
田
辺
哲
学
に
つ
い
て

西

谷

啓

治

　
　
　
門
辺
哲
学
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
短
い
時
聞
で
す
の
で
、
大
へ
ん
話
し
が
し
に
く
く
、
多
分
雑
な
話
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
　
田
辺
先
生
の
哲
学
は
矢
張
り
、
哲
学
の
歴
史
の
な
か
で
、
確
定
し
た
位
置
を
占
め
る
思
想
体
系
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ

　
　
れ
ま
で
哲
学
の
歴
史
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
一
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
立
場
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
体
系
的
に
打
ち
出

　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
点
、
い
ろ
い
ろ
な
他
の
思
想
体
系
と
は
違
っ
た
点
と
い
う

　
　
の
が
、
ど
う
い
う
処
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
多
分
既
に
皆
様
が
御
存
知
の
事
柄
だ
け
で
、

　
　
闘
聾
し
い
こ
と
、
算
新
し
い
こ
と
は
別
に
何
も
雷
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
今
臼
追
悼
会
を
行
い
ま
し
た
の
で
、
い
わ
ば
皆
様
が
概

　
　
に
知
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
頂
け
れ
ば
、
追
悼
の
よ
す
が
に
も
な
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
手
掛
り
と
し
て
お
話
し
す
る
だ
け

　
　
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
そ
こ
で
、
田
辺
哲
学
の
オ
り
ジ
ナ
ル
な
点
は
、
ど
う
い
う
処
に
あ
る
の
か
。
私
は
、
自
分
の
考
え
と
し
て
は
、
多
分
多
く
の
方
々
の
お

　
　
考
え
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
ず
広
い
意
味
で
の
8
讐
と
い
う
も
の
、
行
為
と
か
行
と
か
い
う
も
の
で
代
歯
さ
せ
た
ら
ど
う
か
と

　
　
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
御
存
知
の
よ
う
に
ゲ
…
テ
は
、
始
め
に
日
馨
が
あ
っ
た
と
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
田
辺
哲
学
の
場
合
、
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8
㌶
は
始
め
で
あ
る
と
同
時
に
終
り
、
ア
ル
フ
ァ
で
あ
る
と
寸
時
に
オ
メ
ガ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
行
為
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ
う

　
　
い
は
実
践
、
あ
る
い
は
、
後
に
な
っ
て
宗
教
的
な
性
格
を
帯
び
て
き
た
場
合
に
は
、
行
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
き
た
の
で
あ
り
ま

　
　
す
が
、
一
貫
し
て
8
簿
と
い
う
書
葉
で
代
表
さ
せ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
田
辺
哲
学
は
、
8
p
。
叶
と
い
う
も
の
が
、
一
方
で
は
ど
こ
ま
で
も

　
　
8
纂
と
い
う
立
場
を
離
れ
ず
に
、
然
も
他
方
で
は
ど
こ
ま
で
も
広
く
、
包
括
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
こ
か
ら
統
一
し
つ
つ
、
↓
纂

　
　
と
し
て
の
窮
極
的
な
所
ま
で
、
徹
底
的
に
つ
き
つ
め
ら
れ
た
立
場
だ
と
弄
え
る
の
で
な
い
か
。
御
存
知
の
よ
う
に
、
閏
辺
哲
学
の
論
理
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
弁
証
法
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
弁
証
法
と
い
う
も
の
を
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
に
徹
底
し
て
行
く
立
場
で
あ
っ
た
の

　
　
で
、
そ
う
い
う
弁
証
法
論
理
の
徹
底
、
つ
ま
り
弁
証
法
の
弁
証
法
的
な
徹
底
と
い
う
こ
と
の
動
力
と
な
っ
た
の
が
、
↓
讐
と
い
う
も
の
だ

　
　
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
い
う
と
、
弁
証
法
の
論
理
が
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
過
程
を
通
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
う
い
う

　
　
仕
方
で
の
思
惟
の
徹
底
を
通
し
て
、
　
6
讐
と
い
う
も
の
が
自
身
の
立
場
を
窮
極
的
に
つ
き
つ
め
て
行
く
。
大
体
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た

　
　
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
結
果
と
し
て
、
田
辺
先
生
で
は
、
最
後
に
、
死
の
哲
学
、
或
は
死
の
弁
証
法
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
捧

　
　
げ
ら
れ
た
記
念
論
文
の
表
題
に
も
な
っ
て
い
る
門
9
Φ
の
象
銑
Φ
ぎ
岸
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
到
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ
う

　
　
う
点
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
6
葺
と
い
う
立
場
の
徹
底
、
行
為
と
か
実
践
と
か
行
と
か
と
い
わ
れ
た
立
場
の
徹
底
が
、
死
の
哲
学
と
い
う

　
　
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
、
そ
こ
で
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
大
雑
把
に
お
話
し
て
見
た
い
と
思
う

　
　
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
思
想
の
根
本
的
な
骨
酪
は
、
先
生
の
う
ち
に
ず
っ
と
早
く
か
ら
出
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
時
間
の
関

　
　
係
上
、
　
「
田
辺
哲
学
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
確
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
繊
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
あ
た
り
か
ら
取
り
上
げ
て
見
よ
う

　
　
か
と
思
い
ま
す
。

　
『
熾
空
蝉
と
し
て
の
哲
学
』
の
第
二
章
に
、
「
繊
悔
道
の
論
理
と
し
て
の
絶
対
批
判
」
と
い
う
章
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
初
め
に
、
「
繊

悔
道
は
私
の
主
観
的
感
情
の
所
産
で
は
な
い
。
そ
れ
は
理
性
批
判
と
し
て
の
哲
学
の
不
可
避
的
な
運
命
が
導
い
た
必
然
の
帰
結
な
の
で
あ



　
　
る
。
私
は
そ
の
帰
結
を
絶
対
批
判
と
名
づ
け
る
」
と
書
わ
れ
て
い
て
、
絶
対
批
判
と
い
う
、
田
辺
先
生
の
思
想
を
表
示
す
る
言
葉
の
一
つ

　
　
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
の
絶
対
挑
心
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
の
繊
悔
道
と
し
て
の
哲
学
の
理
論
的
側
面
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
そ
れ
を
繊
夏
道
の
論
理
と
も
書
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
臓
無
道
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
立
場
が
提
趨
さ
れ
る
に
当
っ

　
　
て
「
理
性
批
判
と
し
て
の
哲
学
の
運
命
が
不
可
避
的
に
導
い
た
云
々
」
と
語
ら
れ
た
場
合
、
理
惟
批
判
と
い
う
こ
と
か
ら
カ
ン
ト
と
の
関

　
　
係
が
す
ぐ
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
理
論
的
認
識
の
領
域
に
於
い
て
、
合
理
主
義
的
な

　
　
形
而
上
学
の
独
断
論
と
経
験
主
義
的
な
懐
疑
論
と
の
間
に
問
題
が
危
機
的
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
理
性
批
判
の
立
場
と
い
う

　
　
も
の
が
提
起
さ
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先
生
に
は
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
と
い
う
昭
和
二
十
九
年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
が
あ

　
　
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
先
生
の
著
作
の
う
ち
で
は
、
比
較
的
に
読
ま
れ
る
こ
と
の
少
な
い
本
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
私
の
感
じ

　
　
で
は
、
先
生
の
思
想
を
、
一
番
よ
く
と
書
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
く
と
も
論
理
の
十
三
で
は
非
常
に
は
っ
き
り
打

　
　
ち
出
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
先
生
は
、
こ
の
書
を
一
つ
の
覚
書
と
呼
ん
で
、
　
「
こ
の
覚
書
は
私
の
哲

　
　
学
恩
想
の
総
決
算
的
告
白
に
外
な
ら
な
い
つ
も
り
で
あ
る
」
と
歌
わ
れ
て
い
て
、
事
実
ま
た
そ
う
い
う
感
じ
の
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
も
ち
ろ
ん
主
題
は
数
理
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
矢
張
り
論
理
の
問
題
と
し
て
考
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
学
の
問
題
を
哲
学

　
　
の
問
題
と
し
な
が
ら
、
哲
学
の
論
理
と
い
う
立
場
か
ら
数
理
上
の
閥
題
に
解
決
の
方
陶
を
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
数
学
プ

　
　
ロ
パ
ー
の
立
場
か
ら
見
て
数
学
者
が
ど
う
需
わ
れ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
田
辺
先
生
の
哲
学
の
理
解
の
た
め
に
は
、
良
い
本
で
な
い
か

　
　
と
感
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
に
展
開
さ
れ
て
い
る
思
想
を
詳
し
く
閣
題
に
出
来
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
今
の
場

　
　
合
困
難
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
方
は
読
ま
れ
た
ら
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
本
の
中
で
も
、
先
生
は
、
カ
ン
ト
の
こ

　
　
と
に
触
れ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
カ
ン
ト
の
批
覇
主
義
が
現
わ
れ
た
の
は
、
唯
理
主
義
的
な
独
断
論
と
経
験
主
義
的
な
懐
疑
論
と
の
間
に
危

　
　
機
的
な
問
題
が
生
じ
た
状
況
の
も
と
に
於
い
て
で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
、
薦
欧
の
十
八
世
紀
の
末
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
現
わ
れ
た
よ
う
な

　
　
時
代
の
危
機
を
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
今
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
危
機
は
、
伝
統
と
い
う
も
の
へ
の
独
断
的
な
、
つ
ま
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5
　
り
無
批
判
的
な
固
執
の
態
度
と
、
革
新
の
立
場
で
新
し
い
現
実
に
ど
う
適
応
し
う
る
か
を
求
め
る
態
度
と
、
そ
の
二
つ
の
態
度
の
対
立
か

　
　
ら
来
て
い
る
。
そ
し
て
過
去
か
ら
の
伝
統
に
固
執
す
る
立
場
は
、
伝
統
の
う
ち
に
豪
く
支
配
し
て
い
た
理
法
と
そ
の
普
遍
性
に
ど
こ
ま
で

　
　
も
立
脚
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
革
新
の
立
場
は
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
事
実
と
そ
の
個
弾
性
に
ど
こ
ま
で
も
立
脚
し
て
行
こ
う
と

　
　
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
う
い
う
二
つ
の
立
場
の
確
執
が
学
問
の
領
域
に
反
映
さ
れ
て
独
断
論
と
懐
疑
論
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
の
だ
、
と

　
　
い
う
よ
う
に
大
体
考
え
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
で
、
歴
史
に
お
け
る
過
去
と
未
来
と
い
う
問
題
と
、
形
而
上
学
的
な
理

　
　
法
と
そ
の
普
遍
挫
及
び
経
験
的
事
実
と
そ
の
個
照
性
、
そ
う
い
う
普
遍
と
個
別
と
い
う
問
題
が
、
　
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
出
て
い
ま
す
。

　
’
そ
こ
で
、
そ
う
い
う
背
景
か
ら
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
と
い
う
も
の
が
理
性
批
判
の
立
場
と
し
て
出
て
来
た
。
先
生
の
叙
述
に
従
い
ま
す

　
　
と
、
そ
こ
で
は
、
理
性
に
よ
る
綜
合
の
機
能
が
、
単
な
る
認
識
形
式
と
し
て
の
限
り
に
於
い
て
、
そ
の
先
母
性
を
承
認
さ
れ
る
。
そ
の
こ

　
　
と
に
よ
り
、
　
一
方
で
は
、
独
断
論
的
な
形
襟
上
学
の
越
権
が
抑
え
ら
れ
る
。
そ
の
先
験
的
形
式
の
妥
当
を
、
経
験
に
お
い
て
質
料
的
な
も

　
　
の
が
与
え
ら
れ
る
範
囲
に
限
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
の
権
能
が
認
め
ら
れ
る
。
然
も
他
方
で
は
、
そ
の
範
囲
に
お
け
る
先
験
的

　
　
形
式
の
妥
当
性
に
よ
っ
て
、
認
織
の
可
能
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
経
験
主
義
の
陥
る
懐
疑
論
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
先
験
主
義
の
立
場
は
大
体
以
上
の
よ
う
に
言
え
る
と
し
て
、
そ
の
カ
ン
ト
の
螺
髪
主
義
の
立
場
に
含
ま
れ
る
根
本

　
　
的
な
問
題
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
従
来
で
も
よ
く
備
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
カ
ン
ト
の

　
　
理
性
批
判
と
い
う
も
の
自
身
の
立
脚
地
が
、
ど
こ
ま
で
も
や
は
り
理
性
で
あ
り
、
そ
の
理
牲
批
判
は
つ
ま
り
理
性
に
よ
る
理
性
の
自
己
省

　
　
察
と
い
う
立
場
で
あ
っ
て
、
理
性
を
批
判
す
る
そ
の
理
性
の
立
場
自
身
を
も
更
に
批
判
的
に
省
察
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
現
わ
れ

　
　
て
い
な
か
っ
た
。
理
性
撹
判
そ
の
も
の
の
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
批
判
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
可
能
性
を
吟
味
す
る
立
場
と
い

　
　
う
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
立
場
で
は
哲
学
的
に
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
、
そ
の
理
性
批
判
の
不
徹
底
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
よ
く
聞

　
　
題
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
田
辺
先
生
も
似
た
こ
と
を
書
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
不
徹
底
は
、
二
つ
の
面
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
一
つ
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
、
他
は
田
辺
先
生
で
は
循
環
論
と
い
わ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
い
う
の
は
、
書
う
ま
で
も



　
　
な
く
、
先
験
的
弁
証
論
に
お
け
る
二
律
蕎
反
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
は
テ
…
ゼ
と
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
、
例
え
ば
世

　
　
界
に
初
め
が
あ
る
と
い
う
立
雷
と
な
い
と
い
う
反
立
雷
、
徴
界
に
膚
・
田
が
あ
る
と
い
う
立
言
と
自
由
が
な
い
と
い
う
反
立
書
な
ど
、
そ
う

　
　
い
う
よ
う
な
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
、
互
い
に
矛
隠
し
た
帰
結
が
同
様
な
必
然
性
を
も
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
り
ま
す
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
二
律
背
反
か
ら
理
性
を
救
う
た
め
に
、
理
性
の
認
識
に
隈
界
を
設
定
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
そ
の
場
合
、
批
判
す
る
理
性
は
、
批
判
の
主
一
重
れ
は
鑑
賞
先
生
の
雷
葉
で
す
一
と
し
て
、
自
ら
は
批
判
の
対
象
と
な
ら
ず
に
、
批

　
　
判
の
外
に
立
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
理
性
批
判
と
い
う
も
の
は
理
性
全
体
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
と
は

　
　
云
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
身
性
全
体
の
枇
判
は
理
挫
の
内
在
的
批
判
に
止
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

　
　
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
徹
底
的
な
理
性
批
判
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
田
辺
先
生
は
理
と
事
と
い
う
書
葉
を
よ
く
使

　
　
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
曖
妹
な
よ
う
な
書
窓
で
す
が
、
簡
単
に
す
る
の
に
便
利
で
す
か
ら
そ
れ
を
籍
り
る
と
、
徹
底
的
な
理
挫
批
判
は
、

　
　
理
の
枠
を
突
破
し
て
事
の
立
場
に
出
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
理
性
そ
の
も
の
の
全
体
に
向
け
ら
れ
た
理
性
批
判
は
、
理
の
枠
外
へ

　
　
突
破
し
出
た
所
に
お
い
て
、
事
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
要
求
す
る
。
大
体
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
問
題
は
、
理
性
全
体
と
し

　
　
て
の
理
の
立
場
と
事
の
立
場
の
関
係
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
理
と
事
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ

　
　
れ
は
カ
ン
ト
で
は
、
先
験
的
演
繹
論
の
閥
題
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
批
覇
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
を
承
認
し
つ
つ
そ
の
権

　
　
利
根
拠
を
問
う
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
先
験
的
原
理
は
経
験
事
実
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
原
理

　
　
の
妥
当
性
は
却
っ
て
経
験
事
実
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
確
認
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
理
と
事
と
の
間
に
循
環
関
係
と

　
　
い
う
も
の
が
成
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
つ
ま
り
、
さ
き
に
言
っ
た
第
二
の
閥
題
と
し
て
、
循
環
論
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く

　
　
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
カ
ン
ト
は
自
分
の
先
験
的
方
法
を
、
自
然
科
学
に
お
け
る
実
験
的
方
法
に
な
ぞ
ら
え
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
も

　
　
勿
論
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
自
然
科
学
の
実
験
的
方
法
は
、
ヒ
ポ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
理
論
の
設
定
と
そ
れ
の
事
実

　
　
的
な
検
証
と
の
間
の
循
環
形
態
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
方
法
に
カ
ン
ト
は
模
範
を
見
下
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
自
然
科
学
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の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
認
識
の
原
理
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
問
題
と
す
る
哲
学
の
場
含
だ
と
、

　
　
そ
う
い
う
循
環
形
態
と
い
う
形
の
ま
ま
に
止
ま
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
。
そ
こ
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
こ
と
が
、
カ
ン

　
　
ト
の
理
性
批
覇
が
ま
だ
不
徹
底
で
問
題
を
残
し
て
い
る
と
い
っ
た
場
合
の
、
第
二
の
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、

　
　
さ
き
に
言
っ
た
先
験
的
演
繹
論
に
お
け
る
循
環
形
態
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
が
先
験
的
統
覚
と
い
っ
た
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

　
　
あ
り
ま
す
が
、
し
か
も
そ
の
先
験
的
統
覚
と
い
う
立
場
だ
け
で
は
、
循
環
関
係
そ
の
も
の
の
根
拠
－
今
の
場
合
は
そ
れ
の
権
利
根
拠

　
　
一
！
は
問
わ
れ
て
も
い
な
い
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
問
わ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
カ
ン
ト
の

　
　
立
場
の
根
本
に
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
い
う
限
界
は
、
彼
の
思
想
体
系
に
物
自
体
と
い
う
も
の
が
立
て
ら
れ
て
来
た
と
い
う
事
情
の
背
後
に

　
　
も
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
限
界
は
物
自
体
と
い
う
厄
介
な
問
題
が
残
る
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
な
い
か
と
思

　
　
う
の
で
す
。
実
は
、
物
自
体
と
い
う
問
題
を
持
ち
出
す
と
、
田
辺
先
生
が
説
か
れ
て
い
る
仕
方
と
違
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
話
を
簡
単
に

　
　
す
る
た
め
に
申
し
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
こ
こ
に
も
、
カ
ン
ト
の
理
姓
批
判
の
立
場
を
突
破
し
て
、
も
う
一
つ
奥
か
ら
問
い

　
　
が
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
が
現
わ
れ
て
い
る
。
結
局
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
理
の
立
場
と
事
の
立
場
と
い
う
も
の
が
本
当
に

　
　
縛
み
会
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
形
の
閾
題
は
実
践
理

　
　
性
の
次
元
で
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
道
徳
的
な
当
為
と
現
実
と
の
間
の
、
或
は
道
徳
姓
と
幸
福
と
の
問
の
問
題
、
そ
し
て
一
層
根

　
　
本
的
に
は
、
根
源
悪
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
理
と
事
と
の
問
の
乖
離
と
申
し
ま

　
　
す
か
、
理
と
事
と
の
二
つ
の
立
場
が
十
分
に
騰
み
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
問
題
だ
と
い
え
ま
す
。
就
中
根
源
悪
の
問
題
は
、
理
性

　
　
そ
の
も
の
に
纏
わ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
叡
知
的
な
次
元
で
の
悪
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
て
、
理
性
の
含
む
自
己
矛
盾
を
最
も
端
的
に
表
示

　
　
し
て
い
る
も
の
と
雷
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
下
辺
先
生
も
早
く
か
ら
こ
の
根
源
悪
の
闘
題
を
、
最
も
重
要
な
問
題

　
　
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
し
て
最
後
ま
で
問
題
に
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
今
ま
で
簡
単
に
申
し
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
立
場
は
、
当
然
そ
の
後
の
独
逸
観
念
論
の
哲
学
の
展
開
を
呼
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び
起
し
て
、
遂
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
論
理
と
絶
対
的
理
性
と
い
う
よ
う
な
立
場
に
ま
で
至
っ
た
こ
と
は
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
つ
い
て
は
、
　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
と
い
う
先
生
の
主
著
の
一
つ
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
そ
の
後
も

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
絶
え
ず
問
題
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
詳
し
く
立
入
る
必
要
も
な
い
し

暇
も
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
へ
ー
ゲ
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
で
残
さ
れ
て
い
た
、
理
と
事
と
の
噛
み
合
わ
な
い
処
が
、
理
の
立
場
か

ら
徽
底
的
に
う
ず
め
ら
れ
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
重
要
な
こ
と
の
一
つ
は
、
事
の
領

域
に
歴
史
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
的
な
理
性
の
立
場
で
は
学
の
対
象
に
な
り
得
な
か
っ
た
歴
史
が
、
へ
…

ゲ
ル
的
な
理
性
の
立
場
で
は
理
性
の
対
象
に
な
っ
て
来
た
。
理
性
は
、
歴
史
の
中
に
実
現
さ
れ
た
も
の
を
、
歴
史
の
富
嶽
か
ら
、
理
性
自

身
の
内
容
と
し
て
自
覚
的
に
し
た
。
歴
史
の
う
ち
に
、
理
性
の
現
実
化
と
し
て
支
配
す
る
理
法
が
認
識
さ
れ
、
そ
こ
に
い
わ
ば
歴
史
の
、

滑
る
意
味
で
の
合
理
化
が
な
さ
れ
、
理
性
体
系
の
う
ち
に
歴
史
的
な
内
容
と
い
う
も
の
が
含
ま
れ
て
来
た
。
そ
う
い
う
こ
と
に
、
田
辺
先

生
も
重
要
な
意
味
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
そ
の
反
面
、
そ
う
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
理
性
の
立
場
と
い
う
も

の
は
、
例
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
け
る
絶
対
的
岡
鴫
と
い
う
よ
う
な
立
場
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
て
、
理
性
そ
れ
三
身
の
う
ち
に
、
自
ら

ど
こ
ま
で
も
矛
盾
を
展
開
し
且
つ
そ
の
矛
矯
を
徹
底
す
る
力
、
ま
た
同
時
に
そ
の
矛
盾
を
克
服
し
て
行
く
力
と
い
う
も
の
を
持
つ
よ
う
な
、

そ
う
い
う
理
性
、
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
理
性
と
い
う
立
場
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
は
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
よ
り
も
一
層
高
い
次
元
で
理
性
の
自
己
批
判
と
い
う
も
の
が
現
わ
れ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
立
場
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
事
が
理
を
破
り
、
理
を
矛
盾
に
発
し
入
れ
る
と
い
う
縦
糸
の
筋
、
し
か
し

ま
た
理
は
事
と
い
う
も
の
を
貫
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
乙
鳥
を
克
服
し
て
行
く
と
い
う
横
糸
の
筋
、
そ
れ
が
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
事
と
理
と
の
間
の
そ
う
い
う
交
互
媒
介
は
、
次
第
に
高
い
次
元
へ
移
り
ゆ
く
展
驕
を
な
し
て
、
最
後
に
は
絶
対
精
神
と
い
う
よ
う
な
立

場
ま
で
行
き
着
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
田
辺
先
生
の
考
え
で
は
、
　
へ
…
ゲ
ル
に
於
い
て
理
性
が
そ
う
い
う
弁
証
法
的
な
理
性
と
い
う
も
の
に
な
り
な
が
ら
、
然
も
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彼
の
立
場
で
は
、
結
局
、
弁
証
法
論
理
そ
の
も
の
が
真
に
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
い
て
理
性
の
窮
極
の
立
場
が
ω
℃
①
開
巳
象
ご
鐸
（
思
弁
或
は
理
擬
）
の
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

　
　
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
点
は
事
実
よ
く
問
題
に
な
っ
た
事
柄
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
　
ω
唱
の
ド
巳
ゆ
甑
。
づ
　
の
立
場
で
は
、
事
が
そ
の
底

　
　
を
尽
し
て
理
観
に
化
せ
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
か
、
と
に
か
く
そ
こ
に
一
種
の
永
遠
な
完
結
態
と
い
う
よ
う
な
性
格
が
現
わ
れ
て
い
て
、
そ

　
　
こ
で
は
絶
対
的
な
理
性
の
立
場
と
い
う
も
の
も
、
U
賦
寄
節
陣
の
道
を
去
っ
て
再
び
同
一
性
の
論
理
に
還
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ

　
　
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
鼠
岩
捗
節
の
傾
向
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま

　
　
す
。
つ
ま
り
、
神
の
精
神
と
入
間
の
精
神
と
の
合
一
と
い
う
神
秘
主
義
的
な
立
場
が
背
後
に
伏
在
し
て
い
る
、
と
批
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

　
　
あ
り
ま
す
。
へ
…
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
、
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
と
い
う
よ
う
な
、
事
と
理
と
が
交
互
に
透

　
　
徹
し
合
っ
た
立
場
も
、
結
局
、
現
実
的
な
も
の
の
非
合
理
性
、
乃
至
は
超
合
理
性
を
す
っ
か
り
理
性
化
し
た
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
観
念
論

　
　
の
立
場
に
な
っ
て
い
る
。
ω
唱
⑦
犀
乱
鑓
瓜
O
p
の
立
場
は
そ
う
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
キ
ェ
ル

　
　
ケ
ゴ
…
ル
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
な
も
の
の
現
実
性
、
従
っ
て
そ
の
非
合
理
性
乃
至
は
超
合
理
性
に
立
脚
し
な
が
ら
、
逆
説
弁

　
　
証
法
と
い
う
よ
う
な
立
場
に
ま
で
徹
底
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
徹
底
的
に
批
覇
し
た
と
い
う
こ
と
も
出
て
来
た
わ
け
で
あ
り

　
　
ま
す
。
田
辺
先
生
も
、
御
存
知
の
よ
う
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
は
非
常
に
深
い
関
心
を
劉
る
所
で
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
繊
辺

　
　
先
生
の
場
合
に
も
、
理
性
が
理
性
自
身
を
絶
対
性
に
ま
で
突
き
詰
め
た
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
立
場
を
も
う
一
度
突
破
し
た
処
で
、
全
体

　
　
と
し
て
の
理
樵
そ
の
も
の
を
批
判
し
う
る
よ
う
な
立
場
を
開
い
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
勿
論
、

　
　
理
性
の
徹
底
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち
理
牲
が
ど
こ
ま
で
も
そ
の
立
場
を
徹
底
す
る
と
い
う
過
程
を
通
し
て
、
理
性
そ
の
も
の

　
　
が
突
破
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
理
性
の
七
花
八
裂
と
先
生
の
い
わ
れ
た

　
　
こ
と
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
理
性
の
突
破
は
、
理
性
の
立
場
が
七
花
八
裂
に
陥
る
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う

　
　
意
味
で
の
理
性
批
判
が
、
理
性
の
絶
対
批
判
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。



　
　
　
そ
う
い
う
よ
う
な
、
理
性
の
立
場
を
徹
底
的
に
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
来
る
理
性
批
判
、
そ
れ
は
理
性
の
立
場
と
い
う
も
の

　
　
が
根
底
の
と
こ
ろ
で
破
綻
に
陥
る
と
い
う
事
態
を
通
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
が
出
さ
れ
て
来
た
の
は
、
田
辺
先
生

　
　
の
場
合
で
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場
合
と
違
っ
て
、
初
め
か
ら
儒
仰
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
踏
ま
え
て
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
む
し
ろ
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
で
い
え
ば
客
観
的
精
神
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
領
域
か
ら
、
田
辺
哲
学
の
体
系
で
い
え
ば
、
そ
の
重
要

　
　
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
「
種
の
論
理
」
と
い
う
領
域
か
ら
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
種
的
な
基
体

　
　
と
呼
ば
れ
得
る
よ
う
な
も
の
、
具
体
的
に
い
え
ば
罠
族
と
か
国
家
と
か
い
う
よ
う
な
聞
題
で
あ
り
ま
す
。
種
の
論
理
と
い
う
も
の
も
、
先

　
　
生
に
於
い
て
重
要
な
思
想
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
側
面
は
時
間
の
関
係
上
す
っ
か
り
触
れ
な
い
で
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。
そ

　
　
れ
で
、
理
論
の
七
花
八
裂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
つ
ま
り
理
性
の
立
場
の
絶
対
分
裂
は
、
人
間
が
自
己
自
身
と
し
て
徹
底
的
な
窮
地
に
陥

　
　
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
含
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
道
は
、
そ
の
七
花
八
裂
i
l
つ
ま
り
理
性
の
立
場
が
、
理
性
の
立
場

　
　
と
し
て
徹
底
さ
れ
た
処
で
破
れ
去
っ
た
と
い
う
そ
の
状
況
一
1
の
う
ち
へ
自
分
を
投
げ
込
む
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
し

　
　
か
残
さ
れ
た
道
は
な
い
。
自
分
が
自
分
の
立
場
と
し
て
取
り
上
げ
得
る
一
切
の
も
の
、
と
り
わ
け
、
理
性
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
立
場
か
ら

　
　
理
法
的
に
把
え
得
る
一
切
の
も
の
、
つ
ま
り
『
繊
仁
道
と
し
て
の
哲
学
』
で
自
力
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

　
　
す
が
、
そ
れ
が
根
底
か
ら
崩
れ
去
る
時
に
は
、
そ
の
崩
壊
を
自
分
に
進
ん
で
受
け
取
る
、
或
は
そ
の
崩
壊
の
う
ち
に
身
を
投
ず
る
と
い
う

　
　
こ
と
、
そ
れ
が
唯
一
っ
残
さ
れ
た
最
後
の
道
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
先
生
で
は
日
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

　
　
す
。
　
つ
ま
り
徹
底
的
な
自
力
・
自
行
の
放
棄
の
↓
帥
漕
　
自
力
的
・
自
行
的
な
自
己
を
放
棄
す
る
日
讐
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
熾
悔

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
性
の
立
場
を
徹
底
し
て
ゆ
く
極
わ
ま
り
に
理
性
の
立
場
が
破
綻
す
る
時
、
そ
の
底
か
ら
現
わ
れ
て
来
る
も
の
、

　
　
そ
れ
が
や
は
り
一
つ
の
8
簿
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
分
と
い
う
も
の
を
す
っ
か
り
放
棄
す
る
日
量
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ

　
　
け
で
す
。
こ
れ
は
園
辺
哲
学
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
論
理
的
な
、
弁
証
法
的
な
言
葉
で
い
ろ
い
ろ
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ

55

@
し
て
そ
の
よ
う
に
自
分
が
自
分
を
投
げ
入
れ
る
そ
の
破
綻
の
処
、
先
生
が
心
底
の
底
と
い
わ
れ
て
い
る
処
に
於
い
て
、
自
分
が
初
め
て
転

5　
　
　
　
　
　
贈
辺
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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565　
　
換
さ
れ
、
恢
復
せ
し
め
ら
れ
る
。
自
分
が
も
う
一
遍
浮
び
上
が
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
そ
う
な
る
か
は
い
え
な
い
。
自
ら
を
棄
て
る

　
　
こ
と
に
於
い
て
浮
び
上
が
る
と
い
う
事
態
に
、
ど
う
し
て
と
い
う
理
由
づ
け
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
は
た
だ
、
そ
の
8
簿
に
於
い
て

　
　
は
そ
う
だ
と
い
う
外
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
そ
こ
に
決
死
と
か
決
断
と
か
と
書
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

　
　
そ
う
い
う
よ
う
に
決
断
し
て
身
を
投
ず
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
於
い
て
そ
う
な
る
の
だ
、
と
い
う
以
上
に
は
書
え
な
い
。
　
『
骸
和
道
と
し

　
　
て
の
哲
学
』
を
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
不
思
議
に
も
と
か
不
可
思
議
に
も
と
か
い
う
こ
と
が
繰
返
し
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
つ
ま
り
、
理

　
　
性
の
立
場
か
ら
何
故
と
い
う
理
由
を
問
い
得
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
う
い
う
領
域
、
そ

　
　
れ
が
そ
う
だ
か
ら
そ
う
だ
と
し
か
云
え
な
い
よ
う
な
処
で
、
弁
証
法
的
な
転
換
が
純
粋
に
氏
寺
の
上
に
生
起
す
る
。
そ
れ
が
、
繊
悔
道

　
　
と
し
て
の
哲
学
で
絶
対
他
力
と
し
て
の
絶
対
無
の
働
き
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
絶
対
無
の
働
き

　
　
と
い
う
の
は
、
自
己
が
そ
の
絶
対
無
へ
、
無
機
の
底
へ
、
自
ら
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
於
い
て
、
そ
こ
か
ら
却
っ
て
自
ら
を
恢
復
さ
れ
る

　
　
と
い
う
形
で
の
み
信
証
さ
れ
る
。
田
辺
先
生
の
書
葉
で
は
死
復
活
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
死
復
活
を
通
し
て
初
め

　
　
て
信
証
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
理
性
の
立
場
の
破
れ
た
後
の
↓
簿
の
立
場
と
い
う
の
は
、
理
性
的
な
意
味
で
の
把
握
、
知
的
な
把
握

　
　
と
い
う
も
の
を
超
え
た
信
証
の
立
場
な
の
で
、
実
際
に
や
っ
て
み
て
初
め
て
弁
証
せ
ら
れ
得
る
、
つ
ま
り
自
己
の
否
定
的
転
換
の
原
理
と

　
　
し
て
信
証
せ
ら
れ
る
。
絶
対
無
の
働
き
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
、
自
選
へ
の
絶

　
　
対
否
定
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
自
力
の
恢
復
で
あ
る
。
た
だ
し
死
復
活
の
以
前
の
走
力
で
は
な
く
て
、
田
辺
先
生
の
い
わ
ゆ
る
無
調
さ

　
　
れ
た
蔭
力
と
し
て
の
恢
復
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
絶
対
無
の
働
き
は
そ
う
い
う
形
で
儒
証
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
意

　
　
味
で
は
他
力
は
、
そ
の
他
力
に
と
っ
て
他
者
で
あ
る
よ
う
な
我
々
の
自
力
を
媒
介
と
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
絶

　
　
対
無
の
働
き
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
繊
悔
と
い
う
こ
と
も
、
絶
対
他
力
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る

　
　
が
、
し
か
し
そ
の
他
力
の
働
き
は
同
時
に
無
化
さ
れ
た
自
力
の
行
に
も
化
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
養
鯉
他
、
他
即
自
の
絶
対
転
換
が

　
　
戦
野
に
お
い
て
信
証
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
絶
対
転
換
が
絶
対
無
と
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
押
葉
も
書
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
絶
対
無
と
い



　
　
っ
て
も
、
自
邸
他
、
他
即
自
と
い
う
立
場
で
現
わ
れ
て
来
る
よ
う
な
、
言
い
換
え
る
と
自
己
の
死
復
活
と
い
う
こ
と
に
現
わ
れ
て
来
る
よ

　
　
う
な
、
そ
う
い
う
絶
対
転
換
と
い
う
こ
と
を
外
に
し
て
は
絶
対
無
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
繰
返
し
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
う
い
う
点
に
、
　
8
象
の
立
場
と
い
う
性
格
が
非
常
に
は
っ
き
り
と
強
く
出
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
他
力
の
働
き
で
あ
り

　
　
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
が
、
自
製
他
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
力
の
行
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
そ
の
場
合
の
自
力
は
、
他
即
自
に
於
け

　
　
る
自
力
で
す
か
ら
、
無
化
さ
れ
た
自
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
即
自
、
自
即
他
と
い
う
と
こ
ろ
が
日
簿
と
い
う
性
絡
で
あ
り
、

　
　
…
繊
梅
と
い
う
行
が
そ
う
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
所
、
死
復
活
と
い
う
所
に
、
自
己
が

　
　
本
当
に
立
つ
と
い
う
自
立
性
、
ま
た
真
の
自
覚
と
い
う
も
の
も
成
り
立
つ
と
い
う
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。
真
の
自
覚
と
い
う
の
は
、
絶
対

　
　
無
即
慈
悲
と
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
慈
悲
と
い
う
の
は
、
客
分
が
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
絶
対
無
と
い
う
も
の
に

　
　
死
し
て
生
き
る
、
つ
ま
り
絶
対
無
の
働
き
に
よ
っ
て
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
に
は
場
合
に
よ
っ
て
絶
対
無
即
愛
と
い
う
よ

　
　
う
に
も
云
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
絶
対
墨
銀
慈
悲
と
い
う
も
の
の
信
証
が
真
の
自
覚
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ

　
　
ま
で
も
、
今
い
っ
た
よ
う
な
他
即
自
、
惣
髪
他
と
い
う
絶
対
転
換
に
成
立
す
る
行
と
い
う
こ
と
で
す
。
死
復
活
に
お
け
る
、
絶
対
無
の
働

　
　
き
に
催
さ
れ
た
行
が
、
自
覚
の
性
格
を
含
む
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
弁
証
法
と
そ
れ
に
於
け
る
転
換
が
ど
こ
ま
で
も
徹
底
さ

　
　
れ
て
行
く
と
い
う
過
程
を
貫
く
い
わ
ば
活
機
と
し
て
、
　
↓
無
と
い
う
も
の
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
思
い
ま
す
。
そ
の
窮
極
の
と
こ

　
　
ろ
で
、
転
換
が
絶
対
転
換
と
い
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
い
て
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
弁
証
法
の
徹

　
　
底
、
然
も
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
自
身
の
立
場
で
弁
証
法
的
に
遂
行
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
の
帰
結
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が

　
　
つ
ま
り
行
の
立
場
を
貫
く
と
い
う
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
、
と
思
え
る
の
で
な
い
か
。
そ
の
行
は
、
い
わ
ば
弁
証
法
の
弁
証
法
と
い
う
形

　
　
で
弁
証
法
を
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
弁
証
法
を
途
中
で
岡
一
姓
の
立
場
へ
据
え
て
し
ま
わ
な
い
。
そ
し
て
そ
う

　
　
い
う
徹
底
に
よ
っ
て
、
今
い
っ
た
よ
う
な
他
力
即
自
力
と
い
う
立
場
も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
他
即
自
、
自
即
他
と
い
う
よ
う
な
絶
対
転
換

57

@
と
、
そ
こ
に
お
け
る
自
力
．
他
力
の
聞
の
交
互
媒
介
と
い
う
立
場
も
出
て
く
る
。
交
互
媒
介
と
申
し
ま
す
の
は
、
量
口
う
ま
で
も
な
く
、
自

5　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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六

力
が
本
当
に
自
力
と
し
て
成
立
し
得
る
に
は
、
ひ
と
た
び
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
な
が
ら
復
活
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
他
方
、
絶
対
他
力
と
い
う
こ
と
も
、
自
力
と
い
う
も
の
に
即
し
、
自
力
を
貫
い
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
と
同
時
に
生
か
す
と
い
う
形

で
し
か
、
つ
ま
り
慈
悲
と
か
愛
と
か
と
い
う
形
で
し
か
、
真
に
絶
対
的
な
他
力
と
し
て
現
成
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
絶
対
無
と
い

う
こ
と
が
本
当
に
絶
対
無
と
し
て
現
成
し
て
来
る
の
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
交
互
媒
介
と
い
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
自
力
・
他
力
の
交
互
媒
介
、
或
は
絶
対
転
換
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
構
造
を
包
ん
だ
も
の
と
し
て
、
そ
う
い

う
突
き
詰
め
ら
れ
た
形
に
於
い
て
、
行
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
て
い
る
。
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
，
．
．

　
弁
証
法
が
、
弁
証
法
的
に
突
き
誌
め
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
無
と
有
限
存
在
と
し
て
の
詳
解
と
の
聞
の
否
定

転
換
、
つ
ま
り
否
定
即
肯
定
、
否
定
を
通
し
て
の
肯
定
と
い
う
こ
と
で
、
弁
証
法
と
い
う
も
の
が
、
同
一
性
と
い
う
地
盤
を
残
さ
な
い
と

い
う
、
そ
こ
が
絶
対
無
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
絶
対
無
が
し
か
も
、
自
力
と
互
に
媒
介
さ
れ
る
。
自
力
の
自
己
の
復
活
と
い
う
形

で
絶
対
無
が
現
放
し
て
来
る
。
弁
証
法
が
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
行
の
立
場
と
い
う
も
の
が
、
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
理
由
を
問
う
と
か
挙
げ
る
と
か
い
う
よ
う
な
次
禿
を
突
き
抜
け
た

所
、
理
性
の
立
場
と
い
う
も
の
を
突
破
し
た
所
で
、
単
に
た
だ
居
り
と
い
う
だ
け
の
も
の
と
し
て
出
て
い
る
。
た
だ
信
証
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
出
て
い
る
。
死
復
活
と
い
う
の
は
、
た
だ
早
り
と
い
う
だ
け
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
死
復
活
と
い
う
絶
対
転

換
に
於
け
る
そ
の
書
証
に
、
真
の
自
己
の
自
覚
が
あ
り
、
ま
た
真
の
自
覚
的
な
闇
黒
存
在
、
真
の
実
存
が
あ
る
。
薩
己
は
、
自
己
自
身
が

転
ぜ
ら
れ
て
転
ず
る
転
換
の
軸
を
な
す
行
と
し
て
復
詩
的
に
自
立
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
実
存
は
自
覚
と
別
で
は
な
い
。
そ
の
行
は
つ
ね

に
行
信
証
で
あ
る
。
行
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
形
で
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
弁
証
法
が
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
た
と
い
う

立
場
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
場
合
に
は
、
時
に
は
自
分
の
存
在
、
自
分
の
蒋
が
絶
対
等
に
否
定
的
に
媒
介
さ
れ
て
「
空
界
」

と
し
て
恢
復
さ
れ
て
く
る
と
も
言
わ
れ
、
そ
の
空
前
は
絶
対
無
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
始
終
雷
わ
れ
て
、
　
「
象
徴
」
と
い

う
概
念
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
概
念
は
、
例
え
ば
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
と
い
う
、
数
学
基
礎
論
を
問
題



　
と
し
た
よ
う
な
本
の
な
か
に
も
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
マ
ラ
ル
メ
の
よ
う
な
芸
術
家
を
取
り
扱
っ
た
も
の
の
な
か
に
も
始
終
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　
数
学
に
関
し
て
も
詩
に
関
し
て
も
、
等
し
く
象
徴
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
く
る
そ
の
源
は
、
今
い
っ
た
よ
う
な
処
に
あ
る
わ
け
で

　
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
弁
証
法
が
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
る
と
か
、
行
と
い
う
立
場
を
突
き
つ
め
る
と
か
、
端
的
な
「
事
」
そ
の
も
の
と
い

　
う
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
今
、
　
「
事
」
そ
の
も
の
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
田
辺
先
生
は
そ
こ
に
哲
学
の
立
場
と
い
う
も
の
を
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

　
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
そ
の
場
合
、
哲
学
と
い
っ
て
も
、
先
生
も
書
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
繊
海
に
つ
い
て
語
る
よ
う
な
骸
悔
の
哲
学
で

　
は
な
く
て
、
哲
学
そ
の
も
の
の
各
面
、
理
性
の
立
場
で
ず
っ
と
や
っ
て
来
た
哲
学
そ
の
も
の
の
繊
悔
と
も
い
う
べ
き
、
繊
野
道
と
し
て
の

　
哲
学
で
あ
り
ま
す
。
臓
若
道
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
の
は
、
雪
丸
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
ま
で
も
行
8
象
と
し
て
遂
行
さ
る
べ
き
道
だ
と

　
　
い
う
の
で
す
。
繊
悔
道
と
い
う
意
味
は
、
さ
っ
き
雷
い
ま
し
た
よ
う
に
、
理
性
の
絶
対
批
判
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
理
性
の
立
場
を
突
破

　
　
し
、
そ
の
突
破
し
た
と
こ
ろ
が
ら
死
復
活
と
い
う
形
で
成
立
し
て
来
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
哲
学
の
立
場
、
従
来
の
意
味
で
の
哲
学
と
い

　
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
の
立
場
、
そ
れ
を
骸
悔
道
と
い
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
本
当
に
遂
行
す
る
行
の
立

　
　
場
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
そ
れ
で
、
繊
悔
道
と
し
て
の
哲
学
は
、
理
性
の
絶
対
批
判
と
し
て
の
メ
タ
ノ
エ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
メ
タ
ノ
エ
テ
ィ
ー

　
　
ク
と
い
う
の
は
、
心
癖
の
立
場
を
超
過
し
た
ノ
エ
テ
ィ
ー
ク
、
理
性
の
立
場
を
通
し
て
そ
れ
を
超
え
出
た
超
理
姓
の
立
場
と
い
う
わ
け
で

　
　
す
が
、
そ
の
意
味
で
は
超
理
性
的
理
性
の
立
場
と
も
言
え
ま
す
。
超
理
性
的
理
性
と
い
う
の
は
妙
な
書
癖
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま

　
　
り
、
へ
…
ゲ
ル
が
理
性
と
い
う
立
場
で
求
め
た
よ
う
な
「
絶
対
知
」
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
真
の
意
味
で
は
、
真
の
絶
対
知
と
し
て
は
、

　
　
却
っ
て
理
性
の
絶
対
批
判
を
通
し
て
理
性
の
立
場
を
突
破
し
た
よ
う
な
立
場
に
於
い
て
本
当
に
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で

　
　
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
知
と
い
う
性
格
が
問
題
だ
と
思
い
ま
す
が
、
さ
き
に
は
、
絶
対
無
の
働
き
と
し
て
、
死
復
活
と
い
う
形
で
成

　
　
聴
し
て
く
る
も
の
、
そ
れ
が
真
の
自
覚
だ
と
申
し
ま
し
た
。
先
生
は
そ
の
場
合
に
実
存
と
い
う
藻
貝
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
実
存
的

鵬　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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60
5
　
な
自
覚
、
死
復
活
的
に
成
立
し
て
く
る
実
存
自
覚
と
も
雷
え
ま
す
。
そ
れ
は
行
↓
馨
の
な
か
で
の
自
覚
、
行
と
一
つ
に
働
き
つ
つ

　
　
8
讐
と
し
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
自
覚
で
、
そ
れ
は
い
わ
ば
自
己
な
き
自
己
の
自
覚
で
あ
り
ま
す
。
自
己
と
い
う
も
の
が
絶
対
無
か

　
　
ら
否
定
さ
れ
無
化
さ
れ
た
上
で
復
活
し
て
く
る
、
そ
う
い
う
自
己
の
実
存
の
立
場
、
つ
ま
り
絶
対
無
に
裏
づ
け
ら
れ
た
自
覚
の
立
場
と
い

　
　
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
実
存
的
な
自
覚
の
立
場
が
同
時
に
真
の
絶
対
知
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
さ
っ
き
も
申
し

　
　
ま
し
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
括
し
う
る
よ
う
な
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
統
一
し
う
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
地
盤
、
そ
う
い
う

　
　
地
平
が
開
か
れ
て
い
る
。
死
復
活
に
於
い
て
成
立
す
る
実
存
が
絶
対
無
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
裏
づ
け
ら
れ
た
と
い
っ
て

　
　
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
む
し
ろ
絶
対
転
換
と
い
う
こ
と
で
、
行
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
裏
づ
け
ら
れ
た
と
い

　
　
う
言
葉
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
田
辺
先
生
も
表
裏
と
い
う
雷
葉
を
よ
く
使
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
言
葉
に

　
　
問
題
が
あ
る
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
と
に
か
く
、
絶
対
無
に
裏
づ
け
ら
れ
た
と
書
わ
託
る
こ
ろ
に
…
一
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
統
一
し

　
　
う
る
地
平
が
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
地
平
が
自
己
の
行
に
於
い
て
、
無
化
さ
れ
た
自
己
の
自
覚
の
立
場
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
り
ま
す
。
無
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
云
え
ば
そ
の
自
己
は
、
自
ら
の
膚
限
性
の
底
を
突
い
た
自
己
で
あ
り
ま
す
。
自
ら
の
有
限
的
な

　
存
在
を
そ
の
有
限
性
の
根
底
か
ら
明
ら
め
ら
れ
た
自
己
、
つ
ま
り
徹
底
的
に
有
限
で
あ
る
そ
の
ま
ま
の
自
己
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
の
意
味
で
は
、
理
性
と
い
う
立
場
を
も
出
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
問
題
に
し
た
よ
う
な
、
現

　
　
に
あ
る
ま
ま
の
本
当
の
　
（
≦
膣
鉱
器
プ
な
）
自
己
、
真
の
現
実
在
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
ま
す
。
熾
梅
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
自
己

　
　
が
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
そ
う
い
う
有
限
性
の
徹
底
と
い
う
あ
り
方
に
入
る
と
い
う
一
面
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、

　
そ
の
有
限
性
の
徹
底
と
い
う
あ
り
方
が
、
同
時
に
絶
対
無
の
象
徴
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
性
絡
を
も
っ
て
く
る
こ
と
も
出
て
来
る
わ
け
で
あ

　
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
、
真
の
絶
対
知
と
い
う
立
場
も
開
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り

　
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
い
う
立
場
が
麗
か
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
哲
学
に
新
し
い
立
脚
地
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り

　
ま
す
。
従
来
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
」
と
い
う
立
場
が
破
れ
た
、
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
初
め
て
、
も
は
や
破



　
　
れ
な
い
基
礎
、
本
当
の
基
礎
を
も
っ
た
哲
学
の
立
場
が
可
能
に
な
る
。
理
性
の
立
場
で
は
、
た
と
え
絶
対
性
に
高
め
ら
れ
た
理
性
の
立
場

　
　
で
あ
っ
て
も
、
破
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ど
う
し
て
も
破
れ
な
い
立
場
、
外
か
ら
ど
う
も
で
き
な
い
、
こ
れ
は
こ
れ
だ
と
い
う
外
な
い
立

　
　
場
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
の
立
場
の
枠
を
も
破
っ
た
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
真
接
に
信
証
す
る
以
外
に
な
い

　
　
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
括
し
統
一
す
る
立
場
で
あ
る
。
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
絶

　
　
対
無
の
働
き
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
た
死
復
活
と
い
う
こ
と
で
、
自
己
の
有
学
性
に
徹
底
し
た
実
存
的
な
自
覚
の
成
り
立
つ
場
で
あ
り
な
が

　
　
ら
、
そ
こ
に
、
絶
対
無
に
働
か
れ
て
の
死
復
活
と
い
う
そ
の
行
に
お
い
て
、
真
の
絶
対
知
の
立
場
が
開
か
れ
る
。
つ
ま
り
餓
梅
道
と
い
う

　
　
形
で
、
哲
学
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
で
は
な
い
よ
う
な
哲
学
の
新
し
い
立
脚
地
が
開
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
動
か
す
こ
と
の
で
き
な

　
　
い
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
た
だ
死
復
活
に
お
い
て
信
証
す
る
以
外
に
は
自
覚
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
同
時
に
哲
学

　
　
の
立
場
で
あ
る
。
哲
学
す
る
理
性
と
い
う
も
の
の
絶
対
批
判
を
透
過
し
た
、
新
し
い
哲
学
の
立
場
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
理
を
越
え
て
「
事
」

　
　
に
徹
底
し
た
よ
う
な
立
場
に
還
る
と
い
う
仕
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
「
理
」
を
超
越
的
に
包
括
し
統
一
す
る
よ
う
な
哲
学
の
立
場
が
、
絶
対
無

　
　
の
働
き
か
ら
開
か
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
も
書
え
ま
す
。
メ
タ
ノ
エ
テ
ィ
…
ク
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
理
由
が
あ
る
か
と
思
う
の
で

　
　
あ
り
ま
す
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
立
場
が
開
か
れ
て
く
る
ま
で
の
経
緯
を
突
破
的
に
一
貫
す
る
行
8
舞
’
そ
れ
は
熾
濁
流
ζ
o
＄
8
①
臨
画
に
お
い

　
　
て
は
不
断
に
反
復
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
先
生
の
強
調
点
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
反
復
と
い
う
概
念
は
、
い
う
ま
で
も

　
　
な
く
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
瞬
間
と
い
う
問
題
と
関
連
さ
せ
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
た
本
当
の
瞬

　
　
間
と
は
時
の
う
ち
に
現
わ
れ
た
永
遠
性
の
原
子
で
あ
る
と
悔
い
、
そ
う
い
う
瞬
間
に
お
い
て
、
時
が
永
遠
へ
、
ま
た
永
遠
が
時
へ
媒
介
さ

　
　
れ
る
場
が
開
け
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
讐
え
て
い
え
ば
、
一
歩
一
歩
前
進
し
な
が
ら
然
も
岡
三
に
同
じ
所
に
足
踏
み
し

　
　
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
地
球
の
上
を
廻
っ
て
い
く
ら
歩
い
て
も
、
何
時
も
同
じ
地
球
の
中
心
を
踏
ん
で
い
る
。

　
　
或
は
地
球
の
中
心
で
い
け
な
け
れ
ば
、
中
心
を
天
上
に
置
い
て
半
径
を
無
限
大
と
考
え
た
ら
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
尤
も
そ
れ
だ
と
、

615　
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5
　
歩
い
て
い
る
人
間
は
逆
立
ち
し
て
歩
い
て
い
る
恰
好
に
な
り
ま
す
が
…
…
、
と
に
か
く
、
永
遠
が
時
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
、
時
と
永
遠
と

　
　
が
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
真
の
瞬
間
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
媒
介
関
係
の
軸
の
上
に
成
立
す
る
人
間
存
在
、
或
は
そ
う
い
う

　
　
実
存
が
、
真
に
自
ら
を
反
復
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
時
の
う
ち
に
転
化
し
な
が
ら
然
も
永
遠
に
移
り
変
ら
ぬ
地
盤
を
踏

　
　
み
し
め
て
歩
い
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
。
大
体
そ
う
い
う
意
味
か
と
思
い
ま
す
。
時
か
ら
永
遠
へ
、
永
遠
か
ら
時
へ
と
い
う
媒
介
の
関
係
、

　
　
そ
れ
は
実
は
否
定
を
通
し
て
の
媒
介
と
い
う
こ
と
で
弁
証
法
的
な
関
係
で
あ
り
ま
す
が
、
田
辺
先
生
は
そ
れ
を
仏
教
用
語
で
あ
る
還
相
と

　
　
往
相
と
い
う
君
葉
を
使
っ
て
も
考
え
て
居
ら
れ
ま
す
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
或
る
所
で
は
、
有
限
か
ら
無
限
へ
、
更
に
無
言
か
ら
有
限
へ

　
　
と
い
う
二
重
の
運
動
だ
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、
少
く
と
も
形
は
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
還
相
と
い
う
の
は
、
簡
単

　
　
に
い
う
と
自
己
が
絶
対
の
他
力
か
ら
、
つ
ま
り
、
今
の
場
合
で
は
絶
餐
無
の
働
き
か
ら
、
生
か
さ
れ
て
生
き
る
と
い
う
方
面
で
あ
り
ま
す
。

　
　
さ
っ
き
は
窒
有
、
絶
対
無
の
象
徴
と
し
て
の
空
鳴
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
薦
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
無
の
働
き
か
ら
生
か
さ

　
　
れ
た
と
い
う
死
復
活
に
お
い
て
、
此
処
に
こ
う
し
て
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
が
還
相
と
し
て
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
往
相
と
い
う
の
は
、
こ
の

　
　
よ
う
に
し
て
現
実
に
あ
り
、
有
隈
な
自
己
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
同
じ
死
復
活
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま

　
　
直
ち
に
絶
対
他
力
へ
の
霧
笛
で
あ
る
。
他
力
へ
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
他
力
の
働
き
に
生
か
さ
れ
、
絶
対
性
の
象
徴
と
な
っ
て
他
力
か
ら
現

　
　
寒
し
現
在
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
同
時
に
裏
か
ら
い
う
と
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
他
カ
へ
帰
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
に
一
種
の
力
動
的
な
円
環
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
円
環
の
形
は
霞
力
と
他
力
、
有
と
無
と
の
間
の
力
動
的
な
関
連
で
あ
り
ま
す

　
　
が
、
そ
こ
で
は
、
有
は
空
有
と
し
て
、
絶
対
無
の
働
き
か
ら
そ
の
象
徴
に
化
さ
れ
て
有
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
生
き
且
つ
存
在
し
て
い

　
　
る
。
し
か
し
そ
れ
が
生
き
且
つ
存
在
す
る
発
展
そ
の
ま
ま
が
、
実
は
絶
対
無
へ
帰
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
の
こ
と
だ
と
い
う
意
味
だ
と
思

　
　
い
ま
す
。
そ
の
両
方
向
が
一
つ
の
こ
と
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
行
8
讐
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
そ
の
円
環
が
行
で
あ
り
、
死
復
活
で

　
　
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
絶
え
ず
往
還
と
い
う
形
で
転
換
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
行
は
不
断
の
麟
転
の
う
ち
に
成
り
立

　
　
つ
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
豊
根
即
還
相
、
還
網
即
往
稠
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い
う
円
環
が
、
重
層
的
に
積
み
重
な
っ
て



　
　
行
く
運
動
が
成
り
立
つ
の
で
、
そ
れ
が
反
復
と
い
う
も
の
の
姿
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
重
層
的
な
往
還
二
重
の
運
動
は
一

　
　
つ
の
渦
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
渦
巻
の
中
心
で
あ
る
と
こ
ろ
、
渦
巻
の
一
番
深
い
底
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ば
底
の
な
い
底
で
あ

　
　
り
ま
す
が
、
そ
の
無
底
の
底
が
絶
対
無
で
あ
り
、
渦
巻
は
そ
の
中
心
で
あ
る
無
底
の
底
へ
帰
坐
し
て
行
く
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
岡

　
　
じ
運
動
は
同
時
に
、
そ
の
中
心
か
ら
次
第
に
大
き
く
新
し
い
円
環
運
動
が
展
開
し
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
運
動
で
も
あ
る
。
ず
っ
と

　
　
渦
巻
の
下
の
方
へ
、
中
心
へ
入
っ
て
行
く
運
動
と
、
中
心
か
ら
絶
え
ず
新
し
い
円
環
が
展
開
し
て
来
る
運
動
と
は
、
同
一
の
運
動
で
あ
る
。

　
　
行
↓
纂
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
渦
動
の
形
を
と
っ
た
円
環
運
動
を
貫
く
軸
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
往
桐

　
　
即
還
相
、
還
枳
即
製
栢
と
い
う
よ
う
な
、
梢
逆
の
二
方
向
を
持
つ
そ
の
運
動
を
ず
っ
と
一
貫
す
る
純
粋
活
動
で
あ
り
ま
す
。
純
動
と
い
う

　
　
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
純
動
と
い
う
も
の
が
、
「
讐
の
性
絡
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
で
の
渦
動
と
い
う
も
の
は
、
前
に
償
っ
た
よ
う
に
、
弁
証
法
が
弁
証
法
的
に
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
運
動
と
い
う
こ
と
で

　
　
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
渦
動
の
全
体
を
貫
く
純
動
、
そ
れ
は
本
当
に
は
8
讐
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
考
え
か
と
思
い
ま
す
。
8
讐
と
い

　
　
う
も
の
と
弁
証
法
と
い
う
も
の
と
の
関
係
は
、
大
体
に
お
い
て
今
ま
で
蓄
っ
て
来
た
よ
う
な
形
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
少
く
と
も
考
え
方
の
一
般
的
な
形
と
し
て
は
、
田
辺
先
生
で
は
実
は
非
常
に
早
く
か
ら
出
て
い
る
の
で
な
い
か

　
　
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
『
カ
ン
ト
の
目
的
論
』
、
　
こ
れ
は
御
存
知
の
よ
う
に
、
先
生
自
身
の
独
自
な
思
想
が
体
系
的
な
形
を
な
し
て

　
　
出
て
来
た
一
番
初
め
の
著
作
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
三
つ
の
合
目
的
性
、
つ
ま
り
自
然
の
形
式
的
合
目
的
性
、

　
　
そ
れ
か
ら
実
質
的
合
目
的
性
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
有
機
体
に
お
け
る
合
目
的
性
、
更
に
は
文
化
と
か
歴
史
と
か
と
い
う
よ
う
な
も
の

　
　
に
お
け
る
合
目
的
性
、
こ
れ
は
田
辺
先
生
で
は
自
覚
的
合
目
的
性
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

　
　
そ
こ
で
の
根
本
の
立
場
と
い
う
こ
と
か
ら
云
う
と
、
や
は
り
カ
ン
ト
の
三
批
判
の
全
体
を
問
題
に
し
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

　
　
そ
こ
で
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
と
い
う
も
の
が
大
ぎ
な
問
題
に
な
る
。
道
徳
法
が
我
々
に
と
っ
て
当
為
と
な
る
と
闘
い
う
る
た
め
に

63

@
は
、
先
験
的
自
由
が
何
ら
か
の
程
度
に
於
い
て
現
実
的
に
な
っ
て
、
実
践
的
自
由
と
一
致
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

5　
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し
て
居
ら
れ
ま
す
。
乃
至
は
、
当
為
と
い
う
も
の
は
極
微
の
現
実
或
は
微
分
的
（
陣
⇔
｛
一
心
一
樹
O
ω
同
ヨ
鈴
一
）
な
現
実
と
い
う
も
の
を
含
ま
な
け
れ

　
　
ば
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
書
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
要
す
る
に
こ
れ
に
は
先
に
い
っ
た
理
と
事
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
　
カ
ン
ト
は
第
一
批
判
で
は
認
識
の
対
象
界
と
し
て
成
立
し
て
来
る
現
象
の
世
界
に
お
け
る
、
つ
ま
り
我
々
が
生
き
て
い
る
自
然
界
に
お
け

　
　
る
、
対
象
認
識
の
先
験
的
可
能
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
基
礎
の
上
に
、
第
三
批
判
に
お
け
る
商
的
論
の

　
　
立
場
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
更
に
そ
の
上
に
第
二
批
判
で
取
扱
わ
れ
た
道
徳
の
世
界
が
考
え
ら
れ
た
と
云
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
そ
の
場
合
に
、
カ
ン
ト
は
先
験
的
自
由
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
第
一
批
判
の
う
ち
で
、
現
象
界
を
超
越
し
た
世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
自
由
の
存
在
は
、
我
々
人
馬
の
理
論
理
性
に
よ
っ
て
は
確
認
さ
れ
得
な
い
が
、
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
い
う
証
明
も
出

　
　
来
な
い
の
で
、
少
く
と
も
自
由
と
い
う
も
の
の
可
能
性
は
否
定
出
来
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
自
由
の
領
域
が
現
象
界
を
超
え
て
、
そ
の

　
　
世
界
の
い
わ
ば
も
う
一
つ
裏
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る
。
感
性
的
世
界
全
体
を
包
む
、
と
い
っ
て
は
語
弊
が
あ

　
　
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
世
界
の
も
う
一
つ
奥
に
開
け
て
い
る
よ
う
な
触
感
性
的
な
次
元
に
お
い
て
、
自
由
と
い
う
も
の
が
成
り
立

　
　
ち
得
る
と
い
う
こ
と
は
襲
え
る
。
し
か
し
、
自
由
は
、
た
と
え
そ
う
い
う
先
験
的
自
由
と
い
う
形
で
理
論
的
認
識
の
対
象
に
は
な
り
得
な

　
　
い
と
し
て
も
、
実
践
的
自
由
と
い
う
形
で
は
現
実
と
な
り
、
ま
た
実
践
的
認
識
の
う
ち
に
確
認
さ
れ
て
く
る
。
実
践
的
自
由
と
い
う
の
は
、

　
　
我
々
の
道
徳
的
行
為
と
い
う
も
の
を
通
し
て
実
際
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
形
で
の
自
由
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
先

　
　
生
の
お
考
え
で
は
、
そ
の
実
践
的
自
由
と
い
う
の
も
な
お
、
実
践
的
に
自
由
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
当
為
に
止
ま
っ
て
、
現
実
の
事
実
で

　
　
は
な
い
。
そ
の
当
為
が
実
現
さ
れ
得
る
の
に
は
、
そ
れ
を
実
現
し
得
る
よ
う
な
力
を
も
っ
た
自
由
が
、
我
々
に
事
実
上
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
と
い
う
こ
と
は
、
先
験
的
自
由
と
い
う
も
の
が
、
実
践
的
自
由
の
実
現
に
お
い
て
微
分
的
に
現
実
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
行
為

　
　
に
お
け
る
自
由
の
現
実
の
う
ち
に
、
先
験
的
自
由
が
実
践
的
自
由
と
一
致
す
る
よ
う
な
形
で
現
実
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
当
為
と
か
道
徳
法
則
と
か
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
得
る
た
め
に
は
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
カ
ン

　
　
ト
で
は
そ
の
先
験
的
臨
由
と
い
う
の
は
、
い
ま
書
い
ま
し
た
よ
う
に
、
世
界
全
体
を
包
ん
で
も
う
一
つ
奥
に
開
か
れ
て
い
る
、
善
感
性
的



　
　
な
次
元
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
理
論
理
性
の
立
場
を
押
し
進
め
た
方
向
で
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
実
践
的
自
由
と
い
う
の
は
、

　
　
感
牲
的
世
界
の
存
在
者
で
あ
る
我
々
の
行
為
の
う
ち
に
、
そ
う
い
う
超
感
性
的
な
次
元
に
属
す
る
よ
う
な
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
ヌ
ゥ
メ

　
　
ノ
ン
の
世
界
の
事
柄
で
あ
る
よ
う
な
自
由
が
、
経
験
的
な
次
禿
へ
実
現
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
ら
二
つ
の
膚
由
は
、

　
　
一
般
的
に
理
の
立
場
と
事
の
立
場
と
し
て
区
溺
さ
れ
得
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
先
生
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
道
徳
的
行
為
と
い
う
事
の

　
　
立
場
が
、
そ
の
背
後
に
、
隠
れ
た
超
越
的
な
理
の
立
場
を
踏
ま
え
て
の
み
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
を
一
歩
押
し
進
め
、
そ
れ
を

　
　
更
に
謙
え
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
得
る
の
に
は
、
超
越
的
な
自
由
と
い
う
理
の
立
場
そ
の
も
の
が
「
事
」
と
し
て
、
当
為
と

　
　
い
う
事
の
立
場
の
「
理
」
の
う
ち
に
、
極
微
細
に
現
実
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
現
実
の
行
為
に
お
い
て
そ
の
両

　
　
方
が
一
致
し
て
一
つ
の
現
実
と
な
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
そ
の
立
場
を
自
覚
的
合
目
的
性
と
い
わ
れ
、
文
化
・

　
　
歴
史
・
宗
教
・
道
徳
を
貫
く
原
理
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
簡
単
な
書
い
方
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
思
想
梅
成
の
形
か

　
　
ら
申
し
ま
す
と
、
さ
っ
き
繋
っ
た
よ
う
な
、
絶
対
無
に
裏
付
け
ら
れ
た
8
纂
の
立
場
、
自
分
の
働
き
の
事
実
が
絶
対
無
の
象
徴
で
あ
る

　
　
と
い
う
立
場
、
そ
し
て
そ
れ
が
重
層
的
な
円
環
を
な
し
て
反
復
さ
れ
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
立
場
と
、
構
造
が
ど
こ
か
似
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
が
晃
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
構
造
の
な
か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
蘭
学
の
問
題
が
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
、
先
生
の
哲
学
的
晃

　
　
方
の
根
本
を
初
め
か
ら
支
配
し
て
い
た
性
格
が
窺
え
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
例
え
ば
田
辺
先
生
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
絶
え
ず
問
題
に
し
て
、
そ
の
思
想
と
対
決
す
る
こ
と
を
最
後
ま
で
続
け
て
お
ら
れ
た
わ

　
　
け
で
す
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
有
と
時
』
に
お
け
る
ω
③
冒
讐
ヨ
↓
o
恥
Φ
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
さ
れ
て
、
そ
れ
は
ま
だ
本
当
に
弁
証

　
　
法
の
徹
底
と
い
う
立
場
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
形
で
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
辺
先
生
か
ら
す
る
と
、
ω
①
ぎ
讐
誉
↓
o
山
①
と
い
う
の

　
　
は
有
自
身
が
ど
こ
ま
で
も
死
に
徹
底
し
有
と
し
て
の
自
ら
が
破
れ
、
そ
し
て
自
ら
が
滅
び
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
死
復
活
さ
れ
て
く
る
と

　
　
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
立
場
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
　
ご
蓄
で
い
う
と
、
弁
証
法
的
で
は
な
く
て
解
釈
学
的
な
立
場
で
あ
る
と
い
う
批
判

　
　
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
死
へ
の
有
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
無
乞
孤
塁
。
。
と
か
空
無
性
Z
撃
手
お
犀
①
匿
と
か

珊　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
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い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
、
ω
①
ヨ
の
新
し
い
意
味
づ
け
が
現
わ
れ
る
と
共
に
、
Z
器
プ
3
と
い
う
も

　
　
の
も
新
し
い
角
度
か
ら
視
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
と
に
か
く
無
と
い
う
も
の
が
絶
え
ず
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
平
な

　
　
問
題
や
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
U
霧
①
冒
、
つ
ま
り
人
間
存
在
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
先
生
の
立
場
は
非
常
に
違
っ
て
い
て
、
そ
こ

　
　
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
批
判
と
い
う
も
の
が
趨
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
、
絶
対
無
に
褻
付
け
ら
れ
た
8
象
と
い
う

　
　
先
生
の
立
場
と
問
題
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ば
か
り
で
は
な
し
に
、
例
え
ば
ニ
イ
チ
ェ
と
か
キ

　
　
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
な
ど
で
も
、
或
は
マ
ル
ク
ス
で
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
襲
撃
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
さ

　
　
つ
き
書
つ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
さ
っ
き
先
生
に
お
け
る
死
の
弁
証
法
の
こ
と
を
言
う
時
に
話
す
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
す

　
　
が
、
そ
こ
で
は
田
辺
先
生
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
、
特
に
後
期
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
を
重
要
視
さ
れ
、
そ
れ

　
　
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
論
理
の
立
場
と
対
比
せ
し
め
な
が
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
立
場
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
更
に
ま
た
、
ア
ウ

　
　
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
に
論
及
し
て
、
そ
の
批
判
を
行
な
っ
て
も
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
の
う
ち
に
現
わ
れ
た
い

　
　
ろ
い
ろ
な
問
題
、
い
ろ
い
ろ
な
思
想
が
、
先
生
の
思
索
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
問
か
ら
非
常
に
独
創
的
な
立
場
に
到
達
さ
れ

　
　
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
問
題
は
哲
学
者
ば
か
り
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
宗
教
家
や
芸

　
　
術
家
も
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
先
生
は
、
例
え
ば
宗
教
の
場
合
で
し
た
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
偲
仰
の
立
場
や
仏
教
に
お

　
　
け
る
真
宗
の
信
心
の
立
場
、
ま
た
禅
の
立
場
と
い
う
も
の
に
も
、
深
い
関
心
を
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
御
存
知
の
通
り
で
あ
り

　
　
ま
す
。
と
に
か
く
、
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
の
立
場
と
の
連
関
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
覇
の
う
ち
か
ら
一
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

　
　
な
立
場
を
出
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
立
場
を
此
処
で
は
か
り
に
、
　
8
舜
。
⇔
　
の
立
場
を
ど
こ
ま
で
も
徹
底
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
と
、

　
　
論
理
と
い
う
面
か
ら
い
っ
て
弁
証
法
を
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
に
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
・
そ
の
両
薦
が
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
立

　
　
場
と
し
て
規
定
し
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。



　
　
行
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
い
て
、
そ
う
い
う
立
場
が
死
復
活
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ

　
　
れ
は
最
後
ま
で
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
最
後
の
段
階
に
な
っ
て
、
　
「
死
の
哲
学
」
と
い
う
こ
と
を
奮
い
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
も
ち

　
　
ろ
ん
基
礎
的
な
立
場
は
変
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
こ
に
何
か
一
つ
の
新
し
い
展
關
と
い
う
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は

　
　
な
い
か
。
行
と
い
う
立
場
が
更
に
一
歩
具
体
化
さ
れ
て
出
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
死
の
哲
学
と
い
う
の
は
、
先
生
晩
年
の
小
さ
い
論
文
、
『
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
筑
摩
書
房
の
『
現
代

　
　
倫
理
講
座
』
の
第
八
巻
に
載
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
後
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
七
十
歳
記
念
論
文
集
に
．
、
日
。
脅
ω
象
巴
Φ
謀
評
、
．

　
　
と
い
う
論
文
を
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
〔
そ
の
原
文
は
『
哲
学
研
究
寸
暇
八
三
号
』
に
掲
載
〕
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
の
う
ち
に
死
の
哲
学
と

　
　
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
死
の
哲
学
と
い
わ
れ
た
の
も
、
基
礎
的
に
は
以
前
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
で
は
実
存
協

　
　
岡
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
考
え
の
う
ち
に
は
、
先
生
が
死
の
哲
学
と
い
う
薪
し
い
言
葉
を
使
わ
れ
た
そ
の
新
し
い

　
　
展
開
が
何
か
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
『
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
』
の
初
め
の
所
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
西
洋
の
暫
学
は
、
ギ

　
　
リ
シ
ア
哲
学
か
ら
の
そ
の
歴
史
的
な
由
来
、
そ
の
発
展
経
過
と
い
う
も
の
か
ら
見
て
、
根
本
的
に
は
生
の
哲
学
と
考
え
ら
れ
る
、
と
書
わ

　
　
れ
て
い
ま
す
。
特
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
、
　
「
生
の
解
放
」
と
い
う
こ
と
が
書
わ
れ
て
、
芸
術
や
、
文
学
な
ど
、
文
化
と
い
う
も
の
が
花

　
　
を
咲
か
せ
た
が
、
し
か
し
同
時
に
、
科
学
技
術
と
い
う
も
の
が
、
生
の
自
由
な
る
享
楽
と
伸
張
の
た
め
に
発
展
さ
せ
ら
れ
、
そ
う
い
う
ル

　
　
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
の
方
向
が
、
今
B
に
至
っ
て
い
わ
ゆ
る
原
子
力
時
代
の
深
い
危
機
を
現
出
せ
し
め
て
い
る
。
　
「
生
」
が
そ
の
根
本
か
ら

　
　
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
不
安
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
現
代
は
、
そ
の
不
安
が
人
類
的
な
「
死
」
の
脅
威
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
来
て
い
る
「
死
の
時

　
　
代
」
で
あ
る
。
そ
の
反
颪
、
死
を
忘
れ
よ
と
ば
か
り
に
、
人
々
は
い
ろ
い
ろ
な
享
楽
的
と
い
う
か
、
娯
楽
的
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
生

　
　
活
に
沈
饗
し
て
い
る
。
死
の
脅
滅
が
迫
っ
て
来
る
反
癬
に
、
死
を
忘
れ
る
と
い
う
傾
向
も
非
常
に
深
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代

　
　
に
於
い
て
「
生
」
の
哲
学
が
破
綻
に
直
面
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
現
代
の
本
当
の
姿
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に

碑
対
し
て
「
死
の
時
代
」
に
は
「
死
の
哲
学
」
が
要
求
さ
れ
る
、
「
死
の
哲
学
」
と
い
う
も
の
が
、
現
在
か
ら
将
来
に
か
け
て
の
課
題
と
な
ら

る　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
提
書
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
そ
の
場
合
、
こ
こ
で
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
死
の
哲
学
と
い
う
も
の
へ
の
最
も
有
力
な
手
引
と
し
剛
、
、
禅
の
悟
道
と
い
う
も
の
が
出

　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
例
え
ば
『
繊
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
な
ど
で
絶
対
他
力
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
た
の

　
　
と
違
っ
た
意
想
が
出
て
い
ま
す
。
先
生
の
引
用
し
て
お
ら
れ
る
禅
宗
の
話
を
し
な
い
と
分
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
申
し
て

　
　
み
ま
す
と
、
　
『
碧
巖
集
』
と
い
う
有
名
な
禅
書
の
な
か
に
、
禅
宗
の
公
案
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
話
が
あ
り
ま
す
。
道
吾
と
そ
の
弟
子

　
　
の
漸
源
と
い
う
二
人
が
、
死
者
の
出
た
家
の
弔
い
に
行
き
、
そ
こ
で
置
歌
が
死
ん
だ
人
の
棺
を
敲
い
て
、
　
「
こ
れ
生
か
死
か
」
と
問
う
と
、

　
　
道
吾
が
「
生
と
も
道
は
じ
、
死
と
も
道
は
じ
」
と
言
っ
た
。
そ
の
帰
り
途
に
漸
源
が
も
う
湘
度
質
ね
て
、
も
し
答
え
て
く
れ
な
け
れ
ば
撲

　
　
り
ま
す
と
書
つ
た
と
こ
ろ
、
道
吾
は
撲
り
た
け
れ
ば
い
く
ら
で
も
勝
手
に
撲
れ
、
や
っ
ぱ
り
「
不
道
不
道
」
だ
と
答
え
た
。
そ
れ
で
到
頭

　
　
な
ぐ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
道
吾
が
死
ん
で
、
そ
の
漸
源
と
い
う
弟
子
が
石
霜
と
い
う
兄
弟
子
の
所
へ
行
っ
て
、
岡
じ
質
問
を
す

　
　
る
。
す
る
と
生
意
も
「
不
道
不
道
」
と
同
じ
よ
う
に
答
え
た
。
そ
こ
で
漸
源
が
悟
り
を
働
い
た
。
そ
う
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
田
辺
先
生

　
　
の
解
釈
で
は
、
漸
進
の
「
生
か
死
か
」
と
い
う
問
い
の
意
味
は
、
も
し
棺
の
中
が
生
だ
と
す
れ
ば
弔
慰
の
必
要
は
な
い
。
生
き
て
い
る
な

　
　
ら
永
遠
の
生
だ
か
ら
、
弔
い
に
行
く
必
要
は
な
い
。
も
し
ま
た
死
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
弔
い
を
し
て
も
通
じ
な
い
。
一
体
ど
う
な
ん

　
　
だ
と
い
う
こ
と
で
、
　
「
生
か
死
か
」
と
聞
い
た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
「
生
と
死
」
と
い
う
も
の
の
二
律
背
反
に
悩
ま
さ
れ
た
の
だ
、
と
い

　
　
う
解
釈
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
弟
子
が
そ
の
師
か
ら
「
不
道
不
道
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
で
兄
弟
子
の
断
で
も
五
重
に
書
わ
れ
て
悟
っ

　
　
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
、
田
辺
先
生
の
書
葉
に
従
い
ま
す
と
、
生
と
死
が
互
い
に
両
立
し
な
い
も
の
と
し
て
区

　
　
別
さ
れ
る
に
拘
ら
ず
、
実
は
生
か
死
か
と
い
う
よ
う
に
矛
盾
律
に
従
っ
て
判
定
す
る
こ
と
は
旗
来
な
い
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
む

　
　
し
ろ
生
と
死
と
の
不
可
分
直
な
連
関
を
自
覚
し
た
者
に
対
し
て
の
み
、
問
い
と
そ
れ
へ
の
答
え
が
意
味
を
有
す
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ

　
　
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
の
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
ず
、
師
の
道
吾
が
答
え
な
か
っ
た
の
は
、
弟
子
を
し
て
そ
の
こ
と
を
自

　
　
分
で
悟
ら
せ
る
た
め
の
慈
悲
で
あ
っ
た
と
、
謡
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
言
う
よ
う
な
、
何
か
を



　
　
悟
る
と
い
う
こ
と
は
．
さ
き
に
自
覚
と
書
わ
れ
た
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
行
、
た
だ
自
分
自
身
の
ひ
と
り
の
行
を
通
し
て
關
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
れ
る
も
の
で
、
巡
行
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
他
人
の
説
明
で
ど
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
が
自
分
で
そ
こ
に
至
ら
な
い

　
　
と
信
証
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
、
い
く
ら
求
め
ら
れ
て
も
説
明
し
て
や
ら
な
い
と
い
う
の
が
本
当
の
慈
悲
だ
と

　
　
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
う
い
う
師
の
慈
悲
が
今
摺
に
、
悟
っ
た
弟
子
の
う
ち
で
彼
の
悟
り
と
し
て
働
い
て
い
る
以
上
師

　
　
は
そ
の
死
に
も
拘
ら
ず
、
彼
に
対
し
て
復
活
し
て
、
彼
の
内
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
弟
子
の
自
覚
は
そ
う
い
う
こ
と
を
自
覚
し

　
　
た
の
で
あ
る
。
漸
々
が
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
師
の
慈
悲
が
自
分
の
悟
り
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
と
い

　
・
う
こ
と
を
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
な
く
、
自
分
自
身
日
乾
と
し
て
自
分
で
悟
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

　
　
の
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
師
の
慈
悲
が
働
い
て
い
る
。
今
現
に
そ
れ
が
働
く
以
上
は
、
道
管
は
死
ん
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
に
対

　
　
し
て
復
活
し
て
、
自
分
の
内
に
生
き
て
い
る
。
そ
う
自
覚
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
厨
女
と
感
謝
の
業
と
い
う
も
の
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
い
う
考
え
は
、
丁
度
、
さ
き
に
絶
対
無
と
行
と
い
う
連
関
の
と
こ
ろ
に
他
の
人
間
（
今
の
話
で
は
道
吾
）
が
入
っ
て
来
た
よ
う
な

　
　
立
場
で
あ
り
ま
す
。
自
分
が
自
分
自
身
か
ら
悟
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
自
分
の
内
に
、
恥
じ
悟
り
の
立
場
か
ら
慈
悲
を
も
っ
て
悟
ら

　
　
し
め
ん
と
し
た
他
者
が
、
復
活
し
て
働
い
て
い
る
。
自
覚
は
そ
う
い
う
形
で
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
悟
っ
た
と
い
う
自
覚
の
内
容
に
は
、

　
　
自
分
が
揺
っ
た
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
自
分
に
悟
ら
し
め
た
人
間
の
鋤
き
、
つ
ま
り
慈
悲
の
働
き
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま

　
　
れ
て
い
る
。
絶
対
無
と
行
と
い
う
連
関
の
う
ち
に
、
他
者
で
あ
る
入
費
が
、
絶
対
無
の
身
代
り
と
し
て
、
参
加
し
て
い
る
。
む
し
ろ
単
な

　
　
る
身
代
り
で
な
く
、
．
道
蕎
自
身
が
絶
対
無
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
絶
対
無
の
働
き
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
、
富
源
の
う
ち

　
　
に
復
活
し
つ
つ
生
き
て
働
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
り
ま
す
。
田
辺
先
生
は
生
と
死
と
の
「
表
裏
網
即
」
と
も
言
っ
て
居
ら
れ
ま
す
が
、

　
　
生
と
死
が
不
可
分
離
的
で
あ
る
と
い
う
そ
の
連
吟
は
、
あ
く
ま
で
自
分
で
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
「
実
存
」
と
な
ら
ね
ば

　
　
な
ら
な
い
。
生
と
死
と
は
「
あ
れ
か
；
こ
れ
か
」
　
（
国
葺
慈
①
匙
醇
6
山
2
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
観
・
想
的
に
、
客
観
的
事
実

　
　
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
生
死
の
不
可
分
な
連
関
と
い
う
も
の
が
自
分
で
膚
分
の
う
ち
に
自
覚

695　
　
　
　
　
　
園
辺
哲
学
に
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て
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5
　
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
な
か
に
、
石
玉
の
死
復
活
の
う
ち
に
、
他
の
人
の
慈
悲
一
そ
の
慈
悲
と
は
、
そ
の
人
自
身

　
　
の
死
復
活
に
お
け
る
そ
の
人
自
身
或
は
そ
う
い
う
彼
の
「
実
存
」
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
一
が
働
い
て
い
る
。
つ
ま

　
　
り
、
他
者
が
、
他
者
の
実
存
そ
の
も
の
が
、
自
己
の
死
復
活
の
実
存
そ
の
も
の
の
う
ち
に
復
活
し
て
い
る
。
自
分
が
働
い
て
い
る
こ
と
は

　
　
同
時
に
そ
の
人
の
復
活
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
慈
悲
の
働
き
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
自
覚
の
内

　
　
容
を
悟
ら
せ
る
た
め
に
「
不
道
不
道
」
と
い
っ
た
師
、
そ
の
死
ん
だ
師
が
自
分
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
れ
ば
、

　
　
そ
こ
で
初
め
て
、
生
と
死
と
い
う
も
の
が
切
り
離
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
生
が
死
で
あ
り
死
が
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
生

　
　
死
交
徹
」
と
い
わ
れ
、
根
互
転
換
、
相
即
穣
入
と
い
わ
れ
る
連
関
が
実
証
さ
れ
る
。
死
し
て
生
き
る
と
い
う
死
復
活
の
真
実
が
実
註
さ
れ

　
　
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
証
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
存
協

　
　
同
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
実
証
と
い
う
立
場
を
基
礎
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
そ
の

　
　
こ
と
に
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
生
死
を
超
え
る
絶
対
者
と
は
、
二
律
背
反
を
転
換
的
に
統
輔
し
て
、
死
に
於
け
る
生
を

　
　
信
証
せ
し
め
、
死
復
活
こ
そ
が
死
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
き
真
実
の
生
に
重
な
ら
ぬ
こ
と
を
悟
ら
せ
る
慈
悲
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
も
あ

　
　
り
ま
す
。
生
死
を
超
え
る
絶
対
者
と
は
慈
悲
で
あ
り
、
そ
の
慈
悲
と
は
、
死
復
活
と
し
て
の
生
が
本
当
の
生
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ

　
　
る
よ
う
な
慈
悲
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
に
い
っ
た
絶
対
無
即
慈
悲
、
絶
対
無
爵
愛
と
い
う
こ
と
が
「
死
の
哲
学
」

　
　
で
展
開
さ
れ
た
形
で
あ
り
ま
す
。

　
　
『
メ
メ
ン
ト
・
モ
ー
2
』
の
論
文
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
も
う
一
つ
設
問
を
出
し
て
、
も
し
た
だ
以
上
の
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た

　
　
ら
、
　
「
各
現
在
に
お
い
て
永
遠
の
今
と
し
て
の
瞬
間
の
信
証
が
成
立
す
る
の
み
で
、
そ
の
復
活
的
生
の
内
容
が
持
続
す
る
も
の
と
し
て
具

　
　
体
的
に
充
実
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
も
し
今
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
だ
け
だ
っ
た

　
　
ら
、
た
だ
自
分
が
各
現
在
に
お
い
て
死
復
活
と
し
て
の
生
を
生
き
る
と
い
う
、
い
わ
ば
そ
の
生
の
形
式
面
が
い
え
る
だ
け
で
、
そ
こ
か
ら

　
　
ど
の
現
在
も
永
遠
の
今
だ
と
い
う
信
証
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
も
う
一
つ
進
ん
で
積
極
的
に
、
そ
う
い
う
生
の
内
容
が
ず
っ
と
自
分
の



　
　
う
ち
で
持
続
し
発
展
し
、
異
体
的
な
内
容
と
し
て
充
実
さ
れ
て
い
行
く
と
い
う
立
場
は
出
て
来
な
い
。
そ
う
い
う
消
極
的
な
立
場
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
、
積
極
的
に
生
の
本
質
を
恢
復
す
る
こ
と
は
臨
来
な
い
。
生
き
る
喜
び
と
い
う
も
の
の
根
拠
、
　
「
死
に
つ
つ
生
き
る
し
と
い
わ
れ
る
こ

　
　
と
の
理
由
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
先
生
は
、
普
の
無
難
禅
師
の
有
名
な
歌
に
、
死
に
果
て
て
「
思
い
の
ま
ま
に
す
る
わ
ざ
そ
よ
き
」
と
あ

　
　
る
よ
う
な
立
場
を
念
頭
に
も
っ
て
い
ら
れ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
余
談
で
す
が
、
先
生
は
早
く
か
ら
無
難
禅
師
が
好
き
で
、
そ
の
仮
名
法
語

　
　
の
い
ろ
い
ろ
な
版
を
集
め
ら
れ
、
　
一
時
は
御
自
分
で
テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ク
を
し
て
刊
行
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
今
い
っ
た
難
点
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
。
こ
う
い
う
悶
題
は
、
さ
っ
き
い
い
ま
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
へ
の
記
念
論
文
の
う

　
　
ち
で
も
取
扱
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
そ
の
時
そ
の
時
の
現
在
に
お
い
て
行
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
だ
け
の
微
分
的
な
立
場
か

　
　
ら
、
も
う
一
つ
進
ん
だ
立
場
へ
、
微
分
的
な
死
復
活
と
い
う
こ
と
か
ら
積
分
的
な
死
復
活
の
立
場
へ
、
と
い
う
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
か

　
　
と
思
い
ま
す
。
　
『
餓
海
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
う
ち
に
も
、
論
理
と
し
て
は
、
　
『
カ
ン
ト
の
目
的
論
』
で
先
験
的
自
由
の
極
微
的
な
現
実

　
　
と
い
わ
れ
た
以
来
の
微
分
的
な
立
場
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
積
分
的
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
同
一
性
論
理
の
立
場
だ
と
し
て

　
　
斥
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
む
し
ろ
い
つ
で
も
、
数
学
で
い
え
ば
連
続
に
お
け
る
切
断
と
い
う
よ
う
な
立
場
を
進
ん

　
．
で
採
ら
れ
、
厚
さ
の
な
い
ナ
イ
フ
で
も
っ
て
切
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
行
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思

　
　
う
の
で
す
。
そ
こ
は
も
ち
ろ
ん
最
後
の
時
期
で
も
変
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
上
に
積
分
的
と
い
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
来
た
の
か

　
　
と
思
い
ま
す
。
或
は
連
続
と
い
う
こ
と
の
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
自
分
の
達
し
た
自
覚
が
、
さ
っ
き
轡
っ

　
　
た
よ
う
に
、
自
己
と
他
者
と
の
実
存
協
同
の
自
覚
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
自
覚
の
う
ち
に
他
者
の
慈
悲
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

　
　
他
者
が
自
己
の
う
ち
に
復
活
す
る
と
い
う
形
で
生
き
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
に
達
し
た
者

　
　
は
、
　
「
そ
の
悟
り
得
た
真
実
を
報
謝
し
、
更
に
新
し
く
他
老
へ
回
施
し
、
彼
を
し
て
彼
自
身
の
真
実
を
自
讃
せ
し
め
る
た
め
の
媒
介
と
な

　
　
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
A
が
B
に
復
活
し
、
B
が
ま
た
C
に
復
活
す
る
と
、
A
が
C
に
復
活
し
て
い
る
。
そ
う

　
　
い
う
連
関
の
う
ち
で
は
、
個
々
の
も
の
の
う
ち
に
全
体
、
乃
至
は
普
遍
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
な
実
存
協
隅
」

715　
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と
い
う
よ
う
な
も
の
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
モ
ナ
ド
ロ
ジ
…
的
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
固
有
な
真
実
を
自
覚
す
る

　
　
主
体
、
即
ち
実
存
が
、
個
別
的
に
し
て
し
か
も
普
遍
的
な
真
実
に
対
応
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
そ
う
い
う
立
場
が
実
存
協
同
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
で
使
わ
れ
ま
す
「
聖
徒
の
交
わ

　
　
り
」
　
（
O
O
b
P
鷺
口
q
墜
下
〇
　
Q
o
帥
鄭
O
け
O
同
自
出
P
）
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
般
の
理
解
乏
は
異
っ
た
理
解
で
あ
る
よ
う
で
す
。
そ

　
　
の
交
わ
り
は
、
生
き
て
い
る
入
問
が
磨
力
の
功
を
積
ん
で
、
浄
化
に
よ
っ
て
聖
徒
と
な
り
、
同
じ
く
聖
化
さ
れ
た
死
者
と
の
交
わ
り
に
入

　
　
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
時
を
越
え
た
永
遠
の
次
元
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
聖
徒
の
交
わ
り
に
入
る
こ

　
　
と
を
い
う
の
で
な
く
、
生
者
と
死
者
の
交
互
愛
を
通
じ
て
、
　
「
生
者
が
死
者
の
清
浄
に
感
応
し
、
媒
介
的
に
浄
化
さ
れ
て
、
生
死
を
越
え

　
　
る
聖
な
る
道
交
に
お
い
て
、
実
存
協
同
を
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
」
と
雷
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
聖
徒
の
交
わ
り
と
い
わ
れ
る
も
の

　
　
は
、
生
者
と
死
者
と
の
間
の
感
応
道
交
と
い
う
形
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　
こ
れ
は
私
の
臆
測
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
先
生
の
こ
う
い
う
立
場
が
成
立
し
た
こ
と
の
背
後
に
は
、
先
生
の
御
夫
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
以

　
　
来
の
先
生
の
心
境
と
い
う
も
の
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
御
夫
人
は
、
御
存
知
か
と
思
い

　
　
ま
す
が
、
多
年
に
わ
た
っ
て
献
身
的
に
先
生
に
尽
さ
れ
て
、
北
軽
井
沢
の
山
の
申
で
病
気
に
な
ら
れ
、
長
い
心
事
た
き
り
で
お
ら
れ
て
亡

　
　
く
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
御
夫
人
が
亡
く
な
っ
た
後
で
、
先
生
が
ひ
と
り
で
遺
骨
と
共
に
暮
し
て
い
ら
れ
た
間
に
、
そ
の
追
憶
の
な

　
　
か
か
ら
、
次
第
に
強
い
実
在
感
を
も
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
方
が
あ
り
あ
り
と
浮
び
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
「
幽

　
　
明
界
を
異
に
す
」
と
い
う
世
閥
の
書
卓
が
あ
り
ま
す
が
、
幽
界
と
幽
界
の
境
が
だ
ん
だ
ん
無
く
な
っ
て
、
死
ん
だ
者
の
世
界
と
生
き
て
い

　
　
る
者
の
世
界
と
の
間
を
撃
て
て
い
る
暗
い
壁
が
、
次
第
に
透
明
に
な
る
。
死
ん
だ
人
が
何
か
非
常
な
現
実
性
を
持
っ
て
生
者
の
心
に
現
前

　
　
し
て
来
る
。
同
時
に
、
生
き
て
い
る
者
の
現
存
在
が
そ
の
死
者
の
現
存
し
て
い
る
次
元
に
ま
で
延
び
入
っ
て
ゆ
く
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の

　
　
次
元
に
参
加
し
て
ゆ
く
と
い
い
ま
す
か
、
要
す
る
に
死
ん
で
い
る
者
と
生
き
て
い
る
者
の
境
、
幽
明
の
境
と
い
う
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
薄

　
　
ら
い
で
来
て
、
死
者
の
世
界
が
生
者
の
世
界
と
入
り
混
っ
て
来
る
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
が
「
生



　
　
の
世
界
と
死
の
世
界
と
が
交
徹
し
た
境
地
扁
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
生
の
最
晩
年
の
こ
と
で
す
か
ら
、

　
　
そ
う
い
う
境
地
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
実
存
協
同
と
い
う
も
の
が
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
け
ら

　
　
れ
、
そ
こ
で
の
感
応
道
交
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
昔
の
聖
徳
太
子
も
引
か
れ
た
、
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
、
仏
と
仏
と
の
世
界
と
い

　
　
う
も
の
だ
け
が
本
当
に
リ
ア
ル
な
真
実
だ
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
、
ど
こ
と
な
く
漂
っ
て
い
る
感
じ
す
ら
致
し
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く

　
　
と
し
げ
、
、
生
の
世
界
と
死
の
世
界
の
交
霊
と
い
う
こ
と
は
、
死
の
哲
学
と
い
わ
れ
る
時
の
、
先
生
の
気
持
の
上
の
地
盤
と
な
っ
た
も
の
だ

　
　
と
思
い
ま
す
。
死
を
問
題
に
す
る
の
で
し
た
ら
、
当
然
そ
こ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
し
、
生
と
死
と
の
閥
に
「
、
あ
れ
か

　
　
一
こ
れ
か
」
の
距
離
が
あ
る
の
だ
っ
た
ら
、
生
と
い
う
こ
と
も
死
と
い
う
こ
と
も
本
当
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
道
吾
・
難
平
の
話
に
対
す

　
　
る
先
生
の
解
釈
は
、
禅
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
な
お
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
先
生
の
解
釈
も
、

　
　
何
か
今
い
っ
た
よ
う
な
処
に
立
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
実
存
協
同
と
い
わ
れ
る
場
合
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
死
の
哲
学
の
立
場
に
お
け
る
実
存
協
岡
と
い
う
こ
と
は
、
菩
薩
道
と
い
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
い

　
　
う
の
が
先
生
の
考
え
で
あ
り
ま
す
。
死
復
活
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
実
存
の
協
同
と
い
う
思
想
は
、
既
に
『
キ
り
ス
ト
教
の
弁
証
』
の
う

　
　
ち
に
点
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
　
『
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
』
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
死
復
活
の
立
場
を
、
キ
り
ス
ト
を
愛
の
媒
介
と
し
た

　
　
神
と
人
間
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
ま
だ
生
の
充
実
、
窟
の
完
遂
と
い
う
と
こ

　
　
ろ
に
陰
標
を
お
い
た
も
の
で
、
死
の
次
元
が
深
く
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
は
そ
の
徹
底
を
禅
の
立
場
を
手

　
　
引
と
し
て
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
に
よ
る
と
、
菩
薩
は
陶
上
し
て
仏
に
な
る
資
絡
を
具
え
な
が
ら
、
然
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

　
　
直
接
に
、
実
現
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
、
そ
う
い
う
自
己
を
否
定
し
て
、
他
の
衆
生
を
先
ず
さ
き
に
作
仏
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た

　
　
め
に
は
、
一
晃
自
己
の
作
仏
の
障
硬
と
な
る
よ
う
な
、
悪
と
い
わ
れ
る
行
為
を
も
方
便
と
し
て
敢
え
て
行
う
。
死
復
活
の
絶
対
無
即
愛
を
、

　
　
あ
く
ま
で
自
己
否
定
、
自
己
髄
限
の
条
件
の
も
と
で
の
み
、
媒
介
的
に
行
う
。
そ
れ
が
菩
薩
の
立
場
で
あ
る
、
と
耀
わ
れ
て
い
ま
す
。
岡

　
　
様
な
こ
と
は
、
　
『
死
の
弁
緬
法
』
の
な
か
で
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
着
込
否
定
の
も
と
で
の
み
と
書
わ
れ
る
の
は
、
さ
っ
き
申

硲　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
つ
い
て
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し
ま
し
た
よ
う
な
絶
対
無
即
愛
と
い
う
立
場
の
見
方
に
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
無
を
先
生
は
絶
対
者
と
も
呼
ば
れ
た
わ

　
　
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
神
と
い
う
雷
葉
を
置
い
て
考
え
る
と
、
絶
対
無
即
愛
と
い
う
立
場
は
、
神
と
自
分
だ
け
の
閥
の
関
係
で
は
な
い
。

　
　
自
分
が
自
分
の
み
の
聖
意
の
道
を
進
む
と
い
う
立
場
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
う
い
う
道
が
神
か
ら
自
分
に
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の

　
　
道
を
行
く
こ
と
を
自
ら
差
し
控
え
る
。
自
分
の
聖
化
の
（
仏
教
的
に
い
え
ば
作
仏
の
）
障
害
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
も
、
方
便
と
し
て
敢

　
　
え
て
行
う
。
そ
れ
は
、
他
が
自
分
よ
り
さ
き
に
先
ず
道
に
入
る
た
め
で
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
懲
己
自
身
の
宗
教
的

　
　
な
生
の
完
成
を
も
、
つ
ま
り
自
分
が
永
遠
の
生
に
入
る
こ
と
を
も
、
自
ら
否
定
す
る
こ
と
で
、
自
己
否
定
の
一
番
徹
底
し
た
立
場
と
い
え

　
　
ま
す
。
そ
う
い
う
菩
薩
道
の
よ
う
な
立
場
が
、
　
「
死
の
哲
学
」
の
基
礎
に
置
か
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

　
　
る
「
神
的
」
な
立
場
と
し
て
、
直
線
的
・
向
上
的
な
理
想
主
義
の
極
限
と
し
て
の
麟
。
讐
ω
℃
口
毎
ω
と
い
う
よ
う
な
立
場
が
考
え
ら
れ
る
が
、

　
　
こ
れ
は
ま
だ
「
生
の
哲
学
」
的
で
あ
る
、
と
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
神
を
愛
す
る
と
い
う
も
、
有
限
な
る
人
聞
の
愛
が
直
接
に
神

　
　
の
本
質
に
加
う
べ
き
何
も
の
を
も
有
す
る
筈
は
な
い
。
た
だ
隣
人
愛
を
通
し
て
、
間
接
的
に
神
の
愛
に
参
加
協
力
す
る
事
の
み
が
、
人
間

　
　
の
神
に
対
す
る
愛
の
内
容
た
り
得
る
。
神
へ
の
愛
は
隣
人
愛
を
媒
介
と
す
る
事
に
よ
り
、
始
め
て
象
徴
的
に
実
現
さ
れ
得
る
」
と
も
書
っ

　
　
て
居
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
へ
の
愛
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
直
接
的
な
形
で
は
成
り
立
ち
得
な
い
の
で
、
む
し
ろ
神
の
愛
（
神
か
ら
人

　
　
間
へ
の
愛
）
に
参
加
し
協
力
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
隣
人
愛
を
行
な
う
こ
と
を
介
し
て
、
間
接
的
な
形
で
、
象
徴
的
に
、
実
現
さ
れ
る
。

　
　
神
へ
の
愛
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
始
め
て
、
本
当
に
神
へ
の
愛
と
な
り
得
る
。
具
体
的
な
内
容
を
も
ち
、
持
続
し
発
展
し
充
実
し
得
る
よ

　
　
う
な
生
と
な
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
隣
人
愛
を
行
な
う
生
は
、
死
復
活
を
行
ず
る
こ
と
と
励
で
は
な
い
わ
け
で
す
か

　
　
ら
、
そ
の
復
活
も
「
間
接
的
」
な
復
活
で
あ
り
ま
す
つ
つ
ま
り
、
さ
き
の
道
吾
・
漸
源
の
話
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
実
存
協
同
の
な
か
で
の
復

　
　
活
で
あ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
隣
人
愛
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
活
の
う
ち
で
は
、
始
め
か
ら
本
質
的
契
機
と
な
っ
て
来
た
も
の
で
あ

　
　
り
ま
す
が
、
し
か
し
隣
人
愛
が
「
神
へ
の
愛
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
具
体
的
な
内
容
を
有
ち
発
展
充
実
さ
れ
得
る
「
神
へ
の
愛
」
そ
の
も
の

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
従
来
あ
ま
り
言
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
場
合
に
は
、
隣
人
愛



　
　
と
神
へ
の
愛
と
が
、
内
容
を
も
っ
た
死
復
活
的
な
生
と
い
う
も
の
の
う
ち
に
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
考

　
　
え
に
到
ら
れ
た
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
で
は
、
神
へ
の
愛
と
い
え
ば
、
薩
線
的
・
向
上
的
な
、
つ
ま
り
「
直

　
　
接
的
」
な
、
い
わ
ゆ
る
騨
○
・
・
の
形
で
考
え
ら
れ
、
死
復
活
と
い
う
こ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
に
つ
い
て
一
翼
に
考
え
ら
れ
て
い

　
　
る
よ
う
な
見
方
が
さ
れ
て
来
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
先
生
は
そ
れ
に
対
し
て
、
　
「
死
復
活
は
死
者
そ
の
人
に
直
接
に
起
る
客
観
的
事
件
で

　
　
は
な
い
し
と
も
言
っ
て
居
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
存
協
同
の
う
ち
で
起
る
聞
接
的
な
、
し
か
し
積
分
的
に
具
体
的
な
、
死
復
活
だ
と
い

　
　
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
》
σ
q
趙
①
と
い
う
性
格
を
も

　
　
つ
隣
人
愛
が
、
神
へ
の
愛
そ
の
も
の
の
具
体
化
で
あ
る
と
か
、
そ
の
象
徴
的
実
現
で
あ
る
と
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た

　
　
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
キ
り
ス
ト
教
的
な
生
活
に
具
体
的
な
内
容
を
与
え
て
い
る
隣
人
愛
の
立
場
に
そ
の
徹
底
を
与
え
よ
う
と
さ

　
　
れ
、
菩
薩
道
の
立
場
が
そ
こ
に
提
挙
さ
れ
て
来
た
わ
け
で
す
。
前
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
先
生
の
そ
う
い
う
考
え
方
は
以
前
か
ら
先

　
　
生
に
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
最
晩
年
に
一
段
と
深
め
ら
れ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
菩
薩
道
と
い
う
立
場
は
、
徹
底
さ
れ
た
自
己
否
定
、
白
己
制
限
の
も
と
で
の
み
、
絶
対
無
即
愛
を
媒
介
的
に
行
う
も

　
　
の
と
書
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
そ
の
立
場
は
、
間
接
的
・
媒
介
的
な
形
で
の
愛
の
8
簿
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
真
に
絶
対
無
の
象

　
　
徴
に
な
る
こ
と
だ
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
行
は
あ
く
ま
で
個
と
し
て
の
自
己
自
身
の
行
で
す
が
、
然
も
同
時
に
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
な

　
　
実
存
無
界
の
立
場
で
あ
り
ま
し
た
。
モ
ナ
ド
に
は
窓
が
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
自
己
の
行
で
あ
り
、
実
存
の
立
場
を
離
れ

　
　
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
が
徹
底
的
な
自
己
否
定
を
通
し
て
、
死
復
活
の
生
と
し
て
成
り
立
ち
、
し
か
も
そ
の
復
活
の
生
が
間
接
的
・
媒

　
　
介
的
な
絶
対
無
即
愛
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
協
同
性
が
行
と
い
う
も
の
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
協
同
性
と

　
　
は
、
度
々
乏
い
ま
し
た
よ
う
に
、
復
活
の
生
が
積
分
的
に
具
体
的
な
生
内
容
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
行
は
そ

　
　
う
い
う
実
存
協
同
を
貫
く
行
と
い
う
こ
と
で
す
。
道
吾
・
漸
騰
の
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
声
々
の
者
は
、
自
分
は
死
ん
で
も
、
他
者

　
　
へ
の
愛
の
働
き
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
死
を
超
え
た
実
存
協
構
に
復
活
し
、
永
遠
性
に
参
入
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
か
ら
愛
の
膨
施
を
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田
辺
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
颯
否
八
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

76
5
　
受
け
た
他
の
実
存
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
信
証
さ
れ
る
。
他
の
実
存
は
準
じ
様
に
次
の
他
者
へ
愛
の
回
施
を
行
う
。
そ
れ
で
、
　
「
実
存
協
同

　
　
に
於
い
て
、
個
々
の
実
存
は
死
に
な
が
ら
復
活
し
、
永
遠
の
絶
対
無
料
愛
へ
摂
取
さ
れ
、
同
時
に
、
そ
れ
の
媒
介
と
な
っ
て
、
自
ら
そ
れ

　
　
に
参
加
協
同
す
る
。
死
復
活
は
愛
の
鏡
に
映
さ
れ
て
自
覚
さ
れ
、
間
接
に
永
遠
に
参
じ
、
不
死
を
成
就
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
も
語
ら
れ

　
　
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
絶
対
無
即
愛
を
媒
介
的
に
行
う
と
い
わ
れ
た
の
は
、
自
己
が
絶
対
無
鱗
茎
の
媒
介
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ

　
　
と
は
他
者
へ
の
愛
の
玉
藻
を
行
い
、
他
者
の
自
覚
の
媒
介
と
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
絶
対
無
事
愛
と
他
者
と
の
双
方
の
中
問

　
　
に
立
っ
て
媒
介
的
に
行
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
徹
底
的
な
媒
介
性
は
、
　
「
自
己
」
を
全
く
殺
し
た
徹
底
的
な
自
己
否
定
の
立
場
、

　
　
菩
薩
の
立
場
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
無
即
愛
の
象
徴
と
な
っ
た
立
場
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
愛
の
行
は
、
A
か
ら
B
へ
、
B
か
ら
C
へ

　
　
と
、
ど
こ
ま
で
も
持
続
し
発
展
す
る
。
B
に
対
す
る
A
の
行
は
、
B
の
う
ち
で
、
A
を
通
し
て
の
絶
対
無
即
愛
の
働
き
と
し
て
信
証
さ
れ
、

　
　
C
に
対
す
る
B
の
愛
の
行
の
う
ち
に
協
同
的
に
働
く
。
ま
た
D
に
対
す
る
C
の
愛
行
の
う
ち
に
も
働
く
。
A
の
行
は
、
か
く
し
て
成
立
す

　
　
る
実
存
協
同
を
貫
い
て
、
A
が
肉
体
的
に
死
ん
で
も
、
他
者
の
う
ち
に
復
活
し
、
実
存
船
岡
を
通
し
て
、
自
分
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
が

　
　
ど
こ
ま
で
も
伝
わ
っ
て
行
く
。
さ
っ
き
雷
い
ま
し
た
、
反
復
が
積
み
重
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
も
出
て
い
る
わ
け
で
あ
り

　
　
ま
す
。
そ
の
場
合
、
こ
の
反
復
は
、
や
は
り
円
環
が
渦
動
的
に
積
み
重
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
形
で
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
存
協
同
に
お

　
　
け
る
愛
の
行
は
、
い
わ
ば
他
者
を
迂
圃
し
て
、
実
存
協
同
を
成
立
せ
し
め
る
と
い
う
間
接
的
な
形
に
お
い
て
、
つ
ま
り
積
分
的
な
生
内
容

　
を
含
み
な
が
ら
、
永
遠
の
絶
慧
無
畜
愛
に
摂
取
さ
れ
る
こ
と
、
　
マ
氷
山
に
参
じ
、
不
死
を
成
就
す
る
」
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
A
の
行
が
B

　
　
へ
、
B
を
通
し
て
C
へ
生
き
て
ゆ
く
の
は
渦
動
的
な
反
復
で
あ
り
ま
す
。
菩
薩
道
が
「
向
上
即
降
下
、
往
根
即
還
梢
と
し
て
円
環
を
描
き
、

　
渦
動
を
重
ね
る
」
立
場
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
今
書
つ
た
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ

　
　
の
円
環
と
は
、
個
々
の
者
が
そ
の
愛
戯
に
よ
っ
て
、
実
存
協
同
に
お
い
て
他
者
の
う
ち
へ
死
復
活
し
て
ゆ
く
と
い
う
「
間
接
的
」
な
死
復

　
活
の
形
態
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
先
生
が
「
生
死
交
徹
」
と
い
わ
れ
る
場
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
生
者
の
世
界
と
死
者
の

　
六
界
と
の
境
を
通
り
抜
け
る
よ
う
に
な
っ
た
「
時
」
と
申
し
ま
す
か
、
永
遠
と
時
と
が
交
通
し
合
う
よ
う
な
世
界
で
の
「
時
し
と
毒
し
ま



す
か
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
よ
う
な
場
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
雷
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
晩
年
に
は
、
生
き
て
い
ら
れ
た
日
々
が

そ
う
い
う
よ
う
な
「
時
」
の
朗
々
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
目
々
に
、
誰
よ
り
も
特
に
亡
く
な
っ
た
夫
人
と
の
実
存

協
同
の
自
覚
の
う
ち
で
共
に
永
遠
に
参
じ
、
不
死
を
成
就
す
る
思
い
を
も
た
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
い
う
感
慨
を
禁

じ
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

後
記
　
以
上
は
昭
和
三
十
七
年
十
　
月
二
渥
、
京
都
大
学
文
学
都
哲
学
科
憲
催
の
下
に
、
田
辺
先
生
追
悼
の
式
が
行
な
わ
れ
、
引
続
い
て
京
都
哲
学

　
　
会
の
公
開
講
演
会
が
催
さ
れ
た
際
の
講
演
で
あ
る
。
そ
の
要
録
膏
と
筆
写
の
労
を
と
ら
れ
た
京
大
助
手
の
常
俊
宗
三
郎
鱈
に
、
こ
こ
で
感
謝
の

　
　
意
を
表
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
谷
大
学
教
授
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Tlte　outline（ゾSUCゐan　article　as　aPPears　i71　more　than　one脚7Zろerげ砺5

magazine　is　to　be　giwtin　together　xvith　the　last　instal？nent　of　the　article．

Zur　Philosophie　H．　TaRabes

von　Kelji　Nishitani

　　Dieser　Vortrag　versucht　den　Kernpunkt　der　Philosophie　Tanabes　in　dem

Zusammenhang　zweier　Begrlffe，　“Tat”　und　“absolute　Kritik　der　Vernunft，”

herauszustellen．

　　Der　Grundzug　dieser　Philosophie　besteht　darin，　dass　sie　den　Standpunl〈t

der　“Tat”　radil〈al　durchsetzen　will．　Der　Sinn　und　die　Methodik　dieser　Durch－

setzung　zeigt　sich　ganz　knapp　in　dem　Titel　des　im　Jahre　1946　herausgegebenen

Werl〈es：　“Die　Philosophie　als　Metanoetlk．”　Damit　wlrd　angezeigt，　dass　die

hier　vertretene　Philosophie　1｛eine　Art　Philosopliie　der　metanoia，　die　etwa　liber

dieses　“seelische”　Phtinomen　eine　philosophische　Betrachtung　’anzustellen

vorgebe，　so漁dem　vielmehr　eine　Metan◎ia　der　Philosophie　selbst　seトwelche

zwar　von　dem　philosophischen　Denken，　also　rein　philosophisch，．　durchgefifhrt

werden　soll．　Die　Philosophie　als　Metanoetik　bel〈ennt　sich　daher　zu　einem

grundsatzlich　neuen　Weg　des　Philosophierens，　worauf　es　sich　’herausstellen

muss，　dass　die　Philosophie　nicht　fnehr　in　der　Vemunft　den　Grund　ihrer

eigenen　M6glichl〈eit　erkennen　und　deshalb　nicht　mehr　in　dem　Bereich　der

“Noetik”　selbstgenugsam　stehen　bleiben　1〈ann．　（Dabei　ist　unter　anderem

das　Problem　des‘‘Radika1－B6seバein　Leitmot量v　in　dieser　Philosophie　der

Metanoetik．）　Sie　tritt　darum　als　eine　radil〈ale　Kritik　der　Vernunft　auf；　sie

kritisiert　den　kantischen　Kritizismus　und　auch　den　hegelschen　ldealismus　der

absoluten　Vernunft，　der　selber　aus　der　Kritik　ge．cren　den　kantischen　Kritizis一
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mus　entstanden　war．　Tanabe　will　das　Verfahren　der　philosophischen　Kritik

liber　Kant　und　Hegel　．hiRdurch　radikal　hinausfuhren．

　　Er　hebt　eine　solche　Ausf’uhrung　als　eine　unumgang］iche　Tat　jedes　dialek－

tischen　Denl〈ers　hervor，　die　Dialektik　bis　zu　’ihrer　Konsequenz　hinzuftthren，

oder，　mit　anderen　Worten，　die　Dialel〈tik　selbst　dialektisch　bis　zum　＝£“．nde

durchzusetzen．　Er　nennt　diese　Tat　eine　“absolute　Kritik　der　Vernunf’t，”　die

er　sogar　bei　Hegel　ungetan　finden　wii｝．　ln　der　abs6｝uten　Kritik　aber　ist　der

Denker　zu　einer　Grenzsituation　gebracht，　wo　er　sich　auf　nichts　gestellt　findet

und　wo　ihm　nichts　ttbrig　bleibt　ais　in　den　klaffenden　Abgrund　des　Nichts

entschlossen　hineinzuspringen．　Dieser　Sprung　bedeutet　das　Au±”№?Ｃ?ｎ　der

Vernunft，　ein　Durchbruch　des　Bereiches　der　Noetik　und　ein　in　sich　Zusam－

menfa］len　der　“Philosophie”　im　bisherigen　Sinn．

　　Geracle　damit　geschieht　aber　eine　Wende　vom　Abgrund　her，　denn　in　dem

Sprung　selbst　kommt　das　Nichts　nun　mit　einer　sozusagen　Sein－spendenden．

“Tatlgkeit”　entgegen．　Das　Nichts　gewahrt　demjenigen，　der　sich　ihm　aufgibt，

eine　iteue　Existenz：　es　lasst　ihn　wieder　auferstehen．　Das　Nichts　stellt　sich

nunmehr　als　eigentlich　jenseits　der　Relativitat　von　Sein　und　Nichts　Stehendes，

als　das　absolute　Nichts，　heraus．　Mit　der　solcherweise　gegebenen　neuen　Exi－

stenz，　die　von　Tanabe　als　“Tod　qua　Auferstehung”　bestimmt　wird，　wird　zu－

gleich　dem　phiiosophischen　Denken　ein　neues　Niveau　der　M6glichkeit　erteilt，

und　zwar　wird　es　von　der　Seite　des　absoluten　Nichrs　ge6ffnet．　Das　“Sein”’

kom蹴auf　d量esem　Niveau藤berall　als　das“Sein　qua　Nichts”，　d．　h．　i磁Cha一．

rakter　eines　S2mbols，　vor．

　　Auf　solcher　Grundlage　entwickelte　Tanabe　sein　benken　zu　einem　grandi－

osen　System，　das　in　seinem　Umfang　mit　dem　Hegelschen　System　wetteifert．

und　ausserdem　in　der　eindringlichent　Bescha±’tigung　mit　den　Grundfragen　der’

heutigen　Mathemftc　tik　jenes　hinter　sich　lasst．

　　In　seinen　］etzten　Jahren　gab　er　seinem　System　den　Namen　“Philosophie　des

Todes．”　Er　setzte　sich　darin　am　meisten　mit　dem　philosophischen　Gedanken

auseinander，　den　die　Dichtungen　des　segenannten　±’ranzdsischen　Symbolismus．

wie　diejenigen　von　Mallarm6　und　Valery，　in　sich　enthalten．　Dabei　wurde

elne　neue　ldee　der　“Exlstenz－Gemeinschaft”　herausgearbeitet，　deren　Verwirk一
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’lichung　er　in　dem　buddhistischen　“Weg　Bodhisattvas”　zu　erkennen　glaubte．

Eine　kurze　Erltiuterung　dieser　ldee　ist　auch　in　diesem　’Vortrag　gegeben．

The　i”lace　of　tke

量簸Dr．
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b2　Torataro　Shimomura

　　Dr．　Tanabe’s　philosophical　thinking　startecl　from　science，　especially

mathematics　and　returned　again　to　it　in　later　years，．finishing　a　circuit．

’H［is　philosophy　of　mathematics，　however，　did　not　remain　merely　in

philosophy　about　matliematics　but　developed　even　te　Phllosophy＝Mathema一

’tics．　His　later　worl〈　“Development　of　Historism　in　Mathematics”　suggests

such　an　intention．　We　are　reminded　of　Plato’s　lecture　“On　the　Good”

’in　his　later　years，　in　which　he　concerned　solely　with　a　theory　of　numbers；

．and　lately　A．　N．　Whitehead’s　last　essay　on　“Mathematics　and　the　Good”．

　　My　essay　tries　to　appreciate　some　merits　of　this　great　work，　considering

lts　limit　at　the　same　time．

互）i＆亘ecもi¢S　＆殺d　Pr＆X藍S

by　Matao　Noda

　　When　towards　1930　Professor　Tanabe　gave　up　his　former　Kantian　epi－

stemology　and　adopted　a　dialectical　way　of　thinking　as　the　proper　logic　of

’philosophy，　he　had　imposed　a　very　strict　conditien　upon　it．　The　condition

’xvas　that　the　dialectical　thinl〈ing　is　admissible　only　to　those　who　would　take

their　moral　situation　quite　seriously．　Dialectical　contradictories　and　their

synthesis　are　revealed　only　to　a　thinl｛ing　which　is　wholly　committed　to　the

actual　situation　and　is　one　with　the　subject’s　action　in　it．　The　solution　of

the　¢onfiict　is　always　to　be　mediated　by　the　selfless　deed　of　the　person

involved．　Dialectical　view　of　things　was　with　Professor　Tanabe　exclusive

of　a　contemplative　attitude　toward　the　world．
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