、
積
極
的
に
カ
ン
ト
な
ど
の
西
洋
哲
学
を
以
っ
て
中
国
哲
学
を
解
釈
す
る
立
場
（
新
儒
家
）
も
あ
れ
ば
、
西
洋
哲
学
の
導
入
に
よ
る

中
国
哲
学
の
歪
曲
を
拒
否
し
、
中
国
思
想
の
純
粋
性
を
強
調
す
る
立
場
（
国
学
）
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
二
つ
の
立
場
は
純
粹
な

「
中
国
哲
学
」
と
「
西
洋
哲
学
」
を
想
定
し
、「
中
国
」
対
「
西
洋
」
と
い
う
対
立
図
式
の
枠
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
新
儒
家
」
や
「
国

学
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
意
義
を
も
っ
て
い
た
が
、
今
日
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
中
国
＝
私
」
「
西
洋
＝
他
者
」
と
い
う
比
較
の

論
理
は
も
は
や
不
充
分
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
20
）

。
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
は
、
「
血
統
の
純
正
性
」
を
根
本
的
に
否
定
す
る
。

「
近
代
中
国
哲
学
に
お
け
る

“
混
血
”
性
へ
の
疑
い
を
払
拭
し
、
混
血
思
想
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る

“ト

ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
”
と
い
う
言
葉
に
は
独
特
の
意
義
が
あ
る
。
異
な
っ
た
文
化
の
垣
根
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
の
あ
り

方
を
再
確
認
す
る
の
で
あ
る
」（

21
）

。

　

西
田
の
哲
学
は
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
で
あ
る
よ
り
も
、
「
比
較
哲
学
」
な
い
し
「
間
文
化
哲
学
」
と
い
う
側
面
が
強
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
西
田
の
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
読
み
解
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
対
す
る

豊
か
な
哲
学
的
資
源
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
が
目
指
し
た
の
は
「
比
較
哲
学
」
や
「
間
文
化
哲
学
」
で
は
な
く
、
第
三
の
立
場
と

し
て
の
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
と
思
う
。



一
三

一
二

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

　

西
田
の
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
目
を
向
け
る
前
に
、「
生
物
多
様
性
」（biodiversity

）
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
「
固
有
種
」
と
「
外
来
種
」
と
い
う
区
別
が
導
入
さ
れ
る
。
か
つ
て
あ
る
生
態
系
に
適
し
て
い
た
固
有
種
が
人
為
的
に

導
入
さ
れ
た
外
来
種
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
。
外
来
種
が
優
位
に
立
て
ば
、
固
有
種
が
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
な
く
な

る
。
そ
の
結
果
、
固
有
種
が
絶
滅
し
て
し
ま
い
、
生
物
多
様
性
に
打
撃
を
与
え
る
と
言
わ
れ
る
。
い
ま
、
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
こ
と
は

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
台
湾
中
央
研
究
院
に
は
生
物
多
様
性
研
究
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
多
く
の
研
究
を
推
進
し
て
い
る
（
22
）。

　

い
ま
こ
の
生
物
学
の
概
念
を
人
文
科
学
の
世
界
に
導
入
す
れ
ば
、
文
化
上
の
「
固
有
種
」
と
「
外
來
種
」
と
の
区
別
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
有
効
な
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は
も
ち
ろ
ん
「
生
物
多
様
性
」
と
い
う
概
念
を

知
ら
な
か
っ
た
が
、
二
つ
の
生
物
学
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
西
田
は
、
生
物
学
者
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
「
能
動
的
維
持
」

（active m
aintenance

）
と
い
う
概
念
を
哲
学
の
分
野
に
持
ち
込
み
、
自
ら
の
生
命
論
を
展
開
し
よ
う
と
試
み
た
。
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、

「
生
物
学
は
有
機
体
の
死
体
に
つ
い
て
の
学
問
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
身
体
（living bodies

）
と
い
う
常
に
環
境
と
能
動
的
に
関
係
し
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
る
」（

23
）

。
西
田
は
「
論
理
と
生
命
」
の
な
か
で
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
学
説
を
踏
ま
え
て
、
「
生
命
は
有
機
体

の
外
に
環
境
を
有
つ
の
み
な
ら
ず
、
内
に
も
環
境
を
有
つ
。
生
命
と
い
う
の
は
、
或
種
属
に
特
有
な
規
準
的
な
構
造
と
そ
の
環
境
と
の
能
働

的
維
持
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
単
に
物
理
的
・
化
学
的
複
合
物
で
は
な
く
し
て
、
持
続
的
斉
一
で
あ
る
」
（N

K
Z 8: 287-8

）
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
論
文｢

生
命｣

の
冒
頭
で
も
、
「
ホ
ル
デ
ー
ン
の
説
は
専
門
家
の
間
に
ど
れ
だ
け
認
め
ら
れ
て
い
る
か
は
知
ら
ね
ど
、
私
は
自
分
の
考

え
に
最
も
近
い
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
」（N

K
Z 11: 289

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
も
西
田
も
、と
も
に
先
に
述
べ
た
「
第

三
の
立
場
」
を
求
め
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
思
う
。

　

第
二
に
、
西
田
は
「
血
」
の
概
念
を
導
入
し
た
。
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
中
で
、
西
田
は
「
民
族
と
云
ふ
の
は
必
ず
し
も
同
一
の
血
と

云
ふ
こ
と
で
な
く
と
も
よ
い
」
（N

K
Z 12: 327

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
別
の
箇
所
で
は
「
し
か
し
民
族
と
い
う
も
の
が
歴
史
的
社
会
的
形
成

の
根
底
に
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
社
会
成
立
の
根
底
に
は
血
の
自
己
表
現
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い｡

而
し
て
血
の
自
己
表

現
と
い
う
こ
と
は
、
生
物
的
身
体
が
自
己
自
身
の
内
に
世
界
の
自
己
表
現
的
要
素
を
含
む
と
い
う
こ
と
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

 
( N

K
Z 

ll: 334-5
)

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
野
家
啓
一
は
、
生
命
論
を
社
会
論
へ
と
無
媒
介
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
者
の
陥
り
や
す
い

罠
に
西
田
も
ま
た
か
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
論
文
〔
「
生
命
」
〕
が
書
か
れ
た
時
代
状
況
を
勘
案
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
西
田
の
議
論
は
飛
躍
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う｡

こ
こ

で
は
、
生
物
学
的
次
元
の｢

血｣

の
概
念
と
社
会
的･

文
化
的
次
元
の｢

血｣

の
概
念
が
無
媒
介
に
結
合
さ
れ
、
そ
れ
が｢

民
族｣

と
二
重
写
し
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る｡

西
田
の
議
論
が
こ
の
二
つ
の
次
元
を
媒
介
す
る
論
理
を
欠
い
た
ま
ま
、
生
物
学
的
次
元

か
ら
社
会
的
次
元
へ
と
不
用
意
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
西
田
哲
学
が
置
か
れ
て
い
た
位
置
か
ら
考
え
れ
ば
致
命
的
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
が
犯
し
た
誤
り
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。（

24
）

 
 

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
「
血
」
は
、
民
族
の
純
粋
性
を
示
す
絶
好
の
材
料
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
他
者
を
排
除
す
る

と
い
う
悲
劇
を
引
き
起
こ
す
。
生
物
学
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
人
文
科
学
に
移
す
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤
っ
て
推
論
す
れ

ば
「
民
族
」
「
国
体
」
「
ナ
チ
ス
」
な
ど
に
関
係
付
け
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　

西
田
の
社
会
生
物
学
的
な
議
論
は
と
う
て
い
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
の
哲
学
に
は

純
粋
な
「
自
己
」「
血
」「
民
族
」
を
否
定
す
る
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
」
エ
レ
メ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
私
と
汝
」

の
哲
学
で
あ
る
。
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
一
九
三
二
）
の
「
序
」
に
お
い
て
西
田
は
、
「
私
と
汝
の
関
係
に
つ
い
て
種
々
な
る
難
問
は
、
内

界
と
外
界
と
が
対
立
し
、
各
自
が
絶
対
的
に
自
己
自
身
に
固
有
な
る
内
界
を
有
つ
と
考
え
る
か
ら
起
こ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



一
三

一
二

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

　

西
田
の
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
目
を
向
け
る
前
に
、「
生
物
多
様
性
」（biodiversity

）
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
「
固
有
種
」
と
「
外
来
種
」
と
い
う
区
別
が
導
入
さ
れ
る
。
か
つ
て
あ
る
生
態
系
に
適
し
て
い
た
固
有
種
が
人
為
的
に

導
入
さ
れ
た
外
来
種
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
。
外
来
種
が
優
位
に
立
て
ば
、
固
有
種
が
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
な
く
な

る
。
そ
の
結
果
、
固
有
種
が
絶
滅
し
て
し
ま
い
、
生
物
多
様
性
に
打
撃
を
与
え
る
と
言
わ
れ
る
。
い
ま
、
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
こ
と
は

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
台
湾
中
央
研
究
院
に
は
生
物
多
様
性
研
究
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
多
く
の
研
究
を
推
進
し
て
い
る
（
22
）。

　

い
ま
こ
の
生
物
学
の
概
念
を
人
文
科
学
の
世
界
に
導
入
す
れ
ば
、
文
化
上
の
「
固
有
種
」
と
「
外
來
種
」
と
の
区
別
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
有
効
な
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は
も
ち
ろ
ん
「
生
物
多
様
性
」
と
い
う
概
念
を

知
ら
な
か
っ
た
が
、
二
つ
の
生
物
学
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
西
田
は
、
生
物
学
者
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
「
能
動
的
維
持
」

（active m
aintenance

）
と
い
う
概
念
を
哲
学
の
分
野
に
持
ち
込
み
、
自
ら
の
生
命
論
を
展
開
し
よ
う
と
試
み
た
。
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、

「
生
物
学
は
有
機
体
の
死
体
に
つ
い
て
の
学
問
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
身
体
（living bodies

）
と
い
う
常
に
環
境
と
能
動
的
に
関
係
し
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
る
」（

23
）

。
西
田
は
「
論
理
と
生
命
」
の
な
か
で
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
学
説
を
踏
ま
え
て
、
「
生
命
は
有
機
体

の
外
に
環
境
を
有
つ
の
み
な
ら
ず
、
内
に
も
環
境
を
有
つ
。
生
命
と
い
う
の
は
、
或
種
属
に
特
有
な
規
準
的
な
構
造
と
そ
の
環
境
と
の
能
働

的
維
持
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
単
に
物
理
的
・
化
学
的
複
合
物
で
は
な
く
し
て
、
持
続
的
斉
一
で
あ
る
」
（N

K
Z 8: 287-8

）
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
論
文｢

生
命｣

の
冒
頭
で
も
、
「
ホ
ル
デ
ー
ン
の
説
は
専
門
家
の
間
に
ど
れ
だ
け
認
め
ら
れ
て
い
る
か
は
知
ら
ね
ど
、
私
は
自
分
の
考

え
に
最
も
近
い
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
」（N

K
Z 11: 289

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
も
西
田
も
、と
も
に
先
に
述
べ
た
「
第

三
の
立
場
」
を
求
め
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
思
う
。

　

第
二
に
、
西
田
は
「
血
」
の
概
念
を
導
入
し
た
。
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
中
で
、
西
田
は
「
民
族
と
云
ふ
の
は
必
ず
し
も
同
一
の
血
と

云
ふ
こ
と
で
な
く
と
も
よ
い
」
（N

K
Z 12: 327

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
別
の
箇
所
で
は
「
し
か
し
民
族
と
い
う
も
の
が
歴
史
的
社
会
的
形
成

の
根
底
に
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
社
会
成
立
の
根
底
に
は
血
の
自
己
表
現
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い｡

而
し
て
血
の
自
己
表

現
と
い
う
こ
と
は
、
生
物
的
身
体
が
自
己
自
身
の
内
に
世
界
の
自
己
表
現
的
要
素
を
含
む
と
い
う
こ
と
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

 
( N

K
Z 

ll: 334-5
)

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
野
家
啓
一
は
、
生
命
論
を
社
会
論
へ
と
無
媒
介
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
者
の
陥
り
や
す
い

罠
に
西
田
も
ま
た
か
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
論
文
〔
「
生
命
」
〕
が
書
か
れ
た
時
代
状
況
を
勘
案
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
西
田
の
議
論
は
飛
躍
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う｡

こ
こ

で
は
、
生
物
学
的
次
元
の｢

血｣

の
概
念
と
社
会
的･

文
化
的
次
元
の｢

血｣

の
概
念
が
無
媒
介
に
結
合
さ
れ
、
そ
れ
が｢

民
族｣

と
二
重
写
し
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る｡

西
田
の
議
論
が
こ
の
二
つ
の
次
元
を
媒
介
す
る
論
理
を
欠
い
た
ま
ま
、
生
物
学
的
次
元

か
ら
社
会
的
次
元
へ
と
不
用
意
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
西
田
哲
学
が
置
か
れ
て
い
た
位
置
か
ら
考
え
れ
ば
致
命
的
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
が
犯
し
た
誤
り
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。（

24
）

 
 

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
「
血
」
は
、
民
族
の
純
粋
性
を
示
す
絶
好
の
材
料
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
他
者
を
排
除
す
る

と
い
う
悲
劇
を
引
き
起
こ
す
。
生
物
学
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
人
文
科
学
に
移
す
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤
っ
て
推
論
す
れ

ば
「
民
族
」
「
国
体
」
「
ナ
チ
ス
」
な
ど
に
関
係
付
け
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　

西
田
の
社
会
生
物
学
的
な
議
論
は
と
う
て
い
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
の
哲
学
に
は

純
粋
な
「
自
己
」「
血
」「
民
族
」
を
否
定
す
る
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
」
エ
レ
メ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
私
と
汝
」

の
哲
学
で
あ
る
。
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
一
九
三
二
）
の
「
序
」
に
お
い
て
西
田
は
、
「
私
と
汝
の
関
係
に
つ
い
て
種
々
な
る
難
問
は
、
内

界
と
外
界
と
が
対
立
し
、
各
自
が
絶
対
的
に
自
己
自
身
に
固
有
な
る
内
界
を
有
つ
と
考
え
る
か
ら
起
こ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



一
五

一
四

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

我
々
が
厳
密
な
る
意
味
に
お
い
て
個
人
的
自
己
の
意
識
と
い
う
も
の
か
ら
出
立
す
る
な
ら
ば
、

遂
に
独
我
論
に
陥
る
の
ほ
か
な
い
」
（N

K
Z 6: 347

）
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
の
「
他
者
論
」

に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
「
場
所
」「
人
格
」

「
共
感
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
、
「
私
」
を
根
本
に
据
え
、
そ
こ
か
ら
出

発
す
る
の
で
は
な
く
、
「
私
の
底
に
汝
が
あ
る
」
と
す
る
。
私
と
汝
と
の
共
通
の
「
底
」
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
25
）

。
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

私
と
汝
と
は
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
と
汝
と
を
包
摂
す
る
何
ら
の
一
般
者

も
な
い
。
し
か
し
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
で
あ
り
、
汝
は
私
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
汝
で
あ
る
、
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
、
私
は
私

の
底
を
通
じ
て
汝
へ
、
汝
は
汝
の
底
を
通
じ
て
私
へ
結
合
す
る
の
で
あ
る
、
絶
対
に

他
な
る
が
故
に
内
的
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。( N

K
Z 6: 381

)

 
 

「
Ａ
の
底
に
Ｂ
が
あ
り
、
Ｂ
の
底
に
Ａ
が
あ
る
」
と
は
、
ま
た
「
Ａ
と
Ｂ
と
が
内
的
に
結
合

す
る
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
場
所
の
論
理
か
ら
考
え
る
と
、
「
Ｍ
」

と
い
う
包
摂
的
な
媒
体
が
考
え
ら
れ
る
。
講
演
「
行
為
の
世
界
」
（
一
九
三
四
年
）
で
西
田
は

図
式
的
な
説
明
を
試
み
た
が
（N

K
Z 14: 175-213

）
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て

お
こ
う
。
図
一
～
六
の
六
つ
の
図
は
、
図
七
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

Ａ
と
Ｂ
の
底
に
共
通
な
媒
体
（
Ｍ
）
が
あ
る
た
め
に
、
Ａ
は
Ａ
の
底
を
通
じ
て
Ｂ
に
、
Ｂ
は
Ｂ
の
底
を
通
じ
て
Ａ
に
結
合
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

 
 

し
か
し
、
「
私
の
底
に
汝
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
私
と
汝
と
が
最
初
か
ら
無
差
別
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
は

独
立
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
の
底
に
共
通
す
る
も
の
（
包
摂
面
）
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
の
で
あ
る
。
こ
の
包
摂
面

を
通
じ
て
私
と
汝
が
互
い
に
通
じ
あ
う
の
で
あ
る
。

 
 

い
ま
、
日
本
文
化
を
「
私
」
と
し
、
非
日
本
文
化
を
「
汝
」
と
す
れ
ば
、
日
本
文
化
と
い
う
「
私
」
の
内
部
に
異
文
化
と
い
う
「
汝
」
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
文
化
は
純
血
で
は
な
く
、
混
血
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
他
の
文
化
の
底
に
も
日
本
文
化
が
あ
る
。
た
と
え
ば
近
代
日

本
の
文
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
も
ま
た
日
本
文
化
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
な

日
本
文
化
も
、
純
粋
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
も
あ
り
え
な
い
。
「
Ａ
の
底
に
Ｂ
が
あ
り
、
Ｂ
の
底
に
Ａ
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。
「
ト
ラ
ン
ス
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
哲
学
・
日
本
文
化
の
「
混
血
性
」
を
積
極
的
に
認
め
、
そ
し
て
そ
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
野
家
啓
一
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

東
洋
哲
学｣

と
い
う
概
念
の
虚
構
性
あ
る
い
は
人
為
性
は
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
イ
ス
ラ
ム
哲
学
が
含
ま

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。｢

東
洋
哲
学｣

と
い
う
呼
称
は
、
通
常
は
中
国
、
イ
ン
ド
、
日
本
の
み
を
含
む
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
と
の
対
比
は
、
こ
れ
ま
で
理
性
と
非
理
性
、
知
性
と
感
性
、
論
理
と

直
観
、
有
形
と
無
形
、
能
動
と
受
動
、
存
在
と
無
、
と
い
っ
た
単
純
な
二
項
対
立
の
中
に
回
収
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
東
洋
哲
学

の
独
自
性
を
強
調
す
る
者
は
、
例
外
な
く
前
者
に
対
す
る
後
者
の
積
極
的
意
義
を
強
調
す
る
と
い
う
陳
腐
な
戦
略
を
と
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
図
式
を
前
提
と
す
る
限
り
、
東
洋
哲
学
は
結
局
の
と
こ
ろ
西
洋
哲
学
の
補
完
物
の
域
を
出
る

  　　 図五　　　　　　   図三　　　　　 　図一

　 　図七                 図六　　　　   　 図四 　　　 　 　図二

直線

円環



一
五

一
四

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

我
々
が
厳
密
な
る
意
味
に
お
い
て
個
人
的
自
己
の
意
識
と
い
う
も
の
か
ら
出
立
す
る
な
ら
ば
、

遂
に
独
我
論
に
陥
る
の
ほ
か
な
い
」
（N

K
Z 6: 347

）
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
の
「
他
者
論
」

に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
「
場
所
」「
人
格
」

「
共
感
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
、
「
私
」
を
根
本
に
据
え
、
そ
こ
か
ら
出

発
す
る
の
で
は
な
く
、
「
私
の
底
に
汝
が
あ
る
」
と
す
る
。
私
と
汝
と
の
共
通
の
「
底
」
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
25
）

。
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

私
と
汝
と
は
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
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と
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摂
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般
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あ
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あ
る
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絶
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な
る
が
故
に
内
的
に
結
合
す
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K
Z 6: 381
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Ａ
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底
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Ｂ
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Ｂ
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Ａ
が
あ
る
」
と
は
、
ま
た
「
Ａ
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Ｂ
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介
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Ａ
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Ａ
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Ｂ
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Ｂ
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Ａ
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あ
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。
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あ
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摂
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。
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あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
文
化
は
純
血
で
は
な
く
、
混
血
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
他
の
文
化
の
底
に
も
日
本
文
化
が
あ
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。
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さ
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さ
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Ｂ
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述
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あ
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。
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と
感
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理
と

直
観
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有
形
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能
動
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受
動
、
存
在
と
無
、
と
い
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た
単
純
な
二
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対
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の
中
に
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収
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て
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は
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に
対
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的
意
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な
戦
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を
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た

の
で
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。
し
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、
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式
を
前
提
と
す
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り
、
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は
結
局
の
と
こ
ろ
西
洋
哲
学
の
補
完
物
の
域
を
出
る

  　　 図五　　　　　　   図三　　　　　 　図一

　 　図七                 図六　　　　   　 図四 　　　 　 　図二

直線

円環



一
七

一
六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
東
洋
哲
学
を｢

再
構
築｣

す
る
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
二
項
対
立
の
図
式
を
乗
り
越

え
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
呪
縛
か
ら
自
ら
を
解
き
放
つ
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

26
）

　

こ
れ
か
ら
の
哲
学
に
お
い
て
は
一
面
的
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
も
、
ま
た
一
面
的
な
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
も
陥
る
こ
と
な
く
、
そ

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
見
出
す
こ
と
が
大
変
重
要
な
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

お
わ
り
に

　　

以
上
、
西
田
の
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
。
比
較
哲
学
（
自
我
と
他
者
と
の
「
異
」
）
や
間
文
化
哲
学

（
自
の
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
「
同
」
）
と
は
異
な
っ
て
、「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
は
私
と
汝
と
の
「
異
で
あ
り
な
が
ら
同
で
あ
る
」

こ
と
を
強
調
す
る
。
「
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
」
。
こ
の
現
象
を
如
何
に
し
て
把
握
す
る
の
か
。
哲
学
的
思
考
は
そ
の
一

つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
西
田
の
哲
学
は
ま
さ
に
こ
の
課
題
を
め
ぐ
る
対
話
に
重
要
な
資
源
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
田
の
哲
学
に
は
「
ト

ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
の
他
の
側
面
（
例
え
ば
漢
語
哲
学
、
身
体
論
な
ど
）
に
も
関
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
稿
で
論
じ
た

い
（
27
）

。
今
後
、
こ
れ
ら
の
資
源
を
生
か
し
て
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
が
飛
躍
的
に
発
展
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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こ
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文
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国
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討
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台
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央
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田
幾
多
郎
的
哲
學

─
─
跨
文
化
哲
學
運
動
及
其
可
能
性
」
を
和
訳
し
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
に
関
し
て
は
、
何2

0
0
7

を
参
照
。

（
２
）
筆
者
は
二
〇
一
一
／
一
二
年
度
に
香
港
中
文
大
学
で
西
田
幾
多
郎
に
関
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学
史
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第
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田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
東
洋
哲
学
を｢

再
構
築｣

す
る
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
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の
よ
う
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項
対
立
の
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縛
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か
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お
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は
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面
的
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エ
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リ
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に
も
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ま
た
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面
的
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リ
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陥
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と
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く
、
そ

の
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ル
を
見
出
す
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と
が
大
変
重
要
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課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
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。
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間
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チ
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あ
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こ
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現
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す
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か
。
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的
思
考
は
そ
の
一

つ
の
方
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は
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重
要
な
資
源
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
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田
の
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学
に
は
「
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ラ
ン
ス
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ル
チ
ュ
ラ
ル
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学
」
の
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の
側
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（
例
え
ば
漢
語
哲
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、
身
体
論
な
ど
）
に
も
関
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
稿
で
論
じ
た

い
（
27
）

。
今
後
、
こ
れ
ら
の
資
源
を
生
か
し
て
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
」
が
飛
躍
的
に
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す
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と
を
願
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る
。
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究
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館
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の
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文
は
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跨
文
化
視
野
下
的
東
亜
哲
学
国
際
学
術
検
討
会
」
（
台

湾
中
央
研
究
院
・
二
〇
一
二
年
一
月
）
で
発
表
し
た
「
西
田
幾
多
郎
的
哲
學
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跨
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哲
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動
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性
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を
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訳
し
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し
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西
田
幾
多
郎
の
哲
学
〔
張
〕

す
る
講
義
を
し
た
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
「
東
方
哲
学
特
別
専
題
―
―
西
田

幾
多
郎
」
と
し
た
。

（
３
）
「
異
文
化
交
流
」
に
つ
い
て
は
、
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0
0
6
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参
照
。
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お
、
盧

は
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
「
跨
文
化
交
際
（intercultural 
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m
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）
」
と
訳
し
て
い
る
。
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田
幾
多
郎
全
集
』
（
一
九
七
八—

一
九
八
〇
年
、
岩

波
書
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）
、
第
六
卷
三
七
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頁
を
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原
文
：
「
哲
學
是
學
問
。
學
問
必
須
作
為
是
根
基

於
理
性
的
東
西
而
為
誰
都
不
能
不
承
認
的
真
理
。
於
這
樣
的
意
味
，
在
哲
學

的
真
理
上
是
不
應
該
有
古
今
之
別
的
。
可
是
哲
學
是
學
問
，
同
時
又
與
藝
術
，

宗
教
相
同
，
必
須
為
根
基
於
我
的
的
性
情
的
我
們
生
命
的
表
現
。
於
這
樣
的

意
味
，
可
以
說
是
在
西
洋
有
西
洋
的
哲
學
，
而
東
洋
有
東
洋
的
哲
學
了
。
我

們
東
洋
人
的
哲
學
必
須
為
我
們
的
生
命
的
表
現
。
必
須
為
幾
千
年
來
孵
化
我

們
祖
先
而
來
的
東
洋
文
化
的
發
耀
。
在
哲
學
的
學
問
的
形
式
，
我
以
為
不
可

不
學
於
西
洋
，
而
其
內
容
，
則
必
須
為
我
們
自
身
的
東
西
。
而
且
我
是
相
信

在
我
們
宗
教
藝
術
哲
學
的
根
底
，
比
諸
西
洋
，
優
越
而
並
不
遜
色
的
內
容
的

人
哩
。
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「Solipsism

」
の
語
源
は
「soli (solus)

」
と
「ipse

」
か
ら
由
来
し
、「
自
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の
み
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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界
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と
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て
い
る

も
の
は
、
後
の
西
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よ
っ
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『
場
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と
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れ
る
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と
書
き
添
え
て
い
る
。
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家
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一
「
西
田
哲
学
の
科
学
論
的
考
察
」
（
科
学
研
究
費
補
助
金
基

盤
研
究(

Ｃ)

研
究
成
果
報
告
書;

 

平
成
一
〇
―
一
一
年
度)

、
一
六
頁
。

(

25)

拙
論
「
他
者
と
の
共
感
―
西
田
幾
多
郎
と
Ｍ
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
現
象

学
的
倫
理
学
」
『
生
き
る
こ
と
に
責
任
は
あ
る
の
か
―
現
象
学
的
倫
理
学
へ
の

試
み
』
弘
前
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
一
―
一
五
九
頁
を
参
照
。

(
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野
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「
西
田
哲
学
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学
論
的
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察
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九
頁
。

(
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拙
論
「
日
本
漢
字
學
習
的
傳
統
與
方
法
」『
漢
字
漢
文
敎
育
』（
韓
國
）
、

第
二
十
六
輯
，
二
〇
一
一
年
、
三
二
三
―
三
三
九
頁
、
そ
し
て
「
身
体
と
道

具
─
─
行
為
的
直
観
の
射
程
を
め
ぐ
っ
て
」
『
現
象
学
年
報
』
，
第
二
十
二
號
，

二
〇
〇
六
年
，
一
六
五
―
一
六
八
頁
を
参
照
。
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文
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哲
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是
學
問
。
學
問
必
須
作
為
是
根
基

於
理
性
的
東
西
而
為
誰
都
不
能
不
承
認
的
真
理
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於
這
樣
的
意
味
，
在
哲
學

的
真
理
上
是
不
應
該
有
古
今
之
別
的
。
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又
與
藝
術
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須
為
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於
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的
的
性
情
的
我
們
生
命
的
表
現
。
於
這
樣
的

意
味
，
可
以
說
是
在
西
洋
有
西
洋
的
哲
學
，
而
東
洋
有
東
洋
的
哲
學
了
。
我

們
東
洋
人
的
哲
學
必
須
為
我
們
的
生
命
的
表
現
。
必
須
為
幾
千
年
來
孵
化
我

們
祖
先
而
來
的
東
洋
文
化
的
發
耀
。
在
哲
學
的
學
問
的
形
式
，
我
以
為
不
可
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於
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洋
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而
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內
容
，
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西
。
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西
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(
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野
家
啓
一
「
西
田
哲
学
の
科
学
論
的
考
察
」
（
科
学
研
究
費
補
助
金
基

盤
研
究(

Ｃ)

研
究
成
果
報
告
書;

 

平
成
一
〇
―
一
一
年
度)

、
一
六
頁
。

(

25)

拙
論
「
他
者
と
の
共
感
―
西
田
幾
多
郎
と
Ｍ
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
現
象

学
的
倫
理
学
」
『
生
き
る
こ
と
に
責
任
は
あ
る
の
か
―
現
象
学
的
倫
理
学
へ
の

試
み
』
弘
前
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
一
―
一
五
九
頁
を
参
照
。

(

26)

野
家
「
西
田
哲
学
の
科
学
論
的
考
察
」
、
三
九
頁
。

(

27)

拙
論
「
日
本
漢
字
學
習
的
傳
統
與
方
法
」『
漢
字
漢
文
敎
育
』（
韓
國
）
、

第
二
十
六
輯
，
二
〇
一
一
年
、
三
二
三
―
三
三
九
頁
、
そ
し
て
「
身
体
と
道

具
─
─
行
為
的
直
観
の
射
程
を
め
ぐ
っ
て
」
『
現
象
学
年
報
』
，
第
二
十
二
號
，

二
〇
〇
六
年
，
一
六
五
―
一
六
八
頁
を
参
照
。




