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は
じ
め
に
―
―
方
法
論
の
問
題

　

本
稿
で
目
ざ
す
の
は
、
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
と
の
倫
理
学
を
対
比
す
る
と
と
も
に
（
２
）

、
西
田
哲
学
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
・

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
（trans-cultural philosophy

）
の
可
能
性
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
し
ば
し
ば
、
仏
教
、
と
り
わ
け

禅
の
立
場
か
ら
西
洋
哲
学
と
対
決
し
た
思
想
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
面
に
す
ぎ
ず
、「
明
治
人
」

の
倫
理
観
に
は
、
徳
川
時
代
の
宋
学
の
倫
理
学
が
強
く
影
響
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
井
上
克
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
禅
仏
教
と
の
関
わ
り
か
ら
内
在
的
に
理
解
さ
れ
て
こ
そ
見
え
て
く
る
西
田
哲
学
の
魅
力
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
が
、

し
か
し
西
田
哲
学
の
も
つ
独
自
の
「
論
理
」
、
そ
の
哲
学
的
言
説
を
「
禅
」
の
み
か
ら
見
る
こ
と
は
、
や
は
り
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
筆

者
は
、
西
田
の
思
索
の
根
柢
に
あ
る
「
明
治
人
」
と
し
て
の
価
値
観
、
倫
理
観
に
着
目
し
、
西
欧
近
代
化
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
た

明
治
の
時
代
に
生
き
た
人
々
に
も
、
そ
の
心
の
深
層
部
分
に
根
強
く
あ
っ
た
徳
川
期
以
来
の
宋
学
的
倫
理
観
を
、
西
田
自
身
の
中
に

も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
西
田
哲
学
を
見
直
そ
う
と
考
え
た
。

　

西
田
哲
学
が
独
自
の
「
論
理
」
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
は
「
禅
」
、
あ
る
い
は
「
宋
学
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
は
、
詳
し
い

検
討
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
伝
統
と
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
「
方
法
」

の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
「
禅
」
、
も
し
く
は
「
宋
学
」
の
み
か
ら
み
た
西
田
哲
学
が
「
一
面
的
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
視
点
、
と
く
に
ど
の
よ
う
な
「
方
法
」
で
見
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
（
３
）

。
西

田
自
身
も
「
方
法
」
の
問
題
に
は
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岩
波
新
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
日
本
文
化

の
問
題
』
に
は
「
学
問
的
方
法
」
と
い
う
論
文
が
付
さ
れ
て
い
る
（
４
）

。
そ
の
な
か
で
西
田
は
、
学
問
に
お
い
て
は
、
「
日
本
」
の
特
殊
性
を

強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
「
論
理
」
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
論
理
」
は
決
し
て
特
定
の
「
伝
統
」
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

私
は
西
洋
論
理
と
云
ふ
も
の
と
東
洋
論
理
と
云
ふ
も
の
と
、
論
理
に
二
種
あ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
論
理
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
中
略
）
而
も
今
日
は
極
め
て
容
易
に
学
問
に
日
本
的
と
い
ふ
語
が
冠
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
学
問
は
論
理
を

有
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
れ
は
単
に
或
は
民
族
の
民
族
性
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
な
く
し
て
、
世
界
的
に
働
き
得
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
学
や
物
理
学
の
如
き
も
の
に
も
、
ド
イ
ツ
的
と
か
イ
ギ
リ
ス
的
と
か
フ
ラ
ン
ス
的
と
か
云
ふ
も
の
が
あ
る

で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
は
数
学
や
物
理
学
が
民
族
性
に
従
つ
て
色
々
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
数
学
や
物
理
学
は
一
つ
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
そ
れ
に
種
々
の
研
究
の
仕
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
（
九
・
十
三
）

　

こ
こ
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
西
田
は
、
「
民
族
性
」
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
論
理
」
は
あ
く
ま
で
一

つ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
な
か
で
も
西
田
は
「
日
本
を
主
体
化
す
る
こ
と
」
を
、
「
最
も
戒
む
べ
き
」
（
九
・
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は
じ
め
に
―
―
方
法
論
の
問
題

　

本
稿
で
目
ざ
す
の
は
、
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
と
の
倫
理
学
を
対
比
す
る
と
と
も
に
（
２
）

、
西
田
哲
学
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
・

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
（trans-cultural philosophy

）
の
可
能
性
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
し
ば
し
ば
、
仏
教
、
と
り
わ
け

禅
の
立
場
か
ら
西
洋
哲
学
と
対
決
し
た
思
想
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
面
に
す
ぎ
ず
、「
明
治
人
」

の
倫
理
観
に
は
、
徳
川
時
代
の
宋
学
の
倫
理
学
が
強
く
影
響
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
井
上
克
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
禅
仏
教
と
の
関
わ
り
か
ら
内
在
的
に
理
解
さ
れ
て
こ
そ
見
え
て
く
る
西
田
哲
学
の
魅
力
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
が
、

し
か
し
西
田
哲
学
の
も
つ
独
自
の
「
論
理
」
、
そ
の
哲
学
的
言
説
を
「
禅
」
の
み
か
ら
見
る
こ
と
は
、
や
は
り
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
筆

者
は
、
西
田
の
思
索
の
根
柢
に
あ
る
「
明
治
人
」
と
し
て
の
価
値
観
、
倫
理
観
に
着
目
し
、
西
欧
近
代
化
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
た

明
治
の
時
代
に
生
き
た
人
々
に
も
、
そ
の
心
の
深
層
部
分
に
根
強
く
あ
っ
た
徳
川
期
以
来
の
宋
学
的
倫
理
観
を
、
西
田
自
身
の
中
に

も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
西
田
哲
学
を
見
直
そ
う
と
考
え
た
。

　

西
田
哲
学
が
独
自
の
「
論
理
」
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
は
「
禅
」
、
あ
る
い
は
「
宋
学
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
は
、
詳
し
い

検
討
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
伝
統
と
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
「
方
法
」

の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
「
禅
」
、
も
し
く
は
「
宋
学
」
の
み
か
ら
み
た
西
田
哲
学
が
「
一
面
的
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
視
点
、
と
く
に
ど
の
よ
う
な
「
方
法
」
で
見
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
（
３
）

。
西

田
自
身
も
「
方
法
」
の
問
題
に
は
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岩
波
新
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
日
本
文
化

の
問
題
』
に
は
「
学
問
的
方
法
」
と
い
う
論
文
が
付
さ
れ
て
い
る
（
４
）

。
そ
の
な
か
で
西
田
は
、
学
問
に
お
い
て
は
、
「
日
本
」
の
特
殊
性
を

強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
「
論
理
」
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
論
理
」
は
決
し
て
特
定
の
「
伝
統
」
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

私
は
西
洋
論
理
と
云
ふ
も
の
と
東
洋
論
理
と
云
ふ
も
の
と
、
論
理
に
二
種
あ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
論
理
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
中
略
）
而
も
今
日
は
極
め
て
容
易
に
学
問
に
日
本
的
と
い
ふ
語
が
冠
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
学
問
は
論
理
を

有
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
れ
は
単
に
或
は
民
族
の
民
族
性
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
な
く
し
て
、
世
界
的
に
働
き
得
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
学
や
物
理
学
の
如
き
も
の
に
も
、
ド
イ
ツ
的
と
か
イ
ギ
リ
ス
的
と
か
フ
ラ
ン
ス
的
と
か
云
ふ
も
の
が
あ
る

で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
は
数
学
や
物
理
学
が
民
族
性
に
従
つ
て
色
々
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
数
学
や
物
理
学
は
一
つ
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
そ
れ
に
種
々
の
研
究
の
仕
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
（
九
・
十
三
）

　

こ
こ
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
西
田
は
、
「
民
族
性
」
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
論
理
」
は
あ
く
ま
で
一

つ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
な
か
で
も
西
田
は
「
日
本
を
主
体
化
す
る
こ
と
」
を
、
「
最
も
戒
む
べ
き
」
（
九
・
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五
二
）
こ
と
と
し
て
い
る
。
西
田
の
哲
学
も
ま
た
、
西
洋
哲
学
、
東
洋
哲
学
、
禅
な
ど
の
「
伝
統
」
に
よ
っ
て
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
田
が
目
ざ
し
た
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
物
の
真
実
」
に
迫
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

学
問
的
精
神
と
は
か
ゝ
る
公
明
正
大
の
精
神
に
基
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
宣
長
が
「
其
は
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
に
そ
こ

有
り
け
れ
」と
云
ふ
如
く
（
直
毘
霊
）
、
直
に
物
の
真
実
に
ゆ
く
と
い
ふ
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
、

唯
因
襲
的
に
伝
統
に
従
ふ
と
か
、
主
観
的
感
情
の
ま
ゝ
に
振
舞
ふ
と
か
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
（
九
・
五
）

　

西
田
の
「
論
理
」
は
、「
禅
・
非
禅
」
、
あ
る
い
は
「
東
洋
・
西
洋
」
と
い
う
対
立
的
な
図
式
の
上
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
西

田
は
様
々
な
哲
学
的
問
題
の
「
根
本
」
を
問
い
、「
物
の
真
実
に
行
く
」
こ
と
を
目
ざ
し
た
。
倫
理
学
の
問
題
に
お
い
て
も
、
決
し
て
「
東
洋
」

か
ら
「
西
洋
」
に
向
か
お
う
と
し
た
の
で
も
、
ま
た
逆
に
「
西
洋
」
か
ら
「
東
洋
」
に
向
か
お
う
と
し
た
の
で
も
な
い
。
西
田
は
ま
た
、
さ

ま
ざ
ま
な
文
化
や
伝
統
の
異
質
性
を
強
調
し
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
雑
種
性
」
（hybridity

）
に
注

目
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
西
田
の
哲
学
は
、
比
較
哲
学
、
あ
る
い
は
間
文
化
哲
学
（intercultural philosophy

）
で
は
な
く
、

ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

一　

ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学

　

ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
は
、
文
化
の
「
純
粋
性
」
と
強
調
す
る
間
文
化
哲
学
と
は
異
な
り
、
文
化
の
「
雑
種
性
」
に
注
目
す

る
。
こ
こ
で
手
が
か
り
に
し
た
い
の
は
、
近
年
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
に
つ
い
て
精
力
的
に
論
じ
て
き
た
フ
ァ
ビ
ア
ン
・
ホ
イ
ベ

ル
（Fabian H

eubel

）
の
見
解
で
あ
る
。
ホ
イ
ベ
ル
は
こ
れ
ま
で
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
と
い
う
視
点
か
ら
「
中
国
哲
学
」（C

hinese 

Philosophy

）
を
見
直
そ
う
と
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
「
中
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
、
「
漢
語
哲
学
」
（Philosophy in C

hinese
）
と
い

う
言
葉
で
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
を
見
直
す
上
で
、
そ
し
て
そ
の
方
法
論
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
論
点
を

提
起
し
て
い
る
。
ホ
イ
ベ
ル
は
論
文
「
跨
文
化
批
判
與
中
國
現
代
性
的
反
思
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
代
で
は
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
米
の
認
識
や
分
析
に
よ
っ
て
近
代
性
、
ま
た
そ
れ
と
関
連
す
る
普
遍
的
な
要
求
を
探
究
す
る
の
は
、

既
に
正
当
性
を
失
っ
て
い
る
。
哲
学
は
間
文
化
的
方
法
と
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
方
法
に
よ
っ
て
近
代
の
問
題
を
捉
え
よ
う

と
す
る
（
私
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
間
文
化
性
は
自
己
と
他
者
（
５
）

と
の
比
較
と
い
う
場
所
に
成
立
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ト
ラ
ン
ス
・

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
性
は
混
血
的
な
動
的
な
交
錯
に
注
目
し
、
共
同
的
な
問
題
か
ら
出
発
す
る
）
。
…
…
私
は
間
文
化
性
に
よ
る
自
己
反

省
（
即
ち
他
者
に
よ
っ
て
自
己
を
反
省
す
る
こ
と
）
の
意
義
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
間
文
化
の
視
点
を
補
う
も
の
と
し
て
ト
ラ

ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
化
を
超
え
た
動
的
な
状
況
に
、
ま
た
自
己
と
他
者

と
い
う
区
別
を
解
体
す
る
思
想
領
域
に
充
分
に
対
応
で
き
る
と
考
え
る
。
（
６
）

　

ホ
イ
ベ
ル
は
中
国
の
近
代
性
を
め
ぐ
る
考
察
の
な
か
で
、
間
文
化
的
方
法
と
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
方
法
と
の
差
異
を
明
確
に
示

し
て
い
る
。
間
文
化
的
方
法
は
、
自
己
と
他
者
と
の
「
固
定
的
な
本
質
」
に
、
言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
「
独
自
性
」
に
注
目
し
、
そ
の

差
異
を
強
調
す
る
。
一
方
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
方
法
は
、
「
固
定
的
な
本
質
」
と
い
う
観
点
か
ら
自
己
と
他
者
を
比
較
す
る
の

で
は
な
く
、
両
者
が
と
も
に
「
混
血
的
な
文
化
の
動
的
な
交
錯
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
「
ト
ラ
ン
ス
」
と
い
う
の

は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
超
越
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
混
血
性
」
、
「
雑
種
性
」
を
も
つ
「
文
化
の
動
的
な
交
錯
」
を
指
し
て
い
る
。



二
三

二
二
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本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
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と
Ｔ
・
Ｈ
・ 

グ
リ
ー
ン[

林]

五
二
）
こ
と
と
し
て
い
る
。
西
田
の
哲
学
も
ま
た
、
西
洋
哲
学
、
東
洋
哲
学
、
禅
な
ど
の
「
伝
統
」
に
よ
っ
て
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
田
が
目
ざ
し
た
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
物
の
真
実
」
に
迫
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

学
問
的
精
神
と
は
か
ゝ
る
公
明
正
大
の
精
神
に
基
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
宣
長
が
「
其
は
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
に
そ
こ

有
り
け
れ
」と
云
ふ
如
く
（
直
毘
霊
）
、
直
に
物
の
真
実
に
ゆ
く
と
い
ふ
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
、

唯
因
襲
的
に
伝
統
に
従
ふ
と
か
、
主
観
的
感
情
の
ま
ゝ
に
振
舞
ふ
と
か
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
（
九
・
五
）

　

西
田
の
「
論
理
」
は
、「
禅
・
非
禅
」
、
あ
る
い
は
「
東
洋
・
西
洋
」
と
い
う
対
立
的
な
図
式
の
上
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
西

田
は
様
々
な
哲
学
的
問
題
の
「
根
本
」
を
問
い
、「
物
の
真
実
に
行
く
」
こ
と
を
目
ざ
し
た
。
倫
理
学
の
問
題
に
お
い
て
も
、
決
し
て
「
東
洋
」

か
ら
「
西
洋
」
に
向
か
お
う
と
し
た
の
で
も
、
ま
た
逆
に
「
西
洋
」
か
ら
「
東
洋
」
に
向
か
お
う
と
し
た
の
で
も
な
い
。
西
田
は
ま
た
、
さ

ま
ざ
ま
な
文
化
や
伝
統
の
異
質
性
を
強
調
し
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
雑
種
性
」
（hybridity

）
に
注

目
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
西
田
の
哲
学
は
、
比
較
哲
学
、
あ
る
い
は
間
文
化
哲
学
（intercultural philosophy

）
で
は
な
く
、

ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

一　

ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学

　

ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
は
、
文
化
の
「
純
粋
性
」
と
強
調
す
る
間
文
化
哲
学
と
は
異
な
り
、
文
化
の
「
雑
種
性
」
に
注
目
す

る
。
こ
こ
で
手
が
か
り
に
し
た
い
の
は
、
近
年
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
に
つ
い
て
精
力
的
に
論
じ
て
き
た
フ
ァ
ビ
ア
ン
・
ホ
イ
ベ

ル
（Fabian H

eubel

）
の
見
解
で
あ
る
。
ホ
イ
ベ
ル
は
こ
れ
ま
で
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
と
い
う
視
点
か
ら
「
中
国
哲
学
」（C

hinese 

Philosophy
）
を
見
直
そ
う
と
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
「
中
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
、
「
漢
語
哲
学
」
（Philosophy in C

hinese

）
と
い

う
言
葉
で
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
を
見
直
す
上
で
、
そ
し
て
そ
の
方
法
論
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
論
点
を

提
起
し
て
い
る
。
ホ
イ
ベ
ル
は
論
文
「
跨
文
化
批
判
與
中
國
現
代
性
的
反
思
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
代
で
は
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
米
の
認
識
や
分
析
に
よ
っ
て
近
代
性
、
ま
た
そ
れ
と
関
連
す
る
普
遍
的
な
要
求
を
探
究
す
る
の
は
、

既
に
正
当
性
を
失
っ
て
い
る
。
哲
学
は
間
文
化
的
方
法
と
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
方
法
に
よ
っ
て
近
代
の
問
題
を
捉
え
よ
う

と
す
る
（
私
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
間
文
化
性
は
自
己
と
他
者
（
５
）

と
の
比
較
と
い
う
場
所
に
成
立
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ト
ラ
ン
ス
・

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
性
は
混
血
的
な
動
的
な
交
錯
に
注
目
し
、
共
同
的
な
問
題
か
ら
出
発
す
る
）
。
…
…
私
は
間
文
化
性
に
よ
る
自
己
反

省
（
即
ち
他
者
に
よ
っ
て
自
己
を
反
省
す
る
こ
と
）
の
意
義
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
間
文
化
の
視
点
を
補
う
も
の
と
し
て
ト
ラ

ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
化
を
超
え
た
動
的
な
状
況
に
、
ま
た
自
己
と
他
者

と
い
う
区
別
を
解
体
す
る
思
想
領
域
に
充
分
に
対
応
で
き
る
と
考
え
る
。
（
６
）

　

ホ
イ
ベ
ル
は
中
国
の
近
代
性
を
め
ぐ
る
考
察
の
な
か
で
、
間
文
化
的
方
法
と
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
方
法
と
の
差
異
を
明
確
に
示

し
て
い
る
。
間
文
化
的
方
法
は
、
自
己
と
他
者
と
の
「
固
定
的
な
本
質
」
に
、
言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
「
独
自
性
」
に
注
目
し
、
そ
の

差
異
を
強
調
す
る
。
一
方
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
方
法
は
、
「
固
定
的
な
本
質
」
と
い
う
観
点
か
ら
自
己
と
他
者
を
比
較
す
る
の

で
は
な
く
、
両
者
が
と
も
に
「
混
血
的
な
文
化
の
動
的
な
交
錯
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
「
ト
ラ
ン
ス
」
と
い
う
の

は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
超
越
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
混
血
性
」
、
「
雑
種
性
」
を
も
つ
「
文
化
の
動
的
な
交
錯
」
を
指
し
て
い
る
。



二
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ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
は
そ
の
よ
う
な
「
雑
種
性
」
を
強
調
し
、
文
化
の
「
純
粋
性
」
を
否
定
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
文
化
の
「
存

在
」
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
文
化
の
「
独
自
性
」
を
否
定
す
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
「
民
族
性
」
や
文
化
の
「
純
粋
性
」
を

強
調
す
る
こ
と
を
警
戒
す
る
。
例
え
ば
李
明
輝
も
、
「
中
国
哲
学
」
の
「
正
当
性
」
は
、
「
純
粋
的
な
中
国
哲
学
」
に
で
は
な
く
、
「
雑
種
的

な
中
国
哲
学
」
（
７
）

に
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

彼
ら
〔
中
国
哲
学
の
研
究
の
研
究
に
お
い
て
間
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
人
々
〕
は
そ
も
そ
も
西
洋
哲
学
の
独
自
性
を
強
調
し
す

ぎ
る
。
西
洋
哲
学
は
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
そ
の
他
の
多
様
な
文
化
（
エ
ジ
プ
ト
、
西
ア
ジ
ア
の
文
化
）
の
相
互
の
影
響
に
よ

っ
て
誕
生
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
他
の
文
化
（
ロ
ー
マ
文
化
、
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
、
ア
ラ
ブ
文
化
、
オ
ス
マ
ン
文
化
）
か
ら
も
絶
え

ず
影
響
を
受
け
た
。
「
西
洋
哲
学
」
は
非
常
に
多
様
で
あ
り
、
し
か
も
（
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
あ
い
だ
に
は
）
相
互
に
衝
突
す
る
部

分
が
あ
る
。
決
し
て
鉄
板
（
８
）

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
…
…
今
日
、
中
国
哲
学
を
研
究
す
る
目
的
が
そ
の
発
展
に
あ
る
と
し
て
も
、

我
々
が
目
ざ
す
の
は
「
純
粋
的
な
中
国
哲
学
」
で
は
な
く
、
「
雑
種
的
な
中
国
哲
学
」
で
あ
る
。
（
９
）

　

李
の
研
究
課
題
も
「
中
国
哲
学
」
で
あ
り
、
「
日
本
哲
学
」
や
西
田
哲
学
で
は
な
い
が
、
ホ
イ
ベ
ル
の
よ
う
に
、
「
中
国
」
の
「
純
粋
性
」

を
認
め
ず
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
「
混
血
性
」
、
即
ち
「
雑
種
性
」
を
強
調
し
て
い
る
。
李
に
と
っ
て
は
「
西
洋
哲
学
」
や
「
中

国
哲
学
」
も
、
多
様
な
文
化
の
混
合
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
李
は
ホ
イ
ベ
ル
の
よ
う
に
、
「
漢
語
哲
学
」
と
い
う
表
現
も
、
ま
た
ト

ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
と
い
う
言
葉
も
使
わ
な
か
っ
た
が
、
文
化
の
「
純
粋
性
」
を
否
定
す
る
点
で
は
、
ホ
イ
ベ
ル
と
同
じ
立
場
に
立

つ
（
10
）

。

　

そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
と
い
う
視
点
、
あ
る
い
は
「
方
法
」
を
西
田
哲
学
に
通
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
の
「
文

化
論
」
に
立
ち
戻
れ
ば
、
西
田
は
「
日
本
文
化
」
の
特
殊
性
を
認
め
る
一
方
、
閉
鎖
的
な
「
自
家
用
の
文
化
で
は
い
け
な
い
」
（
十
三
・
十
二
）

と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
藤
田
正
勝
は
西
田
の
文
化
論
の
特
徴
を
次
の
点
に
見
て
い
る
。
「
日
本
の
文
化
的
伝
統
に
客
観
的
な
基
礎
が
付
与

さ
れ
、
そ
れ
が
学
問
と
し
て
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
特
殊
が
単
な
る
特
殊
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
「
一
般
の
特
殊
」
と
し
て
、
…
…
相

互
に
開
か
れ
た
場
が
自
ず
か
ら
開
か
れ
る
…
…
。
こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
偏
狭
な
自
文
化
中
心
主
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
文
化
主
義

的
な
発
想
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（

11
）

。
ま
た
、
西
田
が
目
ざ
し
た
の
は
世
界
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
自
国
の
文
化
」

や
「
「
日
本
的
な
も
の
」
に
固
執
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
、
と
述
べ
て
い
る
（
12
）

。

　

西
田
の
哲
学
に
せ
よ
、
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
純
粋
で
は
な
く
、
雑
種
性
を
も
っ
た
も
の
、
文
化
の
「
動
的
な

交
錯
」
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
西
田
と
グ
リ
ー
ン
の
思
想
を
対
比
す
る
と
き
、
そ
こ
に
さ
ら
に
多
様
な
、

そ
し
て
大
き
な
哲
学
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
両
者
を
対
比
す
る
際
、「
純
粋
な
西
洋
哲
学
」
と
「
純

粋
な
東
洋
哲
学
」
、
あ
る
い
は
「
純
粋
な
禅
」
と
「
純
粋
な
非
禅
」
と
い
っ
た
枠
組
み
を
適
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
西
田

哲
学
も
決
し
て
「
鉄
板
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
没
後
約
七
十
年
を
経
て
も
、
日
本
国
内
に
限
ら
ず
、
海
外
で
も
研
究
さ
れ
て

い
る
の
は
（
13
）

、
彼
の
哲
学
が
も
っ
て
い
た
動
的
な
性
格
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
に
お
い
て
は
西
田
と
グ
リ
ー
ン
と
の
出
会
い
、
両
者
に
お
け
る
倫
理
学
の
比
較
、
ま
た
両
者
の
倫
理
学
か
ら
み
た
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
可
能
性
、
以
上
三
つ
の
観
点
か
ら
西
田
の
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

 
 

な
ぜ
倫
理
学
を
中
心
に
し
て
西
田
と
グ
リ
ー
ン
思
想
と
を
論
じ
る
の
か
、
そ
れ
に
は
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
倫
理
学
的
な

基
準
、
法
則
は
、
あ
る
文
化
に
限
定
さ
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
地
域
・
社
会
で
も
問
題
に
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
文
化
の
雑
種
性
と
い
う
問

題
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
。
第
二
に
、
西
田
哲
学
研
究
に
お
い
て
、
倫
理
学
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
（
14
）

。
西
田
の
著
作
の
う
ち
、
例
え
ば
『
善
の
研
究
』
の
第
三
章
「
善
」
は
、
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
応
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ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
は
そ
の
よ
う
な
「
雑
種
性
」
を
強
調
し
、
文
化
の
「
純
粋
性
」
を
否
定
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
文
化
の
「
存

在
」
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
文
化
の
「
独
自
性
」
を
否
定
す
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
「
民
族
性
」
や
文
化
の
「
純
粋
性
」
を

強
調
す
る
こ
と
を
警
戒
す
る
。
例
え
ば
李
明
輝
も
、
「
中
国
哲
学
」
の
「
正
当
性
」
は
、
「
純
粋
的
な
中
国
哲
学
」
に
で
は
な
く
、
「
雑
種
的

な
中
国
哲
学
」
（
７
）

に
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

彼
ら
〔
中
国
哲
学
の
研
究
の
研
究
に
お
い
て
間
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
人
々
〕
は
そ
も
そ
も
西
洋
哲
学
の
独
自
性
を
強
調
し
す

ぎ
る
。
西
洋
哲
学
は
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
そ
の
他
の
多
様
な
文
化
（
エ
ジ
プ
ト
、
西
ア
ジ
ア
の
文
化
）
の
相
互
の
影
響
に
よ

っ
て
誕
生
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
他
の
文
化
（
ロ
ー
マ
文
化
、
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
、
ア
ラ
ブ
文
化
、
オ
ス
マ
ン
文
化
）
か
ら
も
絶
え

ず
影
響
を
受
け
た
。
「
西
洋
哲
学
」
は
非
常
に
多
様
で
あ
り
、
し
か
も
（
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
あ
い
だ
に
は
）
相
互
に
衝
突
す
る
部

分
が
あ
る
。
決
し
て
鉄
板
（
８
）

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
…
…
今
日
、
中
国
哲
学
を
研
究
す
る
目
的
が
そ
の
発
展
に
あ
る
と
し
て
も
、

我
々
が
目
ざ
す
の
は
「
純
粋
的
な
中
国
哲
学
」
で
は
な
く
、
「
雑
種
的
な
中
国
哲
学
」
で
あ
る
。
（
９
）

　

李
の
研
究
課
題
も
「
中
国
哲
学
」
で
あ
り
、
「
日
本
哲
学
」
や
西
田
哲
学
で
は
な
い
が
、
ホ
イ
ベ
ル
の
よ
う
に
、
「
中
国
」
の
「
純
粋
性
」

を
認
め
ず
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
「
混
血
性
」
、
即
ち
「
雑
種
性
」
を
強
調
し
て
い
る
。
李
に
と
っ
て
は
「
西
洋
哲
学
」
や
「
中

国
哲
学
」
も
、
多
様
な
文
化
の
混
合
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
李
は
ホ
イ
ベ
ル
の
よ
う
に
、
「
漢
語
哲
学
」
と
い
う
表
現
も
、
ま
た
ト

ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
と
い
う
言
葉
も
使
わ
な
か
っ
た
が
、
文
化
の
「
純
粋
性
」
を
否
定
す
る
点
で
は
、
ホ
イ
ベ
ル
と
同
じ
立
場
に
立

つ
（
10
）

。

　

そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
と
い
う
視
点
、
あ
る
い
は
「
方
法
」
を
西
田
哲
学
に
通
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
の
「
文

化
論
」
に
立
ち
戻
れ
ば
、
西
田
は
「
日
本
文
化
」
の
特
殊
性
を
認
め
る
一
方
、
閉
鎖
的
な
「
自
家
用
の
文
化
で
は
い
け
な
い
」
（
十
三
・
十
二
）

と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
藤
田
正
勝
は
西
田
の
文
化
論
の
特
徴
を
次
の
点
に
見
て
い
る
。
「
日
本
の
文
化
的
伝
統
に
客
観
的
な
基
礎
が
付
与

さ
れ
、
そ
れ
が
学
問
と
し
て
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
特
殊
が
単
な
る
特
殊
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
「
一
般
の
特
殊
」
と
し
て
、
…
…
相

互
に
開
か
れ
た
場
が
自
ず
か
ら
開
か
れ
る
…
…
。
こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
偏
狭
な
自
文
化
中
心
主
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
文
化
主
義

的
な
発
想
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（

11
）

。
ま
た
、
西
田
が
目
ざ
し
た
の
は
世
界
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
自
国
の
文
化
」

や
「
「
日
本
的
な
も
の
」
に
固
執
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
、
と
述
べ
て
い
る
（
12
）

。

　

西
田
の
哲
学
に
せ
よ
、
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
純
粋
で
は
な
く
、
雑
種
性
を
も
っ
た
も
の
、
文
化
の
「
動
的
な

交
錯
」
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
西
田
と
グ
リ
ー
ン
の
思
想
を
対
比
す
る
と
き
、
そ
こ
に
さ
ら
に
多
様
な
、

そ
し
て
大
き
な
哲
学
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
両
者
を
対
比
す
る
際
、「
純
粋
な
西
洋
哲
学
」
と
「
純

粋
な
東
洋
哲
学
」
、
あ
る
い
は
「
純
粋
な
禅
」
と
「
純
粋
な
非
禅
」
と
い
っ
た
枠
組
み
を
適
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
西
田

哲
学
も
決
し
て
「
鉄
板
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
没
後
約
七
十
年
を
経
て
も
、
日
本
国
内
に
限
ら
ず
、
海
外
で
も
研
究
さ
れ
て

い
る
の
は
（
13
）

、
彼
の
哲
学
が
も
っ
て
い
た
動
的
な
性
格
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
に
お
い
て
は
西
田
と
グ
リ
ー
ン
と
の
出
会
い
、
両
者
に
お
け
る
倫
理
学
の
比
較
、
ま
た
両
者
の
倫
理
学
か
ら
み
た
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
可
能
性
、
以
上
三
つ
の
観
点
か
ら
西
田
の
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

 
 

な
ぜ
倫
理
学
を
中
心
に
し
て
西
田
と
グ
リ
ー
ン
思
想
と
を
論
じ
る
の
か
、
そ
れ
に
は
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
倫
理
学
的
な

基
準
、
法
則
は
、
あ
る
文
化
に
限
定
さ
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
地
域
・
社
会
で
も
問
題
に
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
文
化
の
雑
種
性
と
い
う
問

題
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
。
第
二
に
、
西
田
哲
学
研
究
に
お
い
て
、
倫
理
学
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
（
14
）

。
西
田
の
著
作
の
う
ち
、
例
え
ば
『
善
の
研
究
』
の
第
三
章
「
善
」
は
、
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
応
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す
る
だ
け
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
善
の
研
究
』
に
関
し
て
、
倫
理
学
が
そ
の
中
核
を
占
め
る
の
か
と
い
う
疑

問
を
提
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
田
は
、
と
く
に
そ
の
初
期
の
作
品
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
に
重
要
な
位
置
を
与
え
て
い

た
。
第
三
に
、
西
田
は
そ
の
思
想
形
成
の
過
程
で
、
グ
リ
ー
ン
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
明
治
時
代
、
西
洋
の
哲
学
が
日
本
に
輸
入
さ

れ
た
と
き
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
が
注
目
を
集
め
た
が
、
グ
リ
ー
ン
は
そ
れ
ら
に
も
言
及
し
、
ま
た
内
面

的
な
人
格
の
問
題
に
目
を
向
け
、
「
自
己
実
現
説
」
を
主
張
し
た
。
西
田
は
東
京
大
学
在
籍
中
に
、
中
島
力
造
の
影
響
を
受
け
（
15
）

、
イ
ギ

リ
ス
の
倫
理
学
者
で
あ
っ
た
グ
リ
ー
ン
の
著
作
の
多
く
に
目
を
通
し
、と
く
にProlegom

ena to Ethics

（
倫
理
学
序
説
）
が
自
分
の
「
意
に
合
」

う
と
述
べ
て
い
る
（
16
）

。
そ
の
後
、
西
田
は
グ
リ
ー
ン
に
関
す
る
論
文
を
次
々
に
執
筆
し
（
17
）

、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
善
の
研
究
』
の
第
三

編
「
善
」
を
執
筆
し
た
の
で
あ
っ
た
。
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
、
西
田
の
倫
理
学
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

二　

 

哲
学
か
ら
倫
理
学
へ

　

西
田
が
グ
リ
ー
ン
に
関
心
を
寄
せ
た
理
由
と
し
て
、
外
的
な
要
素
と
内
的
な
要
素
と
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
西
田

が
当
時
置
か
れ
て
い
た
状
況
、
そ
し
て
当
時
の
哲
学
的
思
潮
に
関
わ
る
。
後
者
は
哲
学
そ
の
も
の
の
問
題
に
関
わ
る
。

　

ま
ず
外
的
な
要
素
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
東
京
大
学
に
入
学
後
、
西
田
は
中
島
力
造
の
授
業
を
受
け
、
そ
こ
で
グ
リ
ー
ン
の
学
説
と
接
し
、

グ
リ
ー
ン
の
『
倫
理
学
序
説
』
を
精
読
し
た
。
行
安
茂
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
西
田
が
グ
リ
ー
ン
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
一
八
九
三
年
の
こ
と

で
あ
る
（
18
）

。
そ
の
後
、
西
田
は
倫
理
学
に
関
す
る
論
文
を
次
々
執
筆
し
た
。
一
八
九
三
年
七
月
に
東
京
大
学
在
籍
中
、
二
十
三
歳
の
若
さ

で
「
韓
図
倫
理
学
」
を
書
き
、
一
八
九
五
年
か
ら
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
（
緒
言
・
第
一
編
、『
教
育
時
論
』
第
三
六
二
号
）
、「
グ

リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
（
承
前
）
」（
第
二
編
、『
教
育
時
論
』
第
三
六
三
号
）
、「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
（
承
前
）
」（
第
三
編
、『
教

育
時
論
』
第
三
六
四
号
）
な
ど
、
グ
リ
ー
ン
を
中
心
と
す
る
論
文
を
次
々
と
発
表
し
た
。
そ
の
う
ち
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
（
緒

言
・
第
一
編
）
は
西
田
が
最
初
に
公
に
し
た
論
文
で
あ
る
（
19
）

。

　

西
田
は
中
島
力
造
を
通
し
て
グ
リ
ー
ン
の
思
想
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
カ
ン
ト
学
派
に
も
関
心
を
寄
せ
た
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
の

発
展
、
特
に
初
期
の
倫
理
学
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
中
島
力
造
は
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
一
八
八
八
年
に
エ
ー
ル
大
学
の
哲
学
部
で
博

士
号
を
取
得
し
た
。
専
門
は
カ
ン
ト
で
あ
り
、
帰
国
後
に
東
京
大
学
で
教
鞭
を
取
っ
た
。
西
晉
一
郎
に
よ
れ
ば
、
中
島
は
三
つ
の
点
で
日
本

の
哲
学
界
に
貢
献
し
た
。
一
つ
は
、
西
洋
の
倫
理
学
を
日
本
に
輸
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
東
京
大
学
で
西
田
幾
多
郎
な
ど
の
俊
秀

を
育
て
た
。
第
三
に
グ
リ
ー
ン
の
思
想
を
日
本
に
紹
介
し
、
ま
た
と
く
に
一
九
二
○
年
代
に
ド
イ
ツ
哲
学
へ
の
関
心
を
喚
起
し
た
（
20
）

。
明

治
時
代
の
初
め
、
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
の
功
利
主
義
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
な
ど
が
さ
か
ん
に
紹
介
さ
れ
た
が
、
「
人
生
」
の
問
題
は
顧
み

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
注
目
を
集
め
た
の
が
、
グ
リ
ー
ン
の
「
自
己
実
現
説
」
で
あ
っ
た
。
深
作
安
文
が

そ
れ
と
儒
教
や
仏
教
の
思
想
、
例
え
ば
儒
教
に
お
け
る
人
格
と
誠
実
さ
の
重
視
と
の
近
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、「
人
生
」
あ
る
い
は
「
修
養
」

と
の
関
わ
り
で
、
当
時
グ
リ
ー
ン
に
目
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
21
）

。

　

中
島
力
造
に
よ
る
グ
リ
ー
ン
の
紹
介
は
、
西
田
が
そ
の
倫
理
学
、
と
り
わ
け
「
人
格
実
現
説
」
を
展
開
す
る
上
で
、
非
常
に
参
考
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
の
「
人
格
実
現
説
」
は
、
グ
リ
ー
ン
の
「
自
己
実
現
説
」
へ
の
批
判
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
人

格
実
現
説
」
を
主
張
す
る
に
当
た
っ
て
、
西
田
は
単
に
「
東
洋
」
の
視
点
か
ら
「
西
洋
」
の
倫
理
学
を
批
評
し
た
の
で
は
な
い
。
今
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
の
思
想
は
儒
教
や
仏
教
の
伝
統
的
な
思
想
、
明
治
以
降
に
日
本
で
紹
介
さ
れ
た
功
利
主
義
、
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
、
あ
る
い
は

そ
の
カ
ン
ト
哲
学
理
解
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
西
田
の
倫
理
学
の
な
か
に
は
多
様
な
要
素
が
存
在
し
て
お
り
、

そ
れ
自
体
す
で
に
、
一
つ
の
雑
種
的
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
「
集
大
成
」
と
考
え
ら
れ
る
。
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す
る
だ
け
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
善
の
研
究
』
に
関
し
て
、
倫
理
学
が
そ
の
中
核
を
占
め
る
の
か
と
い
う
疑

問
を
提
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
田
は
、
と
く
に
そ
の
初
期
の
作
品
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
に
重
要
な
位
置
を
与
え
て
い

た
。
第
三
に
、
西
田
は
そ
の
思
想
形
成
の
過
程
で
、
グ
リ
ー
ン
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
明
治
時
代
、
西
洋
の
哲
学
が
日
本
に
輸
入
さ

れ
た
と
き
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
が
注
目
を
集
め
た
が
、
グ
リ
ー
ン
は
そ
れ
ら
に
も
言
及
し
、
ま
た
内
面

的
な
人
格
の
問
題
に
目
を
向
け
、
「
自
己
実
現
説
」
を
主
張
し
た
。
西
田
は
東
京
大
学
在
籍
中
に
、
中
島
力
造
の
影
響
を
受
け
（
15
）

、
イ
ギ

リ
ス
の
倫
理
学
者
で
あ
っ
た
グ
リ
ー
ン
の
著
作
の
多
く
に
目
を
通
し
、と
く
にProlegom

ena to Ethics

（
倫
理
学
序
説
）
が
自
分
の
「
意
に
合
」

う
と
述
べ
て
い
る
（
16
）

。
そ
の
後
、
西
田
は
グ
リ
ー
ン
に
関
す
る
論
文
を
次
々
に
執
筆
し
（
17
）

、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
善
の
研
究
』
の
第
三

編
「
善
」
を
執
筆
し
た
の
で
あ
っ
た
。
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
、
西
田
の
倫
理
学
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

二　

 

哲
学
か
ら
倫
理
学
へ

　

西
田
が
グ
リ
ー
ン
に
関
心
を
寄
せ
た
理
由
と
し
て
、
外
的
な
要
素
と
内
的
な
要
素
と
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
西
田

が
当
時
置
か
れ
て
い
た
状
況
、
そ
し
て
当
時
の
哲
学
的
思
潮
に
関
わ
る
。
後
者
は
哲
学
そ
の
も
の
の
問
題
に
関
わ
る
。

　

ま
ず
外
的
な
要
素
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
東
京
大
学
に
入
学
後
、
西
田
は
中
島
力
造
の
授
業
を
受
け
、
そ
こ
で
グ
リ
ー
ン
の
学
説
と
接
し
、

グ
リ
ー
ン
の
『
倫
理
学
序
説
』
を
精
読
し
た
。
行
安
茂
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
西
田
が
グ
リ
ー
ン
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
一
八
九
三
年
の
こ
と

で
あ
る
（
18
）

。
そ
の
後
、
西
田
は
倫
理
学
に
関
す
る
論
文
を
次
々
執
筆
し
た
。
一
八
九
三
年
七
月
に
東
京
大
学
在
籍
中
、
二
十
三
歳
の
若
さ

で
「
韓
図
倫
理
学
」
を
書
き
、
一
八
九
五
年
か
ら
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
（
緒
言
・
第
一
編
、『
教
育
時
論
』
第
三
六
二
号
）
、「
グ

リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
（
承
前
）
」（
第
二
編
、『
教
育
時
論
』
第
三
六
三
号
）
、「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
（
承
前
）
」（
第
三
編
、『
教

育
時
論
』
第
三
六
四
号
）
な
ど
、
グ
リ
ー
ン
を
中
心
と
す
る
論
文
を
次
々
と
発
表
し
た
。
そ
の
う
ち
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
（
緒

言
・
第
一
編
）
は
西
田
が
最
初
に
公
に
し
た
論
文
で
あ
る
（
19
）

。

　

西
田
は
中
島
力
造
を
通
し
て
グ
リ
ー
ン
の
思
想
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
カ
ン
ト
学
派
に
も
関
心
を
寄
せ
た
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
の

発
展
、
特
に
初
期
の
倫
理
学
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
中
島
力
造
は
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
一
八
八
八
年
に
エ
ー
ル
大
学
の
哲
学
部
で
博

士
号
を
取
得
し
た
。
専
門
は
カ
ン
ト
で
あ
り
、
帰
国
後
に
東
京
大
学
で
教
鞭
を
取
っ
た
。
西
晉
一
郎
に
よ
れ
ば
、
中
島
は
三
つ
の
点
で
日
本

の
哲
学
界
に
貢
献
し
た
。
一
つ
は
、
西
洋
の
倫
理
学
を
日
本
に
輸
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
東
京
大
学
で
西
田
幾
多
郎
な
ど
の
俊
秀

を
育
て
た
。
第
三
に
グ
リ
ー
ン
の
思
想
を
日
本
に
紹
介
し
、
ま
た
と
く
に
一
九
二
○
年
代
に
ド
イ
ツ
哲
学
へ
の
関
心
を
喚
起
し
た
（
20
）

。
明

治
時
代
の
初
め
、
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
の
功
利
主
義
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
な
ど
が
さ
か
ん
に
紹
介
さ
れ
た
が
、
「
人
生
」
の
問
題
は
顧
み

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
注
目
を
集
め
た
の
が
、
グ
リ
ー
ン
の
「
自
己
実
現
説
」
で
あ
っ
た
。
深
作
安
文
が

そ
れ
と
儒
教
や
仏
教
の
思
想
、
例
え
ば
儒
教
に
お
け
る
人
格
と
誠
実
さ
の
重
視
と
の
近
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、「
人
生
」
あ
る
い
は
「
修
養
」

と
の
関
わ
り
で
、
当
時
グ
リ
ー
ン
に
目
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
21
）

。

　

中
島
力
造
に
よ
る
グ
リ
ー
ン
の
紹
介
は
、
西
田
が
そ
の
倫
理
学
、
と
り
わ
け
「
人
格
実
現
説
」
を
展
開
す
る
上
で
、
非
常
に
参
考
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
の
「
人
格
実
現
説
」
は
、
グ
リ
ー
ン
の
「
自
己
実
現
説
」
へ
の
批
判
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
人

格
実
現
説
」
を
主
張
す
る
に
当
た
っ
て
、
西
田
は
単
に
「
東
洋
」
の
視
点
か
ら
「
西
洋
」
の
倫
理
学
を
批
評
し
た
の
で
は
な
い
。
今
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
の
思
想
は
儒
教
や
仏
教
の
伝
統
的
な
思
想
、
明
治
以
降
に
日
本
で
紹
介
さ
れ
た
功
利
主
義
、
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
、
あ
る
い
は

そ
の
カ
ン
ト
哲
学
理
解
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
西
田
の
倫
理
学
の
な
か
に
は
多
様
な
要
素
が
存
在
し
て
お
り
、

そ
れ
自
体
す
で
に
、
一
つ
の
雑
種
的
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
「
集
大
成
」
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
雑
種
性
は
、
多
様
性
と
同
じ
で
は
な
い
。
西
田
の
倫
理
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
的
学
説
、
伝
統
が
合
流
し
、
交
錯
す
る

と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
、
「
集
大
成
」
さ
れ
た
も
の
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
必
ず

し
も
明
確
に
区
別
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
視
点
か
ら
そ
れ
を
（
再
）
検
討
す
る
必
要
性
が
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
内
的
な
要
素
と
し
て
、
西
田
が
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
哲
学
」
を
ど
の
よ
う
に
（
再
）
定
義
し
た
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
と
も
に
「
哲
学
」
を
「
人
生
問

題
」
と
し
て
「
（
再
）
定
義
」
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

　

西
田
は
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
（
緒
言
、
第
一
編
）
の
冒
頭
で
、
倫
理
学
は
人
生
問
題
と
緊
密
な
結
び
つ
き
を
も
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

道
徳
の
由
来
す
る
所
は
自
然
界
以
上
に
あ
り
と
な
し
、
其
形
而
上
の
根
底
を
究
明
し
て
普
通
倫
理
学
の
基
礎
を
成
す
者
、
之
を
倫
理

哲
学
と
云
ふ
。
即
ち
世
人
が
詩
及
び
宗
教
に
托
せ
る
最
も
深
遠
の
人
生
問
題
を
、学
問
的
に
説
明
せ
ん
と
す
る
学
な
り
。
（
十
一
・
三
）

　

倫
理
学
は
道
徳
の
形
而
上
学
の
根
本
を
探
求
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
生
の
最
も
深
刻
な
問
題
に
関
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
哲
学
」

の
再
定
義
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
、
西
田
は
〈
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
う
も
の
〉
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

哲
学
は
思
弁
的
と
云
は
れ
る
が
、
哲
学
は
単
な
る
理
論
的
要
求
か
ら
起
る
の
で
は
な
く
、
行
為
的
自
己
が
自
己
自
身
を
見
る
所
か
ら

始
ま
る
の
で
あ
る
、
内
的
生
命
の
自
覚
な
く
し
て
哲
学
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
な
い
、
そ
こ
に
哲
学
の
独
自
の
立
場
と
知
識
内
容
が
あ

る
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
私
は
人
生
問
題
と
い
ふ
も
の
が
哲
学
の
問
題
の
一
つ
で
は
な
く
、
寧
ろ
哲
学
そ
の
も
の
の
問
題

で
あ
る
と
す
ら
思
ふ
の
で
あ
る
。
（
五
・
一
三
九
）

　

「
哲
学
」
の
中
で
人
生
の
問
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
考
え
は
、
西
田
の
初
期
の
思
索
の
な
か
に
も
す
で
に
見
出
さ
れ
る
。
『
善

の
研
究
』
の
「
序
」
の
次
の
言
葉
が
そ
れ
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

此
書
を
特
に
「
善
の
研
究
」
と
名
づ
け
た
訳
は
、
哲
学
的
研
究
が
其
前
半
を
占
め
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
人
生
の
問
題
が
中
心
で
あ
り
、

終
結
で
あ
る
と
考
へ
た
故
で
あ
る
。
（
一
・
六
）

　

周
知
の
よ
う
に
、
『
善
の
研
究
』
は
最
初
「
純
粋
経
験
と
実
在
」
と
題
さ
れ
て
い
た
が
、
出
版
社
と
交
渉
し
た
紀
平
正
美
の
提
案
に
よ
り
、

『
善
の
研
究
』
に
変
更
さ
れ
た
（
22
）

。
そ
の
原
因
は
詳
し
く
分
か
ら
な
い
が
、
紀
平
は
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
（Josiah R

oyce

）
のStudies 

of good and evil: a series of essays upon problem
s of philosophy and of life (N

ew
 York: D

. A
ppleton, 1898)

と
い
う
著
作
か
ら
ヒ
ン

ト
を
得
て
、
「
善
の
研
究
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
提
案
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
は
紀
平
の
提
案
に
全
面
的
に
賛
成
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
何
度
か
再
版
さ
れ
た
際
に
も
、
そ
の
題
名
を
変
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
（
23
）

。
お
そ
ら
く
実
際
に
、「
人

生
の
問
題
が
中
心
で
あ
り
、
終
結
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
も
ま
た
、
西
田
の
中
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
西
田
は
、
『
善
の
研
究
』
の
中
で
「
第
三
編 

善
」
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
書
は
第
二
編
第
三
編
が
先
づ
出
来
て
、
第
一
編
第
四
編
と
い
ふ
順
序
に
後
か
ら
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
編
は
余
の
思
想
の
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し
か
し
、
そ
の
雑
種
性
は
、
多
様
性
と
同
じ
で
は
な
い
。
西
田
の
倫
理
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
的
学
説
、
伝
統
が
合
流
し
、
交
錯
す
る

と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
、
「
集
大
成
」
さ
れ
た
も
の
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
必
ず

し
も
明
確
に
区
別
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
視
点
か
ら
そ
れ
を
（
再
）
検
討
す
る
必
要
性
が
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
内
的
な
要
素
と
し
て
、
西
田
が
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
哲
学
」
を
ど
の
よ
う
に
（
再
）
定
義
し
た
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
と
も
に
「
哲
学
」
を
「
人
生
問

題
」
と
し
て
「
（
再
）
定
義
」
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

　

西
田
は
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
（
緒
言
、
第
一
編
）
の
冒
頭
で
、
倫
理
学
は
人
生
問
題
と
緊
密
な
結
び
つ
き
を
も
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

道
徳
の
由
来
す
る
所
は
自
然
界
以
上
に
あ
り
と
な
し
、
其
形
而
上
の
根
底
を
究
明
し
て
普
通
倫
理
学
の
基
礎
を
成
す
者
、
之
を
倫
理

哲
学
と
云
ふ
。
即
ち
世
人
が
詩
及
び
宗
教
に
托
せ
る
最
も
深
遠
の
人
生
問
題
を
、学
問
的
に
説
明
せ
ん
と
す
る
学
な
り
。
（
十
一
・
三
）

　

倫
理
学
は
道
徳
の
形
而
上
学
の
根
本
を
探
求
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
生
の
最
も
深
刻
な
問
題
に
関
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
哲
学
」

の
再
定
義
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
、
西
田
は
〈
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
う
も
の
〉
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

哲
学
は
思
弁
的
と
云
は
れ
る
が
、
哲
学
は
単
な
る
理
論
的
要
求
か
ら
起
る
の
で
は
な
く
、
行
為
的
自
己
が
自
己
自
身
を
見
る
所
か
ら

始
ま
る
の
で
あ
る
、
内
的
生
命
の
自
覚
な
く
し
て
哲
学
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
な
い
、
そ
こ
に
哲
学
の
独
自
の
立
場
と
知
識
内
容
が
あ

る
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
私
は
人
生
問
題
と
い
ふ
も
の
が
哲
学
の
問
題
の
一
つ
で
は
な
く
、
寧
ろ
哲
学
そ
の
も
の
の
問
題

で
あ
る
と
す
ら
思
ふ
の
で
あ
る
。
（
五
・
一
三
九
）

　

「
哲
学
」
の
中
で
人
生
の
問
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
考
え
は
、
西
田
の
初
期
の
思
索
の
な
か
に
も
す
で
に
見
出
さ
れ
る
。
『
善

の
研
究
』
の
「
序
」
の
次
の
言
葉
が
そ
れ
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

此
書
を
特
に
「
善
の
研
究
」
と
名
づ
け
た
訳
は
、
哲
学
的
研
究
が
其
前
半
を
占
め
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
人
生
の
問
題
が
中
心
で
あ
り
、

終
結
で
あ
る
と
考
へ
た
故
で
あ
る
。
（
一
・
六
）

　

周
知
の
よ
う
に
、
『
善
の
研
究
』
は
最
初
「
純
粋
経
験
と
実
在
」
と
題
さ
れ
て
い
た
が
、
出
版
社
と
交
渉
し
た
紀
平
正
美
の
提
案
に
よ
り
、

『
善
の
研
究
』
に
変
更
さ
れ
た
（
22
）

。
そ
の
原
因
は
詳
し
く
分
か
ら
な
い
が
、
紀
平
は
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
（Josiah R

oyce

）
のStudies 

of good and evil: a series of essays upon problem
s of philosophy and of life (N

ew
 York: D

. A
ppleton, 1898)

と
い
う
著
作
か
ら
ヒ
ン

ト
を
得
て
、
「
善
の
研
究
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
提
案
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
は
紀
平
の
提
案
に
全
面
的
に
賛
成
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
何
度
か
再
版
さ
れ
た
際
に
も
、
そ
の
題
名
を
変
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
（
23
）

。
お
そ
ら
く
実
際
に
、「
人

生
の
問
題
が
中
心
で
あ
り
、
終
結
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
も
ま
た
、
西
田
の
中
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
西
田
は
、
『
善
の
研
究
』
の
中
で
「
第
三
編 

善
」
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
書
は
第
二
編
第
三
編
が
先
づ
出
来
て
、
第
一
編
第
四
編
と
い
ふ
順
序
に
後
か
ら
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
編
は
余
の
思
想
の
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根
柢
で
あ
る
純
粋
経
験
の
性
質
を
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
初
め
て
読
む
人
は
之
を
略
す
る
方
が
よ
い
。
第
二
編
は
余
の
哲
学
的

思
想
を
述
べ
た
も
の
で
此
書
の
骨
子
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
第
三
編
は
前
編
の
考
を
基
礎
と
し
て
善
を
論
じ
た
積
で
あ
る
が
、

ま
た
之
を
独
立
の
倫
理
学
と
見
て
も
差
支
な
い
と
思
ふ
。
第
四
編
は
余
が
、
か
ね
て
哲
学
の
終
結
と
考
へ
て
居
る
宗
教
に
就
い
て
余

の
考
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
（
一
・
六
）

　

西
田
は
第
三
編
を
独
立
の
倫
理
学
と
し
て
扱
っ
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
「
人
生
の
問
題
」
の
中
心
的
な
、
そ

し
て
不
可
欠
な
部
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
24
）

。
第
三
編
「
善
」
の
第
一
章
「
行
為　

上
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

実
在
は
如
何
な
る
者
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
大
略
説
明
し
た
と
思
ふ
か
ら
、
之
よ
り
我
々
人
間
は
何
を
為
す
べ
き
か
、
善
と
は
如

何
な
る
者
で
あ
る
か
、
人
間
の
行
動
は
何
処
に
帰
着
す
べ
き
か
と
い
ふ
様
な
実
践
的
問
題
を
論
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
。
（
一
・
八
三
）

　

西
田
は
第
三
編
「
善
」
は
「
独
立
の
倫
理
学
」
と
考
え
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
第
三
編
が
他
の
三
編
と
無
関
係
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
第
三
編
は
、
あ
く
ま
で
第
一
編
、
第
二
編
で
論
じ
ら
れ
た
「
純
粋
経
験
」
の
思
想
を
踏
ま
え
て
、
「
我
々
人
間
は
何

を
為
す
べ
き
か
、
善
と
は
如
何
な
る
者
で
あ
る
か
、
人
間
の
行
動
は
何
処
に
帰
着
す
べ
き
か
」
と
い
う
実
践
的
な
問
題
を
論
じ
よ
う
と
し
た

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
純
粋
経
験
」
論
と
い
う
「
骨
子
」を
肉
付
け
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
西

田
自
身
の
「
哲
学
」
に
つ
い
て
の
理
解
と
い
う
内
的
な
連
関
の
中
で
実
践
的
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
西

田
が
グ
リ
ー
ン
に
関
心
を
寄
せ
た
内
的
な
要
素
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
が
、
い
ま
言
っ
た
点
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

三　

倫
理
学
の
異
同
と
変
化

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
は
中
島
力
造
を
通
し
て
グ
リ
ー
ン
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
一
八
九
五
年
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
に
関
わ

る
三
つ
の
論
文
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
金
沢
の
第
四
高
等
学
校
で
教
え
た
と
き
に
、
「
カ
ン
ト
倫
理
学
主
義
」
（
一
九
○
一
年
四
月
）
、
「
倫
理

学
説
（
一
―
五
）
（
一
九
○
八
年
三
月
―
八
月
）（

25
）

、「
英
国
倫
理
学
史
」
（
一
九
○
四
年
）（

26
）

、「
倫
理
学
草
案　

一
」
（
一
九
○
四
―
五
年
）
、

「
倫
理
学
草
案　

二
」
（
一
九
○
六
年
）（

27
）

な
ど
、
数
多
く
の
倫
理
学
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
西
田
の
思
索
の

出
発
点
が
倫
理
学
の
諸
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　

こ
れ
ら
初
期
の
論
文
、
そ
し
て
『
善
の
研
究
』
の
第
三
編
を
見
る
と
、
構
造
の
み
な
ら
ず
、
内
容
に
お
い
て
も
、
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
と

非
常
に
似
て
い
る
。
例
え
ば
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
は
緒
論
、
第
一
編
「
智
識
論
」
、
第
二
編
「
意
志
論
」
、
第
三
編
「
道
徳
論
」

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
グ
リ
ー
ン
の
『
倫
理
学
序
説
』
の
構
成
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
内
容
に
関
し
て
も
、
「
グ

リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
、『
善
の
研
究
』
の
第
二
編
「
実
在
」
、
第
三
編
「
善
」
で
西
田
は
、
グ
リ
ー
ン
の
『
倫
理
学
序
説
』
の
第
一
編
「
知

識
の
形
而
上
学
」
と
同
様
に
、
自
然
と
意
識
と
の
間
に
は
厳
密
な
区
別
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
（
28
）

。
さ

ら
に
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」
の
中
で
な
さ
れ
て
い
る
願
望
（desire

）
と
知
性
（intellect

）
に
関
す
る
議
論
は
、
グ
リ
ー
ン
の
『
倫

理
学
序
説
』
の
論
述
と
一
致
し
て
い
る
（
29
）

。

　

し
か
し
、
西
田
は
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
説
に
全
面
的
に
賛
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
グ
リ
ー
ン
の
思
想
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
む
し

ろ
自
分
自
身
の
倫
理
学
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
西
田
が
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
、
ま
た
は
「
禅
」
と
「
グ
リ
ー
ン
」

と
い
う
単
純
な
構
図
の
な
か
で
倫
理
の
問
題
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
た
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で
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人
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す
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が
よ
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。
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は
余
の
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学
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思
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の
で
此
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の
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も
の
で
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る
。
第
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は
前
編
の
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を
基
礎
と
し
て
善
を
論
じ
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で
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が
、
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之
を
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立
の
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理
学
と
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も
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な
い
と
思
ふ
。
第
四
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が
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に
就
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を
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で
あ
る
。
（
一
・
六
）

　

西
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は
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編
を
独
立
の
倫
理
学
と
し
て
扱
っ
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
「
人
生
の
問
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」
の
中
心
的
な
、
そ

し
て
不
可
欠
な
部
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
24
）

。
第
三
編
「
善
」
の
第
一
章
「
行
為　

上
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

実
在
は
如
何
な
る
者
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
大
略
説
明
し
た
と
思
ふ
か
ら
、
之
よ
り
我
々
人
間
は
何
を
為
す
べ
き
か
、
善
と
は
如

何
な
る
者
で
あ
る
か
、
人
間
の
行
動
は
何
処
に
帰
着
す
べ
き
か
と
い
ふ
様
な
実
践
的
問
題
を
論
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
。
（
一
・
八
三
）

　

西
田
は
第
三
編
「
善
」
は
「
独
立
の
倫
理
学
」
と
考
え
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
第
三
編
が
他
の
三
編
と
無
関
係
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
第
三
編
は
、
あ
く
ま
で
第
一
編
、
第
二
編
で
論
じ
ら
れ
た
「
純
粋
経
験
」
の
思
想
を
踏
ま
え
て
、
「
我
々
人
間
は
何

を
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す
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か
、
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と
は
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る
者
で
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か
、
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間
の
行
動
は
何
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に
帰
着
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か
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と
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じ
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と
し
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の
と
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う
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と
が
で
き
る
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純
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」
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と
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う
「
骨
子
」を
肉
付
け
す
る
も
の
と
し
て
位
置
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と
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る
で
あ
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う
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の
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に
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と
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的
な
連
関
の
中
で
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な
問
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が
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。
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に
、
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が
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ン
に
関
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を
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せ
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内
的
な
要
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と
を
問
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に
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。
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に
、
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し
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に
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、
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ン
の
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に
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る
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つ
の
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を
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、
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の
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き
に
、
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（
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、
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の
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文
を
発
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の
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と
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も
、
西
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の
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の

出
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学
の
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で
あ
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た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
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こ
れ
ら
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の
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文
、
そ
し
て
『
善
の
研
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の
第
三
編
を
見
る
と
、
構
造
の
み
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ず
、
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理
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え
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論
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論
」
、
第
三
編
「
道
徳
論
」

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
グ
リ
ー
ン
の
『
倫
理
学
序
説
』
の
構
成
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
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の
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（
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ー
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で
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さ
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。

　

し
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わ
け
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開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
西
田
が
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
、
ま
た
は
「
禅
」
と
「
グ
リ
ー
ン
」

と
い
う
単
純
な
構
図
の
な
か
で
倫
理
の
問
題
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
た
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史
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点
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
グ
リ
ー
ン
と
西
田
が
「
人
格
実
現
」
あ
る
い
は
「
自
己
実
現
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
善
」
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
点
で
は
、

両
者
の
思
想
に
は
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
両
者
は
、
「
善
」
は
「
内
在
生
命
」
の
要
求
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
そ
の
要
求
を

媒
介
す
る
も
の
は
グ
リ
ー
ン
の
場
合
に
は
、
人
格
神
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
知
情
意
の
統
一
力
を
挙
げ
る
。
西
田
は
『
善

の
研
究
』
の
第
四
編
「
宗
教
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
晩
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
も
、
宗
教
の
要
求
は
生
命

の
要
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
を
媒
介
す
る
も
の
は
人
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
人
格
を
説
明
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
儒
教
の
「
誠
」
の
概
念
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
西
田
の
「
善
」
を
め
ぐ
る
思
索
の
中
で

は
、
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
、
そ
れ
と
関
わ
る
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
倫
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
禅
や
儒
教
な
ど
、
西
洋
・
東
洋
の
区
別
を
超

え
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
交
錯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

Ｃ
・
Ｓ
・
ゴ
ト
ウ
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（C
hristopher S. G

oto-Jones

）
は
論
文
「
日
本
に
お
け
る
政
治
哲
学
」
の
中
で
、
西
田
が
『
善
の
研

究
』
に
お
い
て
倫
理
学
を
三
つ
の
類
型
に
分
け
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
直
覚
説
（intuitive

）
と
他
律
論
理
（heteronom

ous

）
、
自
律
論

理
（autonom

ous

）
で
あ
る
。
ゴ
ト
ウ
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
以
上
の
三
つ
の
類
型
自
体
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
あ
る
が
、
西
田
の
倫
理
学
説
自
体

は
日
本
の
伝
統
に
基
づ
い
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
（
30
）

。
し
か
し
、
西
田
は
倫
理
に
つ
い
て
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
日
本
」

と
い
う
二
元
的
な
対
立
を
前
提
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
他
律
論
理
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
も
、
西
田
は
ト
ー
マ
ス
・
ホ

ッ
ブ
ス
を
取
り
上
げ
る
一
方
で
、
荀
子
、
そ
し
て
孔
子
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
31
）

。
ま
た
自
律
論
理
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
も
、
ヘ

ー
ゲ
ル
や
カ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
禅
や
道
教
に
も
触
れ
て
い
る
（
32
）

。
自
ら
の
「
人
格
実
現
説
」
を
説
明
す
る
際
に
も
、
プ
ラ
ン
ト
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
と
並
ん
で
、
イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
儒
教
の
思
想
に
も
言
及
し
て
い
る
（
33
）

。
ゴ
ト
ウ
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
日
本
に
お

け
る
儒
学
の
変
化
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
が
、
西
田
の
倫
理
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
哲
学
が
交
錯
す
る
場
で
形

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

竹
内
良
知
は
、
西
田
が
「
自
己
実
現
説
」
は
禅
の
「
最
捷
径
」
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
竹
内
も
ま
た
、
西
田
が
グ

リ
ー
ン
の
倫
理
学
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
儒
教
の
「
聖
人
」
思
想
や
陽
明
学
の
「
知
行
合
一
」
の
思
想
を
援
用
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
（
34
）

。
西
田
は
決
し
て
西
洋
の
倫
理
学
に
の
み
依
拠
し
て
倫
理
学
を
論
じ
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
「
禅
」
に
の
み
依
拠
し
て
そ
れ
を
論
じ

た
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
雑
種
性
に
、
西
田
の
学
説
の
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

四　

倫
理
学
か
ら
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
へ

　

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
西
田
の
主
張
を
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
運
動
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
冒

頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
は
東
洋
の
哲
学
、
西
洋
の
哲
学
を
踏
ま
え
て
自
ら
の
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
決
し
て
単
純
に
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
と
を
対
置
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
西
田
は
そ
の
よ
う
な
二
元
的
な
対
立
図
式
を

乗
り
越
え
、
あ
く
ま
で
問
題
の
「
根
本
」
に
迫
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
や
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
、
禅
、
道
教
、
儒
教
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
に
言
及
す
る
が
、
そ
れ
を
決
し
て
閉
鎖
的
な
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
「
東
洋
」
、

「
西
洋
」
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
が
、
純
粋
な
「
東
洋
哲
学
」
、
純
粋
な
「
西
洋
哲
学
」
が
あ
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
は
な
い
。

　

西
田
は
し
ば
し
ば
「
日
本
哲
学
」
の
代
表
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
自
ら
「
日
本
哲
学
」
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
表
明
し
た
こ

と
は
な
い
。
「
日
本
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
閉
鎖
的
な
も
の
で
は
な
い
。
上
田
閑
照
は
雑
誌
『
日
本
の
哲
学
』
の
創
刊
号
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
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点
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
グ
リ
ー
ン
と
西
田
が
「
人
格
実
現
」
あ
る
い
は
「
自
己
実
現
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
善
」
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
点
で
は
、

両
者
の
思
想
に
は
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
両
者
は
、
「
善
」
は
「
内
在
生
命
」
の
要
求
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
そ
の
要
求
を

媒
介
す
る
も
の
は
グ
リ
ー
ン
の
場
合
に
は
、
人
格
神
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
知
情
意
の
統
一
力
を
挙
げ
る
。
西
田
は
『
善

の
研
究
』
の
第
四
編
「
宗
教
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
晩
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
も
、
宗
教
の
要
求
は
生
命

の
要
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
を
媒
介
す
る
も
の
は
人
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
人
格
を
説
明
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
儒
教
の
「
誠
」
の
概
念
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
西
田
の
「
善
」
を
め
ぐ
る
思
索
の
中
で

は
、
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
学
、
そ
れ
と
関
わ
る
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
倫
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
禅
や
儒
教
な
ど
、
西
洋
・
東
洋
の
区
別
を
超

え
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
交
錯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

Ｃ
・
Ｓ
・
ゴ
ト
ウ
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（C

hristopher S. G
oto-Jones

）
は
論
文
「
日
本
に
お
け
る
政
治
哲
学
」
の
中
で
、
西
田
が
『
善
の
研

究
』
に
お
い
て
倫
理
学
を
三
つ
の
類
型
に
分
け
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
直
覚
説
（intuitive

）
と
他
律
論
理
（heteronom

ous

）
、
自
律
論

理
（autonom

ous

）
で
あ
る
。
ゴ
ト
ウ
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
以
上
の
三
つ
の
類
型
自
体
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
あ
る
が
、
西
田
の
倫
理
学
説
自
体

は
日
本
の
伝
統
に
基
づ
い
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
（
30
）

。
し
か
し
、
西
田
は
倫
理
に
つ
い
て
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
日
本
」

と
い
う
二
元
的
な
対
立
を
前
提
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
他
律
論
理
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
も
、
西
田
は
ト
ー
マ
ス
・
ホ

ッ
ブ
ス
を
取
り
上
げ
る
一
方
で
、
荀
子
、
そ
し
て
孔
子
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
31
）

。
ま
た
自
律
論
理
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
も
、
ヘ

ー
ゲ
ル
や
カ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
禅
や
道
教
に
も
触
れ
て
い
る
（
32
）

。
自
ら
の
「
人
格
実
現
説
」
を
説
明
す
る
際
に
も
、
プ
ラ
ン
ト
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
と
並
ん
で
、
イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
儒
教
の
思
想
に
も
言
及
し
て
い
る
（
33
）

。
ゴ
ト
ウ
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
日
本
に
お

け
る
儒
学
の
変
化
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
が
、
西
田
の
倫
理
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
哲
学
が
交
錯
す
る
場
で
形

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

竹
内
良
知
は
、
西
田
が
「
自
己
実
現
説
」
は
禅
の
「
最
捷
径
」
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
竹
内
も
ま
た
、
西
田
が
グ

リ
ー
ン
の
倫
理
学
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
儒
教
の
「
聖
人
」
思
想
や
陽
明
学
の
「
知
行
合
一
」
の
思
想
を
援
用
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
（
34
）

。
西
田
は
決
し
て
西
洋
の
倫
理
学
に
の
み
依
拠
し
て
倫
理
学
を
論
じ
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
「
禅
」
に
の
み
依
拠
し
て
そ
れ
を
論
じ

た
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
雑
種
性
に
、
西
田
の
学
説
の
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

四　

倫
理
学
か
ら
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
へ

　

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
西
田
の
主
張
を
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
哲
学
の
運
動
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
冒

頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
は
東
洋
の
哲
学
、
西
洋
の
哲
学
を
踏
ま
え
て
自
ら
の
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
決
し
て
単
純
に
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
と
を
対
置
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
西
田
は
そ
の
よ
う
な
二
元
的
な
対
立
図
式
を

乗
り
越
え
、
あ
く
ま
で
問
題
の
「
根
本
」
に
迫
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
や
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
、
禅
、
道
教
、
儒
教
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
に
言
及
す
る
が
、
そ
れ
を
決
し
て
閉
鎖
的
な
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
「
東
洋
」
、

「
西
洋
」
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
が
、
純
粋
な
「
東
洋
哲
学
」
、
純
粋
な
「
西
洋
哲
学
」
が
あ
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
は
な
い
。

　

西
田
は
し
ば
し
ば
「
日
本
哲
学
」
の
代
表
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
自
ら
「
日
本
哲
学
」
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
表
明
し
た
こ

と
は
な
い
。
「
日
本
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
閉
鎖
的
な
も
の
で
は
な
い
。
上
田
閑
照
は
雑
誌
『
日
本
の
哲
学
』
の
創
刊
号
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。



三
五

三
四

日
本
哲
学
史
研
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十
号

西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
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グ
リ
ー
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「
日
本
の
哲
学
」
に
は
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
し
て
「
世
界
の
哲
学
」
に
寄
与
し
う
る
基
礎
が
あ
る
と
言
え
る
。
日
本

語
に
よ
っ
て
世
界
理
解
・
自
己
理
解
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
日
本
と
い
う
場
所
に
は
、
単
に
日
本
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
、

中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
か
ら
伝
播
流
入
し
て
き
た
様
々
な
伝
統
が
貯
蔵
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
糧
に
し
て
形
成
さ
れ
て

き
た
一
つ
の
大
き
な
非
西
洋
的
な
伝
統
が
沈
殿
し
て
い
る
。
…
…
日
本
と
い
う
場
所
は
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
非
西
洋
的
な
伝
統
と

西
洋
の
文
化
・
文
物
と
の
大
規
模
な
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
合
い
、
交
流
の
一
世
紀
以
上
の
経
験
を
畜
え
て
い
る
。（

35
）

　

上
田
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
哲
学
」
は
一
つ
の
文
化
に
限
定
さ
れ
た
哲
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
、
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
朝
鮮
半
島

な
ど
の
多
様
な
文
化
を
含
む
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
日
本
哲
学
」
は
「
純
粋
」
な
日
本
の
哲
学
で
は
な
く
、
雑
種
性

を
も
っ
た
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ア
ル
的
な
哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
世
界
の
哲
学
」
へ
の
貢
献
の
基
礎
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
世
界
の
哲
学
」
に
と
っ
て
も
、
そ
の
後
件
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
『
世

界
の
哲
学
』
は
哲
学
自
身
の
変
貌
を
も
要
求
す
る
。
西
洋
哲
学
に
と
っ
て
も
、
哲
学
で
あ
る
限
り
、
『
別
の
始
源
』
か
ら
の
思
索
が
求
め
ら

れ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
36
）

。

　

晩
年
西
田
は
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
を
執
筆
し
た
と
き
に
、
「
世
界
的
世
界
」
に
つ
い
て
語
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
そ
の
特
殊
性
を

生
か
し
な
が
ら
、
し
か
し
自
国
中
心
主
義
的
な
立
場
を
乗
り
越
え
（
「
各
自
自
己
を
超
え
て
」
）
、
世
界
史
の
使
命
を
実
現
す
る
（
十
一
・
四
四
五
）

と
い
う
方
向
に
進
む
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。
「
世
界
的
世
界
」
は
、
単
な
る
一
つ
の
形
式
的
な
結
合
で
は
な
く
、
実
質
を
伴
っ
た
結
合
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
藤
田
正
勝
が
指
摘
し
て
い
る
（
37
）

。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
持
つ
特
殊
性
も
、
決
し
て
「
純
粋
」
で
は
な
い
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
上
田

閑
照
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
日
本
の
哲
学
」
と
言
う
と
き
の
「
日
本
」
は
、
イ
ン
ド
、
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
な

注
（
１
）
本
稿
は
二
○
一
二
年
一
月
五
―
六
日
に
台
湾
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研

究
所
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
跨
文
化
視
野
下
的
東
亞
哲
學
」

で
発
表
し
た
も
の
を
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
機
会
を
与
え

て
く
だ
さ
っ
た
台
湾
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
の
李
明
輝
先
生
、
京
都

大
学
の
藤
田
正
勝
先
生
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
２
）
西
田
幾
多
郎
と
グ
リ
ー
ン
の
思
想
を
比
較
研
究
し
た
も
の
に
、
行
安
茂

「
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
」
『
日
本
哲
学
史
研
究
』
第
九
号
、
一

―
二
二
頁
、
同
氏
「
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
」
『
近
代
日
本
の
思

ど
の
多
様
的
な
文
化
を
含
む
場
所
と
し
て
の
「
日
本
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
た
「
日
本
」
こ
そ
、
哲
学
の
「
別
の
始
源
」

と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
「
世
界
的
世
界
」
の
構
築
に
貢
献
し
う
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

結
び

　

以
上
、
西
田
の
「
善
」
の
理
解
、
さ
ら
に
は
そ
の
倫
理
学
説
の
な
か
で
は
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、
プ
ラ
ン
ト
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
禅
、

道
教
、
儒
教
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
が
、
西
田
の
倫
理
学
説
、
あ
る
い
は
そ
の
哲
学
は
、
決
し
て
「
東

洋
・
西
洋
」
、
「
禅
・
非
禅
」
と
い
う
単
純
な
対
立
図
式
を
用
い
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
西
田
哲
学
は
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
も
、

ま
た
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
、
決
し
て
「
純
粋
性
」
を
目
ざ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
多
様
性
に
立
脚
し
た
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
な
哲
学
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
西
田
の
思
索
の

広
さ
と
深
さ
と
を
本
当
の
意
味
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。



三
五

三
四

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・ 

グ
リ
ー
ン[

林]

「
日
本
の
哲
学
」
に
は
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
し
て
「
世
界
の
哲
学
」
に
寄
与
し
う
る
基
礎
が
あ
る
と
言
え
る
。
日
本

語
に
よ
っ
て
世
界
理
解
・
自
己
理
解
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
日
本
と
い
う
場
所
に
は
、
単
に
日
本
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
、

中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
か
ら
伝
播
流
入
し
て
き
た
様
々
な
伝
統
が
貯
蔵
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
糧
に
し
て
形
成
さ
れ
て

き
た
一
つ
の
大
き
な
非
西
洋
的
な
伝
統
が
沈
殿
し
て
い
る
。
…
…
日
本
と
い
う
場
所
は
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
非
西
洋
的
な
伝
統
と

西
洋
の
文
化
・
文
物
と
の
大
規
模
な
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
合
い
、
交
流
の
一
世
紀
以
上
の
経
験
を
畜
え
て
い
る
。（

35
）

　

上
田
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
哲
学
」
は
一
つ
の
文
化
に
限
定
さ
れ
た
哲
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
、
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
朝
鮮
半
島

な
ど
の
多
様
な
文
化
を
含
む
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
日
本
哲
学
」
は
「
純
粋
」
な
日
本
の
哲
学
で
は
な
く
、
雑
種
性

を
も
っ
た
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ア
ル
的
な
哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
世
界
の
哲
学
」
へ
の
貢
献
の
基
礎
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
世
界
の
哲
学
」
に
と
っ
て
も
、
そ
の
後
件
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
『
世

界
の
哲
学
』
は
哲
学
自
身
の
変
貌
を
も
要
求
す
る
。
西
洋
哲
学
に
と
っ
て
も
、
哲
学
で
あ
る
限
り
、
『
別
の
始
源
』
か
ら
の
思
索
が
求
め
ら

れ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
36
）

。

　

晩
年
西
田
は
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
を
執
筆
し
た
と
き
に
、
「
世
界
的
世
界
」
に
つ
い
て
語
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
そ
の
特
殊
性
を

生
か
し
な
が
ら
、
し
か
し
自
国
中
心
主
義
的
な
立
場
を
乗
り
越
え
（
「
各
自
自
己
を
超
え
て
」
）
、
世
界
史
の
使
命
を
実
現
す
る
（
十
一
・
四
四
五
）

と
い
う
方
向
に
進
む
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。
「
世
界
的
世
界
」
は
、
単
な
る
一
つ
の
形
式
的
な
結
合
で
は
な
く
、
実
質
を
伴
っ
た
結
合
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
藤
田
正
勝
が
指
摘
し
て
い
る
（
37
）

。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
持
つ
特
殊
性
も
、
決
し
て
「
純
粋
」
で
は
な
い
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
上
田

閑
照
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
日
本
の
哲
学
」
と
言
う
と
き
の
「
日
本
」
は
、
イ
ン
ド
、
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
な

注
（
１
）
本
稿
は
二
○
一
二
年
一
月
五
―
六
日
に
台
湾
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研

究
所
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
跨
文
化
視
野
下
的
東
亞
哲
學
」

で
発
表
し
た
も
の
を
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
機
会
を
与
え

て
く
だ
さ
っ
た
台
湾
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
の
李
明
輝
先
生
、
京
都

大
学
の
藤
田
正
勝
先
生
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
２
）
西
田
幾
多
郎
と
グ
リ
ー
ン
の
思
想
を
比
較
研
究
し
た
も
の
に
、
行
安
茂

「
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
」
『
日
本
哲
学
史
研
究
』
第
九
号
、
一

―
二
二
頁
、
同
氏
「
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
」
『
近
代
日
本
の
思

ど
の
多
様
的
な
文
化
を
含
む
場
所
と
し
て
の
「
日
本
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
た
「
日
本
」
こ
そ
、
哲
学
の
「
別
の
始
源
」

と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
「
世
界
的
世
界
」
の
構
築
に
貢
献
し
う
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

結
び

　

以
上
、
西
田
の
「
善
」
の
理
解
、
さ
ら
に
は
そ
の
倫
理
学
説
の
な
か
で
は
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、
プ
ラ
ン
ト
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
禅
、

道
教
、
儒
教
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
が
、
西
田
の
倫
理
学
説
、
あ
る
い
は
そ
の
哲
学
は
、
決
し
て
「
東

洋
・
西
洋
」
、
「
禅
・
非
禅
」
と
い
う
単
純
な
対
立
図
式
を
用
い
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
西
田
哲
学
は
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
も
、

ま
た
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
、
決
し
て
「
純
粋
性
」
を
目
ざ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
多
様
性
に
立
脚
し
た
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
な
哲
学
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
西
田
の
思
索
の

広
さ
と
深
さ
と
を
本
当
の
意
味
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。



三
七

三
六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・ 

グ
リ
ー
ン[

林]

想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』
北
樹
出
版
、
一
〇
八
―
一
四
三
頁
、
水
野
友
晴
「
理

想
主
義
的
理
性
的
信
仰
―
―
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
心
霊
的
原
理
と
西
田
幾
多

郎
の
純
粋
経
験
」
『
比
較
思
想
研
究
』
第
二
七
号
、
六
六
―
七
二
頁
、
同
氏
「
西

田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
―
―
自
己
実
現
の
原
理
に
注
目
し
て
」
『
日

本
の
哲
学
』
第
一
号
、
五
八
―
七
五
頁
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
西

田
幾
多
郎
と
グ
リ
ー
ン
と
の
「
比
較
」
に
と
と
ま
ら
ず
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル
哲
学
の
視
点
か
ら
両
者
の
哲
学
を
考
察
す
る
。

（
３
）
西
田
哲
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
板
橋
勇
仁
が
そ
れ
を
「
徹
底
的
批

判
主
義
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
と
西
田
の
「
論
理
」
と
の
関
係
を
詳
し
く
論
じ

て
い
る
。
板
橋
『
西
田
哲
学
の
論
理
と
方
法
―
―
徹
底
的
批
判
主
義
と
は
何
か
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
。

（
４
）
西
田
が
一
九
四
○
年
に
岩
波
新
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
し
た
『
日
本
文

化
の
問
題
』
に
は
付
録
と
し
て
「
学
問
的
方
法
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
一
九
三
七
年
十
月
九
日
に
日
比
谷
公
会
堂
で
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
哲
学
公

開
講
演
会
に
お
い
て
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
九
・
五
九
九—

六
○
○
）
と
藤

田
正
勝
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
西
田
の
著
作
に
関
し
て
は
、
新
版
の
『
西
田

幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
―
二
○
○
九
年
）
か
ら
引
用
す
る
。
引

用
文
の
あ
と
の
数
字
は
そ
の
巻
数
と
頁
数
と
を
示
す
。 

（
５
）
中
国
語
の
原
文
で
は
「
異
己
」
で
あ
り
、
必
ず
し
も
他
者
で
は
な
く
、

自
己
と
異
な
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

（
６
）
何
乏
筆
（F

a
b
i
a
n
 
H
e
u
b
e
l

）「
跨
文
化
批
判
與
中
國
現
代
性
的
反
思
」『
文

化
研
究
』
第
八
期
、
二
〇
〇
九
年
春
季
、
一
三
〇
―
一
三
二
頁
。

（
７
）
李
明
輝
「
省
思
中
國
哲
學
研
究
的
危
機
－
從
中
國
哲
學
的
「
正
當
性
問
題
」

談
起
」
『
思
想
』
九
期
、
二
〇
〇
八
年
五
月
、
一
七
二
頁
。

（
８
）
中
国
語
の
原
文
で
は
「
鐵
板
」
で
あ
り
、
硬
く
て
変
わ
ら
な
い
も
の
を

意
味
す
る
。

（
９
）
同
上
，
一
七
一
―
一
七
二
頁
。

(

10)

日
本
文
化
の
雑
種
性
に
つ
い
て
は
、
加
藤
周
一
が
よ
く
論
じ
て
い
る
。

海
老
坂
武
『
加
藤
周
一—

二
十
世
紀
を
問
う
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
、
特
に

第
四
章
、
一
〇
九
―
一
二
八
頁
を
参
照
。

(

11)

藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
の
思
索—

純
粋
経
験
か
ら
世
界
認
識
へ
』
岩

波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
〇
頁
。

(

12)

藤
田
正
勝
「
日
本
的
な
る
も
の
へ
の
問
い
」
苅
部
直
、
黒
住
真
、
佐
藤

弘
夫
、
末
木
文
美
士
編
『
「
日
本
」
と
日
本
思
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、

二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。

(

13)

西
田
哲
学
研
究
に
関
す
る
出
版
物
は
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
こ

こ
で
す
べ
て
を
列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
近
の
研
究
状
況
に
関
し
て

は
、
日
本
国
内
に
関
し
て
は
ま
ず
、
少
な
く
と
も
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

の
刊
行
と
い
う
膨
大
か
つ
重
要
な
実
績
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
海
外

で
はJam

es W
. H

eisig, Thom
as K

asulis

及
びJohn C

. M
araldo

に
よ
っ
て

編
集
さ
れ
たJapanese philosophy: a sourcebook

（H
onolulu: U

niversity 

of H
aw

ai’i Press, 2011

）
と
い
う
一
三
六
○
頁
の
浩
瀚
な
書
物
が
出
版
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
世
界
初
の
そ
し
て
唯
一
の
、
査
読
付
き
英
文
雑
誌Journal of 

Japanese Philosophy

（State U
niversity of N

ew
 York Press

、
当
然
西
田
哲

学
の
研
究
も
含
ま
れ
る
）
が
本
年
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
。

(

14)

西
田
の
倫
理
学
に
関
す
る
最
新
の
研
究
と
し
てR

obert E. C
arter, The 

K
yoto School: an introduction. N

ew
 York: State U

niversity of N
ew

 York 

Press, 2013, pp. 49-53

が
あ
る
。

(

15)

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
に
詳
し
く
論
じ
る
。

(

16)

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』 

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、

一
一
三
―
一
一
四 

頁
。

(

17)

例
え
ば
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」と
題
し
た
三
つ
の
論
文
。『
西

田
幾
多
郎
全
集
』
十
一
・
三
―
二
二
。

(

18)

行
安
茂
『
近
代
日
本
の
思
想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』
北
樹
出
版
、

二
〇
〇
七
年
、
一
〇
八
頁
。

(

19)

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
二
十
四
・
二
八
三
を
参
照
。
西
田
は
グ
リ
ー
ン
の
『
倫

理
学
序
説
』
を
読
ん
だ
後
に
、
そ
の
内
容
の
要
約
と
し
て
「
グ
リ
ー
ン
倫
理
学
」

を
書
き
、
東
京
大
学
の
哲
学
科
に
在
学
し
た
山
本
良
吉
の
幹
旋
で
『
教
育
時
論
』

に
掲
載
さ
れ
た
、と
い
う
。
竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

(

20)

行
安
茂
『
近
代
日
本
の
思
想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』
、
三
六
―

三
七
頁
を
参
照
。

(

21)

同
上
、
三
七
頁
。

(

22)

下
村
寅
太
郎
『
西
田
幾
多
郎
―
―
人
と
思
想
』
東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
四
九
頁
。

(

23)

『
善
の
研
究
』
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
藤
田
正
勝
「
後
記
」
（
『
西

田
幾
多
郎
全
集
』
一
・
四
五
七
―
四
七
〇
）
を
参
照
。

(

24)

も
ち
ろ
ん
第
四
編
も
そ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
の
で

省
略
す
る
。

(

25)

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
二
十
四
・
一
八
一
―
一
八
三
頁
を
参
照
。

(

26)

「
英
国
倫
理
学
史
」
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

十
四
・
六
四
九
―
六
五
四
頁
を
参
照
。

(

27)

「
倫
理
学
草
案　

一
、
二
」
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
『
西
田
幾
多
郎



三
七

三
六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・ 

グ
リ
ー
ン[

林]

想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』
北
樹
出
版
、
一
〇
八
―
一
四
三
頁
、
水
野
友
晴
「
理

想
主
義
的
理
性
的
信
仰
―
―
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
心
霊
的
原
理
と
西
田
幾
多

郎
の
純
粋
経
験
」
『
比
較
思
想
研
究
』
第
二
七
号
、
六
六
―
七
二
頁
、
同
氏
「
西

田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
―
―
自
己
実
現
の
原
理
に
注
目
し
て
」
『
日

本
の
哲
学
』
第
一
号
、
五
八
―
七
五
頁
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
西

田
幾
多
郎
と
グ
リ
ー
ン
と
の
「
比
較
」
に
と
と
ま
ら
ず
、
ト
ラ
ン
ス
・
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル
哲
学
の
視
点
か
ら
両
者
の
哲
学
を
考
察
す
る
。

（
３
）
西
田
哲
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
板
橋
勇
仁
が
そ
れ
を
「
徹
底
的
批

判
主
義
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
と
西
田
の
「
論
理
」
と
の
関
係
を
詳
し
く
論
じ

て
い
る
。
板
橋
『
西
田
哲
学
の
論
理
と
方
法
―
―
徹
底
的
批
判
主
義
と
は
何
か
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
。

（
４
）
西
田
が
一
九
四
○
年
に
岩
波
新
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
し
た
『
日
本
文

化
の
問
題
』
に
は
付
録
と
し
て
「
学
問
的
方
法
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
一
九
三
七
年
十
月
九
日
に
日
比
谷
公
会
堂
で
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
哲
学
公

開
講
演
会
に
お
い
て
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
九
・
五
九
九—

六
○
○
）
と
藤

田
正
勝
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
西
田
の
著
作
に
関
し
て
は
、
新
版
の
『
西
田

幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
―
二
○
○
九
年
）
か
ら
引
用
す
る
。
引

用
文
の
あ
と
の
数
字
は
そ
の
巻
数
と
頁
数
と
を
示
す
。 

（
５
）
中
国
語
の
原
文
で
は
「
異
己
」
で
あ
り
、
必
ず
し
も
他
者
で
は
な
く
、

自
己
と
異
な
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

（
６
）
何
乏
筆
（F

a
b
i
a
n
 
H
e
u
b
e
l

）「
跨
文
化
批
判
與
中
國
現
代
性
的
反
思
」『
文

化
研
究
』
第
八
期
、
二
〇
〇
九
年
春
季
、
一
三
〇
―
一
三
二
頁
。

（
７
）
李
明
輝
「
省
思
中
國
哲
學
研
究
的
危
機
－
從
中
國
哲
學
的
「
正
當
性
問
題
」

談
起
」
『
思
想
』
九
期
、
二
〇
〇
八
年
五
月
、
一
七
二
頁
。

（
８
）
中
国
語
の
原
文
で
は
「
鐵
板
」
で
あ
り
、
硬
く
て
変
わ
ら
な
い
も
の
を

意
味
す
る
。

（
９
）
同
上
，
一
七
一
―
一
七
二
頁
。

(

10)

日
本
文
化
の
雑
種
性
に
つ
い
て
は
、
加
藤
周
一
が
よ
く
論
じ
て
い
る
。

海
老
坂
武
『
加
藤
周
一—

二
十
世
紀
を
問
う
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
、
特
に

第
四
章
、
一
〇
九
―
一
二
八
頁
を
参
照
。

(

11)

藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
の
思
索—

純
粋
経
験
か
ら
世
界
認
識
へ
』
岩

波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
〇
頁
。

(

12)

藤
田
正
勝
「
日
本
的
な
る
も
の
へ
の
問
い
」
苅
部
直
、
黒
住
真
、
佐
藤

弘
夫
、
末
木
文
美
士
編
『
「
日
本
」
と
日
本
思
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、

二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。

(

13)

西
田
哲
学
研
究
に
関
す
る
出
版
物
は
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
こ

こ
で
す
べ
て
を
列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
近
の
研
究
状
況
に
関
し
て

は
、
日
本
国
内
に
関
し
て
は
ま
ず
、
少
な
く
と
も
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

の
刊
行
と
い
う
膨
大
か
つ
重
要
な
実
績
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
海
外

で
はJam

es W
. H

eisig, Thom
as K

asulis

及
びJohn C

. M
araldo

に
よ
っ
て

編
集
さ
れ
たJapanese philosophy: a sourcebook

（H
onolulu: U

niversity 

of H
aw

ai’i Press, 2011

）
と
い
う
一
三
六
○
頁
の
浩
瀚
な
書
物
が
出
版
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
世
界
初
の
そ
し
て
唯
一
の
、
査
読
付
き
英
文
雑
誌Journal of 

Japanese Philosophy

（State U
niversity of N

ew
 York Press

、
当
然
西
田
哲

学
の
研
究
も
含
ま
れ
る
）
が
本
年
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
。

(

14)

西
田
の
倫
理
学
に
関
す
る
最
新
の
研
究
と
し
てR

obert E. C
arter, The 

K
yoto School: an introduction. N

ew
 York: State U

niversity of N
ew

 York 

Press, 2013, pp. 49-53

が
あ
る
。

(

15)

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
に
詳
し
く
論
じ
る
。

(

16)

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』 

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、

一
一
三
―
一
一
四 

頁
。

(

17)

例
え
ば
「
グ
リ
ー
ン
氏
倫
理
哲
学
の
大
意
」と
題
し
た
三
つ
の
論
文
。『
西

田
幾
多
郎
全
集
』
十
一
・
三
―
二
二
。

(

18)

行
安
茂
『
近
代
日
本
の
思
想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』
北
樹
出
版
、

二
〇
〇
七
年
、
一
〇
八
頁
。

(

19)

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
二
十
四
・
二
八
三
を
参
照
。
西
田
は
グ
リ
ー
ン
の
『
倫

理
学
序
説
』
を
読
ん
だ
後
に
、
そ
の
内
容
の
要
約
と
し
て
「
グ
リ
ー
ン
倫
理
学
」

を
書
き
、
東
京
大
学
の
哲
学
科
に
在
学
し
た
山
本
良
吉
の
幹
旋
で
『
教
育
時
論
』

に
掲
載
さ
れ
た
、と
い
う
。
竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

(

20)

行
安
茂
『
近
代
日
本
の
思
想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』
、
三
六
―

三
七
頁
を
参
照
。

(

21)

同
上
、
三
七
頁
。

(

22)

下
村
寅
太
郎
『
西
田
幾
多
郎
―
―
人
と
思
想
』
東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
四
九
頁
。

(

23)

『
善
の
研
究
』
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
藤
田
正
勝
「
後
記
」
（
『
西

田
幾
多
郎
全
集
』
一
・
四
五
七
―
四
七
〇
）
を
参
照
。

(

24)

も
ち
ろ
ん
第
四
編
も
そ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
の
で

省
略
す
る
。

(

25)

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
二
十
四
・
一
八
一
―
一
八
三
頁
を
参
照
。

(
26)

「
英
国
倫
理
学
史
」
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

十
四
・
六
四
九
―
六
五
四
頁
を
参
照
。

(

27)

「
倫
理
学
草
案　

一
、
二
」
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
『
西
田
幾
多
郎



三
九

哲
学
と
宗
教
の
間[

黄]

三
八

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

全
集
』
十
四
・
六
五
六
―
六
五
七
頁
を
参
照
。

(

28)
行
安
茂
『
近
代
日
本
の
思
想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』
、
一
〇
九
頁
。

(

29)

同
上
、
一
一
一
―
一
一
二
頁
。

(

30) C
hristopher S. G

oto-Jones, Political Philosophy in Japan: N
ishida, 

the K
yoto School and C

o-Prosperity. London and N
ew

 York: R
outledge, 

2005, p. 53
.
 

こ
の
論
文
は
最
初Philosophy East and W

est (O
ct. 2003): 

514-536

で
公
に
さ
れ
た
。
前
者
に
は
ロ
ー
マ
字
の
表
記
が
あ
り
、
後
者
に

は
な
い
。
ま
た
、
前
者
で
は
合
理
主
義
（rationalism

）
と
快
樂
主
義
（heonism

）

と
と
も
に
、
自
律
論
理
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
で
は
自
律
論

理
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。 

(

31) C
hristopher S. G

oto-Jones,  Political Philosophy in Japan: N
ishida, 

the K
yoto School and C

o-Prosperity, 2005, p. 54.

(

32) Ibid.,
 p. 56

.

(

33) Ibid.,
 pp. 59-61

.

(

34)

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』
一
二
九
、
一
七
三
、
二
四
二
頁
。

(

35)

上
田
閑
照
「
日
本
の
哲
学
」
『
日
本
の
哲
学
』
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年
、

四
頁
。

(

36)

同
上
。

(

37)

藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
の
思
索
世
界
―
―
純
粋
経
験
か
ら
世
界
認

識
へ
』
二
二
七
頁
。

　
　

 

哲
学
と
宗
教
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
唐
君
毅
と
西
谷
啓
治
に
お
け
る
近
代
性
を
め
ぐ
る
思
索

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黄 

冠
閔

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

二
十
世
紀
の
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
戦
争
の
影
、
劇
的
な
社
会
変
動
、
ま
た
頻
繁
な
文
化
交
流
と
い
っ
た
状
況
は
、
い
ず
れ
も
近

代
性
の
危
機
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger,1889-1976

）
が
ニ
イ
チ
ェ
（Friedrich 

W
ilhelm

 N
ietzsche,1844-1900

）
の
キ
リ
ス
ト
教
系
譜
学
へ
の
批
判
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
向
き
合
い
、
そ
う
し

た
近
代
性
の
問
題
に
応
え
よ
う
と
し
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
う
し
た
形
而
上
学
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ
の
後
、
デ
リ

ダ
（Jacques D

errida,1930-2004

）
の
脱
構
築
を
生
み
出
し
、
フ
ー
コ
ー
（M

ichel Foucault,1926-1984

）
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（G

illes 

D
eleuze,1925-1995

）
ら
の
問
い
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
（Em

m
anuel Lévinas,1906-1995

）
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
ナ
チ
ス
思
想
に
激
し
い
批
判
を
加
え
た
が
、
近
代
性
を
め
ぐ
る
思
索
が
哲
学
と
政
治
・
倫
理
学
・
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
を

迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
設
定
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
性
の
問
題
に
応
え
よ
う
と
し
た
二
つ
の
モ
デ
ル
（
唐
君




