
「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
し
と
し
て
の
体
系

－
西
田
哲
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
の
一
対
立
点
1

舩
　
山
　
信
　
一

108ユ

（
本
稿
は
私
が
一
九
七
九
年
一
〇
月
一
二
日
に
、
金
沢
大
学
に
お
い
て
開
催
さ

れ
た
関
西
哲
学
会
第
三
　
一
層
大
会
の
「
磁
入
研
究
発
豪
」
と
し
て
発
表
し
た
草

稿
の
補
正
で
あ
り
ま
す
。
）

ま
　
え
　
が
　
き

　
私
が
関
西
哲
学
会
に
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
は
扁
九
五
五
年
で
す

か
ら
、
今
年
で
す
で
に
二
五
年
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
に
私
は
、
私
の
最

初
の
教
職
で
あ
り
、
そ
の
後
景
の
唯
一
の
且
つ
蝦
後
の
教
職
に
な
り
ま
し

た
立
命
館
大
学
に
就
職
し
た
の
で
し
た
。
こ
の
間
に
私
は
関
西
誓
学
会
の

大
会
で
「
課
題
研
究
発
表
」
に
加
え
て
い
た
だ
く
機
会
を
二
慶
与
え
ら

れ
、
公
開
講
演
会
も
一
蹴
、
一
九
六
一
年
に
や
は
り
金
沢
大
学
で
の
大
会

で
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
ま
だ
私
は
関
西
暫
学
会
の
大
会

で
一
回
も
「
個
人
研
究
発
表
」
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
（
た
だ

し
私
は
東
北
哲
学
会
お
よ
び
日
本
哲
学
会
の
大
会
で
は
「
欄
人
指
告
発

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
と
し
て
の
体
系

表
」
も
行
っ
て
い
ま
す
。
）

　
私
は
大
学
一
京
都
大
学
1
・
1
で
は
一
九
二
七
年
に
西
田
幾
多
郎
先
生

の
「
哲
学
概
論
」
の
最
後
の
講
義
を
聴
講
し
た
学
生
た
ち
の
う
ち
の
一
人

で
す
。
で
す
か
ら
私
は
私
も
薦
田
先
生
の
鵡
子
た
ち
の
う
ち
の
一
人
と
自

称
し
て
も
許
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
西
田
先
生
に
と
り

ま
し
て
は
「
鬼
弟
子
」
た
ち
の
う
ち
の
一
人
で
す
。
も
っ
と
も
私
は
、
大

学
在
学
中
に
は
少
な
く
と
も
哲
学
的
に
は
そ
う
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
私
の
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
「
『
体
験
及
び
そ
の
客
観
化
』
と
し
て
の
歴

史
」
（
『
哲
学
研
究
』
一
九
三
〇
年
八
月
号
）
で
あ
り
、
霧
奮
に
あ
た
ら
れ
た

先
生
は
濁
講
元
先
生
お
よ
び
和
辻
哲
郎
先
生
で
し
た
が
、
卒
業
後
は
私
は

西
賑
先
生
や
田
辺
先
生
に
よ
り
は
よ
り
多
く
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形

態
」
（
扁
九
二
七
年
）
以
後
の
三
木
溝
氏
に
影
響
を
受
け
、
次
第
に
唯
物
論

的
に
な
り
、
『
歴
史
哲
学
』
（
一
九
三
二
年
）
以
後
の
三
木
氏
か
ら
も
は
な
れ
、

『
唯
物
論
研
究
会
』
に
入
り
、
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
岡
盟
』
に
も
進
み
ま

し
た
。
）
そ
の
間
私
は
西
田
哲
学
を
主
題
的
に
は
銚
軽
し
た
こ
と
が
あ
り

八
一
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ま
せ
ん
で
し
た
が
、
田
辺
遊
学
、
さ
ら
に
は
三
木
哲
学
を
も
公
然
と
挑
醸
し

ま
し
た
。
し
か
し
騨
二
人
と
の
私
の
関
係
は
そ
の
聞
も
切
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
く
に
三
木
氏
に
は
私
は
そ
の
後
再
び
親
近
盤
を
感
ず
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
Q
西
田
先
生
を
も
一
九
四
二
年
に
は
少
な
く
と
も
工
度
は

鎌
倉
に
御
事
ね
し
て
い
ま
す
。
一
九
三
九
年
に
は
三
木
厨
と
門
島
健
蔵
氏

と
が
西
睡
先
生
を
訪
ね
ら
れ
た
時
に
麦
田
先
生
が
門
船
山
は
今
ど
う
し
て

い
る
か
2
　
彼
の
二
期
は
こ
の
頃
少
し
僕
の
暫
学
に
近
づ
い
た
よ
う
だ

ネ
。
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
（
『
文
芸
』
一
九
四
五
年
一
一
月
暑
中
島
健
蔵

「
三
木
さ
ん
の
死
」
）

　
と
こ
ろ
で
日
本
の
学
会
で
は
単
に
関
西
哲
学
会
に
限
ら
ず
、
大
会
で
研

究
発
表
、
と
く
に
個
人
研
究
発
表
を
行
う
人
た
ち
は
こ
と
に
若
い
人
た
ち

が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
へ
、
も
う
七
〇
歳
を
越
し
た
私
が
委
員
会
に
鰯

人
研
究
発
表
を
申
し
出
る
の
は
異
例
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
一
人
の

若
い
研
究
発
表
希
望
者
を
し
り
ぞ
け
る
の
は
申
し
訳
な
く
も
感
じ
ま
し
た

が
、
私
は
ふ
だ
ん
学
会
で
個
人
研
究
発
表
を
行
う
の
は
会
員
の
権
利
で
も

あ
り
ま
た
義
務
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
私
は
今
欄
人
研
究
発

表
を
行
わ
な
け
れ
ば
蔵
人
研
究
発
蓑
の
権
利
を
執
行
し
義
務
を
遂
行
す
る

機
会
が
私
か
ら
永
久
に
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
委
員

会
に
申
し
出
ま
し
た
と
こ
ろ
、
委
員
会
で
も
快
く
了
解
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
、
私
は
今
こ
の
講
壇
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
テ
ー
マ
で
す
が
、
西
田
哲
学
に
つ
い
・
て
は
さ
き
ほ
ど
申
し
上

げ
ま
し
た
よ
う
に
す
で
に
前
に
金
沢
に
お
け
る
関
西
額
学
会
の
大
会
の
公

開
講
演
会
で
話
し
て
お
り
ま
す
の
で
少
し
ち
ゅ
う
ち
ょ
し
ま
し
た
が
、
私

と
し
ま
し
て
は
金
沢
は
西
田
先
生
と
は
な
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
に

八
二

甑
田
哲
学
に
か
ん
す
る
私
の
考
え
も
前
と
は
少
し
ち
が
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
角
痩
も
別
に
し
て
、
や
は
り
西
田
心
学
に
つ
い
て
報
合
す
る
こ
と
に

し
た
の
で
す
。
金
沢
に
は
と
く
に
西
田
先
生
の
敬
愛
者
た
ち
が
た
く
さ
ん

お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
私
の
西
田
哲
学
観
も
少
な
く
と
も
そ
れ
の
一
町
は

伝
え
て
い
る
と
患
い
ま
す
の
で
、
私
の
西
田
哲
学
理
解
お
よ
び
解
釈
に
は

た
し
か
に
批
判
が
あ
り
、
西
田
学
派
の
先
輩
た
ち
の
意
見
と
違
い
、
そ
れ

と
対
立
す
る
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
考
え
る
と
こ
ろ

を
卒
直
に
申
し
上
げ
て
御
繊
判
と
御
教
導
と
を
御
願
い
し
ま
す
。

一

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」

体
系
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

と
し
て
の

　
私
窃
身
か
つ
て
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
の
生
成
と
構
造
』
（
一
九
六
三

年
）
お
よ
び
『
へ
…
ゲ
ル
樹
心
の
体
系
と
方
法
』
（
一
九
六
一
年
、
薪
編

一
九
六
九
年
）
に
お
い
て
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
二
つ
の
体
系
」

に
つ
い
て
の
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
狭
義
の
体
系
、
す
な
わ

ち
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
け
る
論
理
学
↓
自
然
哲
学
↓
精
神

醤
学
と
い
う
体
系
で
あ
り
、
他
は
広
義
の
体
系
、
す
な
わ
ち
『
精
神
の
翼

象
学
』
↓
『
論
理
学
駈
（
『
論
理
学
の
学
』
）
↓
「
実
在
哲
学
偏
ま
た
は
む
し

ろ
と
く
に
『
歴
史
暫
学
繍
と
い
う
体
系
で
あ
り
ま
す
。
後
者
を
私
は
ま
た

「
発
展
に
お
け
る
へ
！
ゲ
ル
誓
学
（
体
系
）
偏
と
も
呼
び
ま
し
た
。
そ
れ

は
す
な
わ
ち
へ
…
ゲ
ル
尊
詠
の
発
展
を
直
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
と
考

え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぢ

　
も
っ
と
も
私
は
今
、
m
発
農
に
お
け
る
哲
学
」
を
と
く
に
「
構
造
的
発
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屡
に
お
け
る
哲
学
」
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
発
展
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
暫
学
と
し
て
の
体
系
」
は
「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
誓
学
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

体
系
」
と
な
り
、
「
発
出
展
に
お
∴
げ
る
へ
…
ゲ
ル
哲
学
（
体
系
）
」
は
「
欝
獅
聴
隙

的
発
展
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
（
体
系
）
」
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
は
私
の
恩
想
の
変
化
で
は
な
く
て
、
単
に
い
っ
そ
う
詳
し
い
規
定
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。

　
狭
義
の
体
系
は
「
本
質
学
の
立
場
に
お
け
る
体
系
」
と
も
い
わ
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
そ
こ
で
は
、
「
予
傭
概
念
」

（
＜
o
導
⑦
α
q
甑
魔
）
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
識
学
と
し
て
の
現
象
学
が

本
質
学
と
し
て
の
論
理
学
に
超
越
さ
れ
、
実
在
哲
学
と
し
て
の
自
然
誓
学

お
よ
び
精
神
哲
学
が
論
理
的
理
念
の
外
化
と
し
て
の
宿
然
お
よ
び
精
神
の

学
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
今
、
実
在
哲
学
を
論
理
的
理
念
の
外
化
の
学
と
い
い
ま
し
た
。
自

然
哲
学
が
論
理
的
理
念
の
骨
化
と
し
て
の
自
然
の
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
は
な
ん
び
と
も
反
対
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
精
神
哲
学
を
も

論
理
的
理
念
の
外
陣
と
し
て
の
精
神
の
学
と
見
る
こ
と
に
は
反
対
さ
れ
る

人
が
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
、
自
然
暫
学
に
つ
い
て
は

「
そ
れ
の
他
在
に
お
け
る
理
念
の
学
」
と
い
っ
て
い
る
に
対
し
て
、
精
神

誓
学
に
つ
い
て
は
「
そ
れ
の
他
在
か
ら
自
分
自
身
へ
復
帰
す
る
理
念
の

学
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
精
神
は
た
と
え
そ
れ
の
茅
野
か
ら
禽

分
自
身
へ
復
帰
し
そ
れ
の
他
在
を
血
卜
す
る
理
念
で
あ
り
ま
し
て
も
、
そ

れ
の
他
在
を
前
提
し
そ
れ
の
他
在
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
理
念
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
精
神
を
も
理
念
の
外
化
と
見
る
こ
と
は
決
し
て
誤

っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
と
し
て
の
体
系

　
こ
う
し
て
『
エ
ソ
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
！
』
に
お
げ
る
体
系
は
本
質
学
の

立
場
に
お
け
る
体
系
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
ま
た
「
直
線
的
な

体
系
」
、
ま
た
は
む
し
ろ
「
平
面
的
な
体
系
し
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
「
（
構
造
的
）
発
展
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
（
体
系
）
」

は
境
実
学
の
立
場
に
お
け
る
体
系
、
い
っ
そ
う
正
し
く
い
え
ば
境
象
学

（
意
識
学
）
工
論
理
学
（
本
質
学
）
↓
現
実
学
と
い
う
総
桜
的
立
場
に
お

け
る
体
系
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
ま
た
「
立
体
的
な
体
系
」
と

も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
「
発
展
に
お
け
る
恩
讐
（
体
系
）
」
と

い
い
ま
し
て
も
、
そ
の
発
展
は
と
く
に
「
構
造
的
発
展
」
で
す
。
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
発
展
に
お
け
る
哲
学
（
体
系
と
は
と
く
に
「
構
造
的
発
展
に
お
け
る

惣
学
（
体
系
）
」
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
論
理
学
（
本
質
学
）
は
同
時
に
存
在
論
・
形
蒲

上
学
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
神
学
で
あ
り
ま
す
が
、
彼
の
立
場
は
現
実
存
在

を
単
に
本
質
の
現
象
、
ま
た
は
む
し
ろ
本
質
存
在
そ
の
も
の
と
考
え
る
立

場
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
彼
に
お
い
て
は
「
存
在
論
」
と
い
う
も
の

も
現
実
学
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
へ
！
ゲ
ル
に
お
い
て

存
在
論
が
岡
時
に
論
理
学
で
あ
る
ゆ
え
ん
、
ま
た
は
逆
に
論
理
学
が
同
縛

に
存
在
論
で
あ
る
ゆ
え
ん
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は

論
理
学
と
存
在
論
と
は
ま
さ
に
共
に
本
質
学
と
し
て
一
つ
の
も
の
で
す
。

　
私
は
今
「
現
実
学
」
（
た
だ
し
こ
れ
は
フ
ラ
イ
ヤ
…
の
『
現
実
学
と
し

て
の
社
会
学
』
一
一
九
三
〇
年
－
一
1
に
お
け
る
「
現
突
学
」
と
岡
じ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
と
い
い
ま
し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
（
『
論
理

学
の
学
軸
）
に
お
い
て
は
現
実
存
在
ま
た
は
実
存
（
鍔
蝕
。
6
3
震
）
は
現
実

八
三
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態
（
≦
マ
冠
置
窪
8
騨
）
か
ら
明
確
に
区
劉
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
存
は
『
エ

ソ
チ
訊
ク
ロ
ペ
デ
ィ
！
』
に
お
い
て
は
「
論
理
学
偏
の
「
・
本
暫
ハ
論
」
に
お

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
「
規
象
」
の
前
の
「
実
存
の
根
拠
と
し
て
の
本
質
漏
の
な
か
で
「
自

分
自
身
へ
の
反
省
と
他
者
へ
の
反
省
と
の
直
接
的
親
ご
と
し
て
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
『
論
理
学
』
（
『
論
理
学
の
学
』
）
に
お
い
て
は
「
本
質
空
房

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
「
現
象
偏
の
な
か
で
「
直
接
態
へ
進
展
し
た
本
質
盤
」
・
「
本
質
と
そ
れ

の
蔭
接
態
と
の
区
測
さ
れ
た
統
ご
と
い
わ
れ
、
そ
の
償
前
に
、
す
な
わ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ち
「
自
分
瘡
身
の
な
か
で
の
反
省
と
し
て
の
本
質
」
の
最
後
に
「
根
拠
と

条
件
と
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
且
つ
媒
介
の
廃
棄
に
よ
っ
て
自
分
自
身
と

同
一
な
直
鍍
態
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
Q

　
そ
れ
に
対
し
て
現
実
態
は
、
『
論
理
学
』
（
『
論
理
学
の
学
』
）
の
「
本
質
論
扁

に
お
い
て
は
端
的
に
「
本
質
と
実
存
と
の
統
一
態
」
と
し
て
規
定
さ
れ
、

『
エ
ン
チ
義
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
い
て
も
「
論
理
学
」
の
「
本
質
論
」

の
な
か
で
「
本
質
と
実
存
と
の
、
ま
た
は
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と

の
藏
接
的
に
成
っ
た
統
一
態
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
実
轟
仔
」
は
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お

い
て
と
は
異
な
っ
て
、
単
に
主
体
的
な
も
の
ま
た
は
人
影
的
な
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
没
本
質
的
な
も
の
と
し
て
む
し
ろ
現
象
で
あ
り
、
本
質
と
実

存
ま
た
は
現
象
と
の
統
一
こ
そ
濁
実
態
で
あ
り
ま
す
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
実
在
哲
学
も
境
実
学
と
し
て
は
成
立
せ
ず
、
『
エ

ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
や
『
法
折
口
学
』
に
お
い
て
、
「
精
神
折
R
学
」
。
｛
各

観
的
精
神
の
一
段
階
、
こ
の
も
の
の
最
高
段
階
と
し
て
成
立
す
る
「
歴
史

暫
学
」
・
「
世
界
史
の
哲
学
」
が
、
現
実
学
と
し
て
の
最
亀
強
い
性
格
を
も

っ
て
い
ま
す
。

八
四

　
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
歴
史
哲
学
」
も
理
性
・
冥
界
精
神

の
展
開
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
学
と
し
て
の
性
格
が
完
全
に
発

揮
さ
れ
て
い
る
と
は
い
わ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
へ
…

ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
を
想
趨
す
べ
き
で
し
ょ

う
。　

し
か
し
と
に
か
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
エ
ン
チ
鳳
ク
ロ
ペ
デ
ィ
…
隔
に
お

け
る
体
系
が
本
質
学
の
立
場
に
お
け
る
体
系
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
発
展

！
構
造
酌
発
展
－
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
（
体
系
）
」
は
、
『
精
神

の
現
象
学
』
↓
『
論
理
学
』
　
（
『
論
理
学
の
学
』
・
『
エ
ン
チ
ユ
ク
ロ
ペ
デ

ィ
i
』
全
体
）
↓
「
実
在
暫
学
」
と
く
に
『
歴
史
哲
学
』
と
し
て
の
現
実
学

の
立
場
、
ま
た
は
意
識
学
↓
論
理
学
（
本
質
学
）
↓
現
実
学
の
総
合
的
立

場
に
立
つ
体
系
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
へ
：

ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
が
ま
さ
に
体
系
と
し
て
成
立

す
る
の
で
す
。
し
か
も
こ
の
発
展
が
構
造
的
発
展
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
体
系
は
単
に
直
線
的
な
体
系
・
平
薗
的
な
体
系
で
は
な
く
て
、

立
体
的
な
体
系
・
構
造
的
な
体
系
な
の
で
す
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
現
象
学
（
意
識
学
）
↓
論
理
学
（
本
質
学
）
↓
現

実
学
（
実
在
哲
学
と
く
に
歴
史
暫
学
）
の
横
造
的
体
系
は
彼
の
哲
学
の
発

展
史
的
見
地
・
現
象
学
的
見
地
・
ビ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
王
地
か
ら
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
論
理
的
見
地
お
よ
び
歴
史
的
見
地
（
す
な
わ
ち
現

実
的
見
地
）
か
ら
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
別
様
に
規
定
さ
れ
、
且
つ
三
つ
の
見

地
の
連
関
も
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
問
題
お
よ
び
そ

れ
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
の
生
成
と
構
造
』

（
私
は
そ
こ
で
へ
…
ゲ
ル
の
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
！
』
の
最
後
の
四



1085

簸
に
お
け
る
門
哲
学
の
推
論
」
を
こ
の
問
題
の
論
理
化
と
考
え
て
い
ま
す
）

お
よ
び
『
人
間
学
的
唯
物
論
の
立
場
と
体
系
』
（
一
九
七
一
年
）
に
お
い

て
の
べ
て
お
り
、
そ
れ
の
い
っ
そ
う
の
展
附
の
必
要
を
感
じ
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
私
は
今
も

人
間
学
的
唯
物
論
が
そ
の
展
開
を
可
能
に
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
体
系
を
、
そ
れ
の
発
展
と
し
て
理
解
す
る
た

め
に
は
、
『
精
神
の
翼
象
学
』
以
荊
の
彼
の
哲
学
に
言
及
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
前
一
現
象
学
は
、
論
理
学
や
精
神
哲
学
や

自
然
哲
学
、
さ
ら
に
は
法
浮
戸
や
鷹
史
哲
学
、
ひ
い
て
『
エ
ン
チ
晶
ク
ロ

ペ
デ
ィ
…
』
全
体
、
さ
ら
に
は
現
象
学
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
も
の
の

準
備
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
の
材
料
と
し
て
、
意
義
や
闘
係
を
も

っ
て
い
ま
す
が
、
「
発
展
に
お
け
る
へ
！
ゲ
ル
趨
学
（
体
系
）
」
の
形
成
に

は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
と
え
始
め
か
ら
自

分
の
哲
学
体
系
を
意
図
し
て
い
た
と
し
ま
し
て
も
、
始
め
か
ら
霞
分
の
哲

学
体
系
を
「
発
展
に
お
け
る
哲
学
（
体
系
）
」
と
し
て
意
図
し
た
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
『
精
神
の
現
象
学
』
以
後
、
と
く
に
そ
れ
の
「
序
言
」

（
＜
o
敢
闘
の
）
以
後
、
ま
た
は
『
論
理
学
』
（
『
論
理
学
の
学
』
）
以
後
そ
の

よ
う
な
体
系
が
自
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
「
発
展
ー
ー
構
造
的
発
展
一
1
に
お

け
る
哲
学
（
体
系
）
」
と
し
て
成
就
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
始
め
は

彼
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
体
系
は
『
エ
ン
チ
ュ
ク
『
ヘ
デ
ィ
…
』
の
体
系
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
も
し
へ
：
ゲ
ル
が
始
め

『
エ
ソ
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
体
系
を
体
系
の
全
体
と
し
て
考
え
て
い

た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
の
本
質
論
的
立
場
の
せ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
の
場
合
に
は
「
発
展
に
お
け
る
へ
！
ゲ
ル
哲
学
（
体
系
）
」
も
へ
ー
ゲ

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
と
し
て
の
体
系

ル
自
身
の
霞
覚
的
立
場
で
は
な
い
、
彼
は
少
な
く
と
も
『
エ
ソ
チ
ュ
ク
芦

ペ
デ
ィ
i
』
に
お
い
て
そ
の
立
場
を
捨
て
た
と
い
わ
れ
て
い
い
で
し
ょ

う
。
私
は
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
…
』
に
お
け
る
「
予
備
概
念
」
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
う
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
お
い
て
も
、
「
発
展
…
一
構
造
的
発
展
一

に
お
け
る
醤
学
（
体
系
）
偏
は
始
め
か
ら
の
も
の
で
な
く
、
ま
た
最
後
ま

で
の
も
の
で
も
な
い
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
も
し
私
た
ち
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
な
ら
っ
て
、
コ
読
者
は
著
者
を
、

著
春
自
身
が
理
解
し
て
い
た
よ
り
も
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
い
な
理
解
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
し
ま
す
な
ら
ば
、
そ
の
と

き
は
私
た
ち
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
も
そ
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
こ
と
が

で
き
る
し
、
ま
た
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
ま
た
私
た
ち
が

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
に
な
ら
っ
て
、
「
彼
を
理
解
す
る
こ
と
は
彼
を
越
え

る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
た
だ
カ
ン
ト
に
対

し
て
だ
け
で
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
も
ま
た
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ま
た
西
懸
幾
多
郎
先
生
に
対
し
て
も
い
わ
れ
る
、
い

な
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
誓
学

史
は
飼
時
に
現
代
の
哲
学
、
自
分
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
哲
学
で
あ
る
こ
と

が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　
　
二
　
　
「
発
展
に
お
け
る
哲
学
と
し
て
の
体
系
し
と

　
　
　
　
　
西
田
哲
学

　
西
田
幾
多
郎
先
生
の
哲
学
が
始
め
て
「
西
田
誓
学
」
と
呼
ば
れ
た
の

は
、
と
く
に
酋
田
先
生
の
「
場
所
」
（
一
九
二
六
年
）
を
批
判
し
た
左
右

八
五



10sno

誓
学
研
究
　
第
五
菖
四
十
一
号

田
喜
一
郎
氏
の
「
西
塔
誓
学
の
方
法
に
就
い
て
」
（
一
九
二
六
年
）
に
お

い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
「
場
所
」
の
論
理
が
始
め
て
「
西
照
哲

学
」
を
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　
私
は
か
つ
て
『
大
正
雑
学
史
研
究
』
（
一
九
穴
五
年
）
に
お
い
て
西
田

哲
学
を
蔚
期
と
後
期
と
に
わ
け
、
南
濃
を
「
現
象
掌
的
心
理
主
義
曲
時

代
」
と
し
て
規
定
し
、
後
期
を
「
存
在
論
酌
論
理
学
的
時
代
」
と
し
て
規

定
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
私
は
、
西
田
哲
学
の
前
期
か
ら
の
後
期
へ
の
展

開
を
、
心
理
主
義
か
ら
の
論
理
集
義
へ
の
農
囲
－
も
っ
と
も
こ
れ
は
厳

密
で
は
な
い
、
ま
た
は
説
明
を
要
す
る
規
定
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
私
は

今
は
そ
れ
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
ま
す
一
、
ま
た
は
現
象
学
か
ら

の
存
姦
論
へ
の
展
開
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
わ
け
で
す
。

　
た
だ
し
私
は
『
大
正
蘭
学
史
研
究
』
に
お
い
て
も
、
前
期
の
前
に
「
前

史
」
を
考
え
、
『
善
の
研
究
』
（
一
九
コ
年
）
以
前
を
そ
れ
に
あ
て
、
ま

た
後
期
の
後
に
、
ま
た
は
後
期
の
終
わ
り
に
そ
れ
と
な
ら
ん
で
「
晩
年
」

と
し
て
の
「
国
体
論
と
宗
教
的
法
界
観
扁
の
瞬
期
を
考
え
ま
し
た
。
西
田

先
生
は
す
で
に
、
と
く
に
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
年
）
代
に
参
禅
さ

れ
、
そ
の
敵
襲
は
「
仏
教
的
時
代
」
と
も
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
禅

の
思
想
は
前
期
に
も
後
期
に
も
背
景
ま
た
は
底
流
と
し
て
流
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
が
前
期
お
よ
び
後
期
に
お
い
て
も
筋
薗
ま
た
は
本

流
と
し
て
は
出
て
い
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。
む
し
ろ
、
西
田
哲
学
の
発

展
は
一
貫
し
て
西
洋
哲
学
と
の
格
闘
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
西
洋

に
お
け
る
薪
細
哲
学
と
の
格
闘
、
お
よ
び
西
洋
の
現
代
哲
学
の
展
開
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

格
闘
を
は
な
れ
て
西
田
誓
学
の
発
展
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
西
田
先
生
は

い
わ
ば
生
涯
に
わ
た
っ
て
宗
教
哲
掌
を
は
ら
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
主
題

八
詩

的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
晩
年
に
至
ら
れ
た
と
私
に
は
思
わ
れ
ま

す
。
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
批
界
観
」
（
一
九
四
五
年
）
が
そ
れ
の
発
芽

な
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
西
田
先
生
は
そ
れ
を
も
展
粥
さ
れ
る
こ
と
な
く

思
想
生
渚
を
了
え
ら
れ
ま
し
た
。
禅
は
西
田
暫
学
を
一
貫
し
た
も
の
で
は

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
と
私
は
考
え
ま

す
。
禅
の
解
釈
が
か
え
っ
て
、
そ
の
時
そ
の
蒔
に
西
田
哲
学
を
刺
戟
し
た

西
洋
哲
学
に
塾
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
禅
に
よ
っ
て
礪
照
建
学
の
後

期
を
毎
期
か
ら
区
鯛
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
む

し
ろ
逆
に
、
西
田
先
生
に
お
い
て
は
禅
の
解
釈
が
、
西
田
汚
塵
の
前
期
と

後
期
と
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
あ
る
い
は
禅
に
よ
っ
て
は
西
田
哲
学
の
魚
期
と
後
期
と
は
区
胴
さ
れ

ま
せ
ん
。
薦
田
哲
学
の
前
期
と
後
期
と
の
区
励
は
、
あ
く
ま
で
も
西
照

へ
　
　
　
へ

誓
学
の
区
刷
で
あ
り
、
西
洋
暫
学
、
そ
れ
の
解
釈
の
縮
違
に
よ
る
三
盆
で

す
。　

私
は
西
田
哲
学
に
つ
い
て
「
発
展
に
お
け
る
哲
学
と
し
て
の
体
系
」

の
問
題
を
考
え
る
場
倉
、
前
史
を
そ
の
発
展
の
な
か
に
入
れ
ま
ぜ
ん
。
前

史
は
西
田
暫
学
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
の
暫
学
的
意
義
に
か
ん

し
て
は
、
全
く
予
備
酌
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
『
精
神

の
現
象
学
』
以
前
が
彼
の
体
系
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
意
義
以
上
の
意
義

を
西
田
蘭
学
の
体
系
に
対
し
て
も
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も

ず
っ
と
微
小
で
あ
る
と
私
に
は
考
え
ら
れ
ま
す
。
（
ビ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
酌

に
は
「
前
史
」
が
も
っ
と
大
裏
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
。
）
し
た
が
っ

て
私
は
「
発
展
に
お
け
る
西
田
誓
学
（
体
系
）
」
を
問
題
と
す
る
場
合

に
も
も
っ
ぱ
ら
前
期
お
よ
び
後
期
に
限
り
ま
す
。
「
晩
年
」
も
「
前
史
」
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と
は
ち
が
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
除
外
さ
れ
ま

す
。　

「
晩
年
」
に
お
け
る
『
日
本
文
化
の
問
題
』
（
一
九
闘
○
年
）
・
「
国
家
理

由
の
問
題
偏
（
一
九
四
一
年
）
・
「
世
界
新
二
選
の
凍
理
扁
（
一
九
四
三
年
）

・
「
国
体
」
（
一
九
四
四
年
）
は
い
ず
れ
も
い
わ
ば
付
帯
的
な
も
の
で
あ

り
、
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
幾
界
観
」
（
一
九
四
五
年
）
は
少
な
く
と
も

宗
教
的
三
界
観
と
し
て
は
未
贋
開
で
あ
り
ま
す
。
（
も
っ
と
も
「
国
家
理

由
の
問
題
」
の
論
理
は
「
付
帯
的
な
も
の
」
と
も
晩
年
に
ぞ
く
す
る
と
も

い
わ
れ
ず
、
「
ポ
イ
エ
シ
ス
」
の
時
期
の
本
流
、
そ
れ
の
完
成
で
す
。
）
後

期
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
前
期
を
も
決
定
づ
け
る
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
論
理

で
あ
り
、
『
日
本
文
化
の
問
題
』
・
「
職
家
理
由
の
問
題
」
・
「
幾
界
新
秩
序

の
鼠
色
」
・
「
国
体
」
の
基
礎
に
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
論
理
…
一
い
わ
ば
そ
れ

の
非
本
来
的
な
形
態
一
が
あ
り
、
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」

の
論
理
は
い
わ
ば
も
ど
っ
て
行
為
的
直
観
‡
絶
対
矛
贋
的
麩
己
同
一
の
論

理
で
す
。

　
な
お
西
田
哲
学
の
前
期
お
よ
び
後
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
発
展
を
ど
う

考
え
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
は
今
も
大
体
や
は
り
か
つ
て
『
大
正
暫

学
史
研
究
』
に
お
い
て
の
べ
た
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
前
期
を
『
善
の

研
究
瞼
（
一
九
一
一
年
）
に
お
け
る
「
純
粋
経
験
↓
知
的
直
観
の
哲
学
（
ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
）
」
の
時
期
と
、
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
（
一

九
一
七
年
）
か
ら
『
芸
衛
と
道
徳
』
（
一
九
二
三
年
）
に
至
る
ま
で
の
「
自

覚
の
哲
学
」
の
時
期
と
に
わ
け
、
後
期
を
「
場
所
」
（
一
九
二
六
年
）
↓

『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
一
九
二
七
年
）
か
ら
『
哲
学
の
根
本

問
題
・
続
編
』
（
一
九
三
照
年
）
に
至
る
ま
で
の
　
「
場
所
↓
弁
証
法
的
一

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
偏
と
し
て
の
体
系

般
春
」
の
時
期
と
、
『
哲
学
論
文
集
・
聖
駕
（
一
九
三
五
年
）
か
ら
『
哲

学
論
文
集
∴
第
一
二
』
（
一
九
三
九
年
）
　
に
至
る
ま
で
の
「
行
為
的
旧
観
↓

絶
対
矛
盾
的
自
己
嗣
一
」
の
縛
期
と
、
『
哲
学
論
文
集
・
第
三
』
（
一
九
三

九
年
）
か
ら
『
哲
学
論
文
集
・
第
四
賑
（
一
九
曝
一
年
）
を
経
て
『
哲
学

論
文
集
・
第
五
』
　
（
一
九
四
四
年
）
に
懸
る
ま
で
の
「
ポ
イ
エ
シ
ス
の
時

期
」
と
に
わ
け
ま
す
鷺

　
率
　
私
は
『
大
正
暫
学
史
研
究
隔
に
お
い
て
は
「
場
所
↓
弁
証
法
的
一
毅
者
」

の
時
期
を
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
　
（
一
九
二
七
年
）
か
ら
『
無
の
農
覚

的
限
定
隠
（
一
九
三
二
年
）
に
蚕
る
ま
で
の
聴
期
と
し
、
「
行
為
的
膣
観
↓
絶
対
矛

濫
的
翻
己
同
一
」
の
時
期
を
『
魎
学
の
綴
添
問
題
』
　
（
一
九
三
三
年
）
か
ら
『
暫

学
論
文
集
・
第
二
臨
　
（
一
九
三
七
年
）
に
歪
る
ま
で
の
時
期
と
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
ば
こ
の
よ
う
に
、
千
竃
を
鴨
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
か
ら
『
暫
学
の
根

本
問
題
・
続
編
』
に
遜
る
ま
で
の
時
期
と
し
、
後
春
鳳
『
哲
学
論
文
集
・
第
一
晒

か
ら
『
哲
学
論
文
焦
↑
㌶
三
臨
に
棄
る
ま
で
の
時
期
と
す
る
と
い
う
ふ
う
に
訂
正

さ
れ
、
　
さ
・
り
に
　
『
誓
学
払
瀾
文
集
・
歪
み
ハ
』
　
（
一
九
四
五
年
目
　
お
・
よ
び
　
『
誓
学
論
文

集
・
第
七
晦
　
（
一
九
㎎
六
年
）
は
「
ボ
イ
ユ
シ
ス
」
の
時
期
か
ら
「
晩
年
」
に
移

さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
私
は
ま
た
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
の
生
成
と
構
造
』
に
お
い
て
、
「
現

象
学
の
三
重
性
格
」
、
す
な
わ
ち
予
備
学
・
意
識
学
・
本
質
学
（
の
一
端
）

…
1
『
エ
ン
チ
ェ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
「
糖
神
暫
学
」
に
お
け
る
「
糖
神

の
現
象
学
」
…
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
（
「
現
象
学
の
二

重
姓
毒
し
に
つ
い
て
は
へ
ー
リ
ン
グ
が
彼
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
、
彼
の
意
欲
お

よ
び
彼
の
驚
喜
』
…
1
一
九
三
九
年
…
一
の
な
か
で
語
っ
て
い
ま
す
が
、

私
は
そ
れ
を
『
ヘ
ー
ゲ
ル
暫
学
体
系
の
生
成
と
構
造
』
の
な
か
で
批
評
し

て
い
ま
す
。
へ
ー
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
「
本
質
学
、
そ
れ
の
一
端
と
し
て

八
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
一
号

の
現
象
学
」
、
つ
ま
り
『
エ
ソ
チ
ュ
ク
p
ペ
デ
ィ
i
隔
に
お
け
る
「
精
神

の
現
象
学
」
の
性
格
に
か
ん
す
る
明
確
な
細
握
が
な
い
の
で
す
。
）

　
そ
れ
に
対
し
て
西
田
誓
学
に
お
い
て
は
、
『
自
覚
に
於
け
る
論
難
と
反

省
鋤
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
『
善
の
研
究
』
も
決
し
て
予
備
学
と
し
て
意

図
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
始
め
か
ら
学
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
の
で
す
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
た
だ
『
善
の
研
究
』
お
よ
び

『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
が
共
に
予
備
学
と
し
て
、
学
そ
の
も
の

と
し
て
の
「
場
駈
」
以
後
に
対
す
る
の
で
は
な
い
だ
け
で
な
く
て
、
『
善

の
研
究
』
が
予
備
学
と
し
て
学
そ
の
も
の
と
し
て
の
『
自
覚
に
於
け
る
直

観
と
反
省
』
に
対
す
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
予

備
学
と
い
う
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
が
学
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
直
接
的
な
も
の
が
真
理
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
す
。
こ
こ
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
西
田
暫
学
と
の

対
立
点
が
あ
り
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
成
果
が
真
理
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
直
接
的
な
も
の
が
真
理
で
す
。
西
田
哲
学

に
お
い
て
は
純
粋
経
験
が
真
理
で
あ
り
叢
も
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
へ
…
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
感
性
的
確
実
性
は
真
理
で
は
な
く

て
最
も
抽
象
的
な
も
の
で
す
Q
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
知
的
直
観
と
『
精

神
の
規
象
学
』
に
お
け
る
絶
対
知
と
の
区
別
、
お
よ
び
『
善
の
研
究
』
に

お
け
る
純
粋
経
験
と
知
的
直
観
と
の
関
係
と
、
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お

け
る
感
性
的
確
実
性
と
絶
対
知
と
の
関
係
と
の
段
別
も
、
こ
こ
で
全
く
闘

ら
か
で
す
。

　
西
繊
先
生
が
「
場
所
の
論
理
」
に
移
ら
れ
る
際
に
も
、
ま
た
移
ら
れ
て

か
ら
も
、
そ
れ
以
前
の
立
場
一
純
粋
経
験
の
暫
学
・
膚
覚
の
哲
学
1
一

八
八

を
予
備
学
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
現
象

学
的
心
理
主
義
的
時
代
か
ら
の
存
在
論
的
論
理
学
的
時
代
へ
の
西
田
誓
学

の
発
展
を
予
備
学
か
ら
の
学
そ
の
も
の
へ
の
発
展
と
し
て
見
る
こ
と
は
、

「
私
た
ち
に
対
し
て
の
こ
と
」
…
こ
れ
は
た
だ
「
私
に
対
し
て
の
こ
と
」

に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
一
で
あ
っ
て
、
西
田
先
生
自
身
に
対

し
て
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
わ
れ
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
そ
れ
は
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
の
こ
と
扁
だ
と
私
は
い
い
た
い
の
で

す
。　

す
な
わ
ち
、
「
純
粋
経
験
」
↓
「
窃
覚
」
か
ら
の
「
場
所
」
へ
の
発
展
、

い
い
か
え
ま
す
と
現
象
学
・
心
理
主
義
か
ら
の
存
在
論
・
論
理
学
へ
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

展
は
、
薦
韻
暫
学
に
お
い
て
は
、
誓
学
の
深
化
と
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
予
備
学
か
ら
の
学
そ
の
も
の
へ
の
転
換
と
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。　

哲
学
の
発
展
と
体
系
と
の
関
係
か
ら
晃
ま
す
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お

い
て
は
、
そ
れ
の
立
場
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
の
方
法
が
確
立
さ
れ
た
『
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

神
の
現
象
学
』
以
後
の
発
展
が
一
つ
の
体
系
の
発
展
、
ま
た
は
む
し
ろ
そ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
体
系
の
成
就
で
あ
り
ま
す
。

　
も
っ
と
も
こ
の
体
系
が
直
線
的
平
量
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
立
体
的

構
造
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
私
が
さ
き
に
の
べ
た
通
り
で
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
論
理
掌
と
実
在
哲
学
と
を
平
翻
的
に
な
ら
べ
て
、
ま
ず

論
理
学
、
そ
し
て
次
に
実
在
哲
学
、
し
か
も
第
一
に
自
然
暫
学
、
第
二
に

糖
神
哲
学
、
さ
ら
に
こ
の
も
の
の
う
ち
で
も
法
哲
学
・
倫
理
学
・
歴
史
哲

学
（
世
界
史
の
哲
学
）
、
そ
し
て
最
後
に
芸
徳
哲
学
・
宗
教
哲
学
・
暫
学

と
い
う
よ
う
な
直
線
的
平
蕗
釣
な
「
体
系
の
発
展
ま
た
は
成
就
」
で
は
な
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く
て
、
意
識
学
（
琉
象
学
）
・
本
質
学
（
論
理
学
）
・
現
実
学
（
歴
史
哲

学
）
と
い
う
よ
う
な
立
体
的
構
造
的
な
「
体
系
の
発
展
ま
た
は
成
就
」
で

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
暫
学
に
つ
い
て
も
、
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
け
る
弁

証
法
と
、
『
論
理
学
』
に
お
け
る
弁
証
法
と
の
相
違
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
い
わ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
の
弁
証
法
、
歴
史
下
翼

実
の
弁
証
法
i
共
に
客
観
的
弁
証
法
i
－
一
と
、
意
識
の
弁
証
法
1
一
－
旧

観
塵
事
．
証
法
1
と
が
ち
が
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で

ノ
エ
シ
ス
的
弁
証
法
と
ノ
エ
マ
的
弁
証
法
と
の
相
違
は
重
要
な
縮
違
で

す
。
例
え
ば
「
疎
外
」
、
そ
れ
の
弁
証
法
は
、
翼
象
学
的
な
い
し
人
間
学

的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
論
理
学
的
存
在
論
的
な
概
念
で
は
な
い
と
い
わ
れ

ま
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
現
実
的
な
疎
外
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
環
象
学
的

人
間
学
的
概
念
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
ま
た
論
理
学
的
存
在
論
的
概
念

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
錬
外
の
概
念
が
へ
…
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
臨
や

マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
哲
学
手
稿
隠
に
は
ひ
ん
ぱ
ん
に
出
て
来
な
が
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
払
鯛
理
学
隔
や
・
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
弘
酬
臨
に
は
全
く
た
ま
に

し
か
出
て
来
な
い
こ
と
は
こ
の
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
、
彼
ら
の
思
想
の

変
化
に
よ
る
も
の
と
滑
る
こ
と
は
た
だ
限
定
さ
れ
た
意
殊
に
お
い
て
の
み

許
さ
れ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
『
精
神
の
現
象
学
』
や
『
経
済

学
哲
学
手
稿
』
と
『
論
理
学
』
や
『
資
本
論
』
と
の
対
象
の
根
魚
、
む
し

ろ
学
聞
的
性
格
の
相
違
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
。

　
し
か
し
、
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
け
る
弁
証
法
と
、
『
論
理
学
』
に
お

け
る
弁
証
法
と
の
畑
違
は
、
真
実
に
は
単
に
方
法
の
網
違
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
て
、
そ
れ
の
魂
が
方
法
で
あ
る
内
容
の
相
違
で
す
。
す
な
わ
ち
方

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
と
し
て
の
体
系

法
の
相
違
は
、
対
象
・
領
域
・
部
門
、
い
い
か
え
ま
す
と
体
系
に
お
け
る

位
置
・
段
階
の
絹
違
な
の
で
す
。
各
対
象
・
各
領
域
・
各
部
門
に
お
け
る

弁
証
法
は
一
様
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
弁

証
法
的
連
関
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
弁
読
法
は
弁
証
法
の
体
系
…
1
弁
証

法
的
体
系
i
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
す
韓
。
弁
証
法
は
三
つ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
四
つ
の
根
本
法
則
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
一
義
的

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
意
味
で
の
「
矛
盾
の
論
理
学
」
に
よ
っ
て
表
翼
さ
れ
る
の
で
な
く
、
た

だ
範
疇
体
系
－
『
論
理
学
の
学
』
－
と
し
て
の
み
蓑
現
さ
れ
る
の
で

す
。

　
寒
私
は
す
で
に
四
九
年
離
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
『
二
三
研
究
』
一

九
三
一
指
墨
・
八
・
九
薄
号
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
於
け
る
存
在
・
本
質
・

概
念
の
連
関
を
中
心
と
し
て
扁
を
発
表
し
て
、
こ
の
こ
と
を
へ
…
ゲ
ル
の
『
論
理

学
の
学
』
に
即
し
て
究
明
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
（
『
新
編
・
ヘ
ー
ゲ
ル
暫
学
の

偉
系
と
方
法
隔
参
照
）

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
『
精
神
の
現
象
学
』

に
お
い
て
方
法
…
弁
証
法
i
が
確
立
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
心
学
の
そ
の
後

の
発
展
は
そ
の
方
法
に
基
づ
い
て
の
体
系
の
発
展
ま
た
は
成
就
で
す
。
そ

れ
に
対
し
て
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
『
善
の
研
究
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
「
場
所
」
に
お
い
て
方
法
が
確
立
し
、
そ
の
方
法
に
基
づ
い
て
体
系
が

展
開
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
西
田
神
学
の
全
発
展
が
立
場
・
方
法
の
不
断

の
深
化
・
発
展
で
す
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
た
だ
前
期
の
内
翻
で
の
発
展
…
純
粋
経
験
↓
密

覚
1
お
よ
び
後
期
の
内
部
で
の
発
展
－
場
所
（
↓
弁
証
法
的
一
般

者
）
↓
行
為
酌
直
観
（
・
↓
絶
対
矛
盾
一
的
自
己
同
一
）
↓
ポ
イ
エ
シ
ス
f

八
九
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哲
学
研
究
　
第
五
菅
四
十
一
号

に
つ
い
て
い
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
前
期
か
ら
の
後
期
へ
の
発
展
に

つ
い
て
も
い
わ
れ
、
さ
ら
に
後
期
の
内
部
で
と
く
に
ポ
イ
エ
シ
ス
に
つ
い

て
最
後
に
そ
れ
が
歴
史
帥
実
在
の
論
理
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
際
に

つ
い
て
も
い
わ
れ
ま
す
Q

　
西
田
哲
学
に
お
け
る
前
1
「
場
所
」
と
「
場
所
」
以
後
と
の
関
係
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
暫
学
に
お
け
る
『
精
神
の
現
象
学
』
と
『
論
理
学
の
学
』
以
後

と
の
関
係
と
類
比
的
に
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
薦
濁
哲
学
に
お
い
て
は
前

一
「
場
所
」
が
現
象
学
で
あ
る
と
隅
時
に
論
理
学
（
存
在
論
）
で
あ
り
、

「
場
所
」
以
後
は
論
理
学
（
存
在
論
）
で
あ
る
と
同
時
に
現
象
学
で
あ
り

ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
経
験
概
念
」
（
一
九
五
二
年
目

に
お
い
て
『
精
神
の
現
象
学
』
と
『
論
理
学
の
学
』
と
は
「
学
へ
の
道
と

学
」
で
は
な
く
て
「
二
つ
の
学
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
私
は
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
い

が
、
西
田
哲
学
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ま
す
。

　
へ
！
ゲ
ル
自
身
は
あ
く
ま
で
も
現
象
学
（
意
識
学
）
と
論
理
学
（
存
在

論
）
と
を
紅
白
し
、
爾
者
の
関
係
を
堂
廊
学
↓
論
理
学
と
い
う
構
造
的
区

別
に
お
い
て
考
え
る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
解
釈
は
現
象
学
（
意

識
学
）
と
論
理
学
（
存
在
論
）
と
を
嗣
一
視
し
、
両
者
を
「
二
つ
の
学
そ

の
も
の
」
と
し
て
規
定
す
る
際
に
も
、
両
者
の
性
格
お
よ
び
内
容
を
同
一

視
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
お
い
て
は
、
現
象
学
が
存
在
論

視
ま
た
は
存
在
論
化
さ
れ
、
存
査
論
が
現
象
学
視
ま
た
は
境
象
学
化
さ

れ
、
「
二
つ
の
学
そ
の
も
の
」
と
い
わ
れ
て
も
現
象
学
的
存
在
論
・
存
在

論
的
現
象
学
と
い
う
一
つ
の
学
な
の
で
す
慧

　
　
零
落
は
『
現
代
思
想
』
　
7
九
七
八
年
餓
翔
［
一
窟
写
『
総
勝
集
一
へ
ー
ゲ
ル
既
に

九
〇

お
い
て
「
へ
…
ゲ
ル
の
現
象
学
的
観
念
論
」
に
つ
い
て
の
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

私
が
こ
こ
で
い
う
「
現
象
学
的
葎
巌
論
」
ま
た
ば
門
存
在
論
的
境
象
学
」
と
は
全

く
別
の
閣
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
の
門
現
象
学
的
存
在
論
」
ま
た
は
「
揮
在
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
翼
象
学
扁
は
門
現
象
学
と
葎
在
論
と
の
闘
一
化
」
を
意
味
し
ま
す
が
、
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
「
環
象
学
的
観
念
論
」
は
現
象
学
を
基
礎
と
し
た
護
憲
論
…
観
念
論
一
と

い
う
意
，
陳
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
西
田
哲
学
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
ま
す
。
前
1
「
場
所
」
の

時
期
に
お
い
て
も
、
西
田
先
生
は
御
霊
分
の
「
現
象
学
」
と
は
溺
に
そ
れ

が
至
る
「
存
在
論
」
を
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
な
く
、
「
境
域
学
」
を
岡

時
に
「
存
在
論
」
と
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
「
場
所
」
以
後
の
疇

期
に
お
い
て
も
西
田
先
生
は
御
自
分
の
「
存
在
論
」
の
ほ
か
に
…
前
に

一
そ
れ
に
至
る
「
現
象
学
」
を
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ん
。
す
な
わ
ち
、
前
期
に
お
い
て
は
、
「
現
象
学
」
が
瞬
時
に
「
存
在
論
偏

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
、
し
た
が
っ
て
「
存
在
論
約
現
象
学
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
あ
り
、
後
期
に
お
い
て
は
「
存
在
論
」
が
同
時
に
「
現
象
学
」
と
し

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
、
し
た
が
っ
て
「
現
象
学
的
存
在
論
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。　

し
か
し
「
二
つ
の
学
そ
の
も
の
偏
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
事
論
理
学
（
存
在
論
）
と
し
て
結
局
岡
一
論
的
に
「
一
つ
の
学
」
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
現
象
学
爲
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
学
（
存
在
論
と
）
い
う
ふ
う
に
交
働
論
的
に
「
一
つ
の
学
」
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
へ
…
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
現
象
学

と
論
理
学
と
は
あ
く
ま
で
も
区
話
し
て
考
え
ら
れ
、
彼
に
お
い
て
両
者
の

同
一
性
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
論
理
学
が
「
そ
れ
自
体
に
お
け
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る
理
念
」
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
現
象
学
は
「
意
識
に
対
す
る

理
念
扁
ま
た
は
「
意
識
に
お
け
る
理
念
偏
も
し
く
は
「
理
念
の
意
識
扁
を

対
象
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
す
。

　
「
発
展
一
－
た
だ
し
構
造
的
発
展
一
に
お
け
る
哲
学
と
し
て
の
体

系
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
成
立
し
ま
す
が
、
西
細
醤
学
に
お
い
て

は
成
立
し
ま
せ
ん
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
現
象
学
、
あ
る
い
は

「
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
」
が
存
在
論
と
鴬
巣
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
道
で

あ
る
限
り
は
「
発
展
に
お
け
る
暫
学
」
と
し
て
の
体
系
が
成
立
し
ま
す

が
、
現
象
学
と
存
在
論
と
が
同
一
化
さ
れ
、
「
現
象
学
的
存
在
論
」
ま
た

は
「
存
在
論
的
現
象
学
扁
が
生
じ
た
限
り
は
、
「
発
展
に
お
け
る
暫
学
」

と
し
て
の
体
系
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
た
と
え
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
暫
学
に
つ

い
て
も
「
転
回
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
と
く
に
「
ヒ
ュ
…
マ
隔
　
ズ
ム

を
越
え
て
」
（
一
九
四
七
年
）
に
お
い
て
現
象
学
か
ら
の
存
在
論
へ
の
転

園
が
行
わ
れ
た
と
し
ま
し
て
も
、
『
存
在
と
時
間
』
の
第
二
部
が
ま
さ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
第
二
部
と
し
て
出
さ
れ
な
い
限
り
、
ま
た
彼
の
後
期
の
哲
学
が
『
存
在

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
時
間
』
の
第
二
部
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
う
い
わ
れ
る
と

私
は
考
え
ま
す
。

　
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
も
、
彼
の
初
期
の
現
象
学
一
『
存
在
と
無
』

－
が
、
後
期
に
お
い
て
存
在
論
一
多
分
に
唯
物
論
化
な
い
し
マ
ル
ク

ス
主
義
化
さ
れ
た
存
奈
論
、
す
な
わ
ち
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
i
と

な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
共
に
現
象
学
的
存
在
論
ま
た
は
存
在
論
的

現
象
学
で
あ
っ
て
、
「
現
象
学
と
存
在
論
」
で
な
い
限
り
、
同
じ
こ
と
が

い
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
西
田
先
生
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
に
つ
い
て
＝
轟
歯
す
れ
ば
、
西
田
先
生

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
誓
学
」
と
し
て
の
体
系

が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
論
文
の
主
題
と
さ
れ
た
の
は
「
私
の
立
場
か
ら
見
た

へ
…
ゲ
ル
の
弁
証
法
」
（
一
九
三
一
年
）
が
最
初
で
あ
り
、
ま
た
最
後
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
四
高
の
思
出
〕
（
一
九
　
一
七
年
）
に
よ
り
ま
す
と
灘
圃

先
生
は
す
で
に
四
高
の
生
徒
で
あ
ら
れ
た
時
代
に
『
論
理
学
』
の
ウ
ォ
レ

ー
ス
訳
に
接
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
（
私
は
一
八
年
薗
に
こ
れ
を
金
沢
大
学
に

お
い
て
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
）
後
年
の
「
場
所
」
以
後
に
お
い
て
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
『
善
の
研
究
繍
に
お
い
て
も
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反

省
』
に
お
い
て
も
へ
…
ゲ
ル
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
す
が
、
そ

れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
か
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な

い
と
私
は
考
え
ま
す
。
門
西
田
幾
多
郎
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
」
は
ま
こ
と
に

有
意
義
な
テ
…
マ
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
七
〇
歳
を
越
え
た
私
に
は
残
念

な
が
ら
そ
の
た
め
の
時
漉
す
な
わ
ち
生
命
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私

は
そ
れ
を
へ
…
ゲ
ル
暫
学
お
よ
び
薦
田
暫
学
の
若
い
研
究
者
た
ち
に
期
待

し
て
い
ま
す
。

　
西
田
先
生
が
本
格
的
に
へ
…
ゲ
ル
、
そ
れ
の
弁
証
法
と
対
決
さ
れ
た
の

は
、
マ
ル
ク
ス
を
介
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
注
置
さ
れ
る
べ
き
こ
と

で
す
。
こ
の
点
は
田
辺
元
先
生
も
同
じ
こ
と
で
す
。
田
辺
先
生
が
即
物
弁

’
証
法
・
絶
対
弁
”
証
法
を
主
張
さ
．
れ
た
の
は
、
へ
…
ゲ
ル
の
隔
観
念
弁
一
十
法
と

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
と
の
双
方
に
対
立
し
て
で
あ
り
、
西
田
先
生
が

「
無
の
弁
証
法
」
を
主
張
さ
れ
た
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
も
マ
ル

ク
ス
の
弁
証
法
を
も
「
有
の
弁
証
法
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
の
こ
と
で

す
。　

田
辺
先
生
は
西
照
先
生
よ
り
も
畢
く
、
す
で
に
「
弁
三
法
の
論
理
」
（
一

九
二
七
－
二
九
年
）
↓
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
（
一
九
三
二
年
）

九
一
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に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
、
彼
ら
の
面
影
法
を
問
題
に
し
て

お
ら
れ
ま
す
が
、
菰
田
先
盤
は
田
辺
先
生
よ
り
も
早
く
、
且
つ
田
辺
先
生

よ
り
も
熱
心
に
、
た
だ
『
資
本
論
』
お
よ
び
『
デ
ュ
ー
リ
ン
ク
属
の
科
学

の
変
革
』
・
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
終
罵
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
』
、
さ
ら

に
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
・
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
稿
」
だ
け
で

な
く
、
『
経
済
学
哲
学
季
稿
』
を
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
戦
士
↓
戦
中
の
唯
物
論
哲
学

者
と
し
て
は
た
だ
一
人
一
三
本
難
曲
を
除
い
て
、
ま
た
は
む
し
ろ
三
木

清
氏
以
上
に
（
た
だ
し
三
木
満
規
が
主
と
し
て
「
ポ
イ
ユ
シ
ス
の
論
理
」

に
よ
っ
て
お
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
梯
明
秀
氏
は
主
と
し
て
「
行
為
的
薩

観
の
論
理
」
に
よ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
）
一
実
濁
哲
学
を
高
く
評
価
し

「
西
田
暫
学
を
讃
ふ
」
（
一
九
三
七
年
）
を
書
か
れ
た
梯
明
秀
氏
は
、
『
経

済
学
哲
学
手
稿
隔
を
西
照
先
生
に
紹
介
し
た
の
は
自
分
で
あ
る
と
い
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。

　
戦
前
↓
戦
中
の
唯
物
論
哲
学
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
西
田
哲
学
に
お
け
る

「
無
の
弁
証
法
」
に
反
対
し
ま
す
、
例
え
ば
鍔
坂
潤
氏
は
「
『
無
の
論
理
』

は
論
理
で
あ
る
か
2
」
（
一
九
　
曇
奪
）
に
お
い
て
、
西
田
暫
学
に
お
け

る
無
は
形
諏
上
学
的
な
も
の
で
な
く
て
方
法
で
あ
る
と
理
解
し
な
が
ら
、

し
か
も
「
無
の
論
理
扁
と
し
て
の
「
灘
覚
の
弁
証
法
」
は
単
に
「
弁
証
法

の
自
覚
」
に
す
ぎ
ず
、
弁
証
法
が
論
理
・
方
法
で
あ
る
た
め
に
は
そ
れ
は

「
有
の
弁
証
法
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
三
枝

本
音
玩
は
『
日
本
に
於
け
る
哲
学
的
観
念
論
の
発
達
史
』
（
一
九
三
四
年
）

お
よ
び
「
酒
預
暫
学
の
根
・
本
問
題
」
（
一
九
三
四
年
）
の
な
か
で
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
に
か
ん
す
る
西
田
先
生
の
解
駅
お
よ
び
蓉
田
先
生
の
弁
”
証

九
二

法
に
お
い
て
は
「
圃
執
」
・
「
偏
執
」
の
契
機
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
挑
回

し
、
ま
た
西
田
哲
学
に
お
い
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
ノ
エ
マ
的
・

主
面
的
契
機
を
弁
証
法
に
お
け
る
肯
定
蘭
契
機
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。
梯
矯
も
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
行
為
的
直
観
の
論
理
」
を
「
実
践
的

直
観
の
論
理
」
と
し
て
評
価
し
な
が
ら
、
弁
証
法
を
無
の
弁
証
法
・
絶
対

無
の
弁
証
法
と
し
て
で
な
く
、
有
の
弁
難
法
・
絶
対
有
の
弁
誕
法
と
し
て

と
ら
え
、
そ
れ
の
ノ
エ
マ
的
限
定
・
疇
聞
的
限
定
を
強
調
さ
れ
て
い
ま

す
。
三
木
清
矯
は
「
西
田
暫
学
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
一
九
三
六
年
）
に

お
い
て
、
戸
駁
氏
と
ち
が
っ
て
、
「
無
の
論
理
」
を
「
世
界
の
論
理
」
一

「
歴
史
的
世
界
の
論
理
し
一
と
し
て
と
ら
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
が

「
和
鰐
の
論
理
扁
と
し
て
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
い
う
「
実
践
の
契

機
」
が
失
わ
れ
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
慧

　
孝
「
室
蘭
↓
戦
中
の
『
左
翼
』
哲
学
者
た
ち
が
観
た
茜
照
哲
学
の
論
理
」
の
や

や
詳
細
な
規
定
に
つ
い
て
は
『
理
想
』
一
九
七
九
年
一
一
帰
号
に
お
け
る
私
の
同

名
の
論
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
篤
学
に
お
い
て
成
立
す
る
「
発
展
I
i
構
造
的
発
展

1
一
に
お
け
る
哲
学
と
し
て
の
体
系
」
が
西
田
暫
学
に
お
い
て
は
成
立
し

な
い
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
西
田
哲
学
全
体
、
ま
た
は

前
期
と
後
期
と
の
関
係
に
か
ん
し
て
で
あ
っ
て
、
西
田
先
生
は
何
度
か
体

系
の
構
築
を
企
て
て
お
ら
れ
ま
す
。
い
な
、
西
田
暫
学
の
発
展
が
と
く
に

立
場
ま
た
は
方
法
の
発
展
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
段
階
に
お
い
て
体
系
が

成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
た
だ
西
田
暫
学
に
お
い
て
は
立
場

が
確
立
し
方
法
が
成
立
す
る
と
、
そ
こ
で
全
体
的
な
体
系
が
成
立
す
る
い

と
ま
が
な
く
、
立
場
が
確
立
し
方
法
が
成
立
す
る
や
い
な
や
、
ま
た
は
そ



1093

れ
に
よ
っ
て
た
だ
体
系
の
薫
る
部
門
が
成
立
し
た
だ
け
で
、
古
い
立
場
・
古

い
方
法
を
越
え
て
継
し
い
立
揚
・
姦
し
い
方
法
に
進
み
、
そ
の
進
行
が
無

限
に
つ
づ
け
ら
れ
て
、
最
後
の
立
場
・
最
後
の
方
法
に
よ
る
金
体
系
が
成

立
し
な
か
っ
た
だ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
西
田
暫
学
の
体
系
は
重
暦

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
な
一
た
だ
し
幾
多
の
欠
如
を
も
っ
た
～
体
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
い
わ
れ
ま
す
。
（
「
璽
層
的
な
体
系
」
と
い
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の

現
象
学
』
が
そ
う
い
う
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
へ
；
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現

象
学
』
は
全
体
と
し
て
「
精
神
扁
の
一
つ
の
巨
大
な
体
系
で
あ
り
、
ま
た

例
え
ば
「
意
識
」
　
・
「
自
己
意
識
」
・
「
理
性
」
の
三
体
系
ま
た
は
「
意

識
」
・
「
自
己
意
識
」
・
「
理
性
」
・
「
縞
神
」
の
眼
体
系
の
重
層
一

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
も
完
成
し
且
つ
欠
如
を
も
た
な
い
体
系
一
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
）

　
『
善
の
研
究
』
が
す
で
に
一
つ
の
体
糸
で
す
。
『
膚
覚
に
於
け
る
直
観

と
反
省
撫
も
、
「
学
へ
の
道
」
と
し
て
の
『
善
の
研
究
』
に
対
す
る
「
学

そ
の
も
の
」
、
そ
れ
の
体
系
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
し
か
し

私
は
た
だ
『
善
の
研
究
』
だ
け
で
な
く
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』

も
主
観
一
客
観
の
立
場
に
立
つ
競
象
学
的
心
理
主
義
的
な
も
の
と
し
て
、

主
語
一
述
語
の
立
場
に
立
つ
「
場
所
」
以
後
の
存
在
論
的
論
理
学
的
な
哲

学
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
『
善
の
研
究
駈
↓

『
自
覚
に
於
け
る
痘
観
と
反
省
』
を
「
学
へ
の
道
↓
学
」
と
し
て
考
え
る

に
は
、
『
善
の
研
究
』
の
端
初
で
あ
る
純
粋
経
験
と
『
鼠
落
に
於
け
る
直

観
と
反
省
』
の
端
初
で
あ
る
事
行
と
の
関
係
、
『
善
の
研
究
』
の
終
端
で

あ
る
知
的
直
観
と
事
行
と
の
関
係
、
知
的
直
観
と
『
惣
覚
に
於
け
る
直
観

と
反
省
』
の
終
端
で
あ
る
絶
対
自
由
意
志
と
の
関
係
、
さ
ら
に
純
粋
経
験

と
絶
対
自
由
意
志
と
の
関
係
が
無
規
定
的
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

門
鮫
…
造
的
発
展
に
お
け
る
暫
学
し
と
し
て
の
体
系

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
『
精
神
の
規
象
学
』
の
嬬
初
で
あ
る
感
性
的
確

実
性
と
『
論
理
学
の
学
』
の
端
初
で
あ
る
有
（
純
粋
有
）
と
の
関
係
、

『
精
神
の
現
象
学
』
の
終
端
で
あ
る
絶
対
知
と
有
（
純
粋
有
）
と
の
関
係
、

絶
対
知
と
『
論
理
学
の
学
』
の
終
端
で
あ
る
理
念
（
絶
対
的
理
念
）
と
の

関
係
、
さ
ら
に
感
性
的
確
実
性
と
理
念
（
絶
対
的
理
念
）
と
の
開
演
は
全

く
規
定
的
で
あ
り
ま
す
。

　
『
自
覚
に
於
け
る
薗
観
と
反
省
』
（
一
九
一
七
年
）
↓
『
意
識
の
問
題
』

（
一
九
二
〇
年
）
↓
『
芸
術
と
道
徳
』
（
一
九
二
三
年
）
も
全
体
と
し
て
体

系
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
『
芸
術
と
道
徳
』
の
次
に
宗
教
論
を
書
く
っ
も
り

で
あ
っ
た
と
西
面
先
生
御
盗
身
が
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の

「
序
」
に
お
い
て
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
も
し
学
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
が
予
備

へ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
と
し
て
の
『
善
の
研
究
』
に
つ
づ
い
た
り
、
学
そ
の
も
の
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

「
場
所
」
以
後
が
予
備
学
と
し
て
の
両
者
に
つ
づ
い
た
り
し
た
な
ら
ば
、

前
の
場
合
に
は
知
的
直
観
と
寮
行
と
の
嗣
一
監
、
後
の
場
合
に
は
絶
対
自

由
意
志
と
場
所
と
の
同
一
性
、
つ
ま
り
い
ず
れ
の
場
余
に
も
絶
対
知
が
確

立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
場
所
」
（
一
九
二
六
年
）
↓
筒
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
嚇
九

二
七
年
）
か
ら
「
弁
証
法
的
一
般
岩
と
し
て
の
世
界
」
（
一
九
三
百
年
）

↓
『
哲
学
の
根
本
間
題
・
続
編
』
（
一
九
ヨ
四
年
置
に
至
る
過
程
も
体
系

と
し
て
成
立
し
ま
す
。

　
『
哲
学
論
文
集
・
第
一
』
（
一
九
三
五
年
）
は
「
哲
学
体
系
へ
の
企
図
」

と
い
う
副
題
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
「
行
為
的
直
観
の
立
場
」
（
一
九
三
五
年
）
↓
『
哲
学
論
文
集
・
第
一
』

九
三
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（
一
九
三
五
年
）
か
ら
「
絶
対
矛
鷹
的
霞
己
同
ご
　
（
一
九
三
九
年
）
↓

『
哲
学
論
文
集
・
第
三
』
（
一
九
三
九
年
）
に
至
る
過
程
も
体
系
と
し
て

成
立
し
ま
す
。

　
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
詞
ご
（
一
九
三
九
年
）
↓
『
心
学
論
文
集
・
第

三
』
（
一
九
三
九
年
掛
か
ら
『
暫
学
論
文
集
・
第
暇
』
（
一
九
四
一
年
）
に

穿
る
過
程
は
「
ポ
イ
エ
シ
ス
の
体
系
」
と
し
て
穀
後
の
体
系
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
『
日
本
文
紘
の
闇
題
』
（
一
九
四
か
年
）
・

「
国
家
理
由
の
問
題
」
（
一
九
西
一
年
）
、
お
よ
び
そ
の
後
に
「
世
界
新
秩

序
の
原
理
」
（
一
九
四
三
年
）
・
「
国
体
」
（
一
九
四
四
年
）
の
よ
う
な
付

帯
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
こ
の
期
に
と
く
に
多
い
蒔
局
的
な

も
の
で
あ
っ
て
晩
年
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
し

か
し
ポ
イ
エ
シ
ス
の
論
理
の
門
具
体
化
」
一
た
と
え
通
俗
的
ま
た
は
脱

落
的
な
具
体
化
で
は
あ
っ
て
も
一
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
国
家
理
由
の

問
題
」
の
論
理
は
単
に
付
帯
的
な
も
の
お
よ
び
通
俗
的
脱
落
的
な
具
体
化

と
い
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
期
、
お
よ
び
こ
の
期
に
つ
づ
い
て
は
ま
た
、
「
物
理
の
世
界
」
（
一

九
四
四
年
）
・
「
論
理
と
数
理
扁
（
一
九
西
鶴
年
）
・
「
生
命
」
（
一
九
照

四
－
四
五
年
）
・
「
数
学
の
哲
学
的
棊
礎
附
け
」
（
一
九
四
五
年
）
が
見

出
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
「
ポ
イ
エ
シ
ス
の
体
系
偏
に
そ
れ
の
補
完
と
し

て
ぞ
く
す
る
と
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
し
ま
た
前
史
の
、
ま
た
は
前
史

か
ら
の
関
心
の
新
し
い
哲
学
乱
漫
礎
づ
け
で
も
あ
り
ま
す
。

　
「
場
所
の
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
（
一
九
四
五
年
）
は
全
体
と
し
て

場
所
の
論
理
一
般
…
後
期
の
論
理
一
を
総
黒
し
て
い
ま
す
が
、
宗
学

的
世
界
観
に
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
論
理
よ
り
は
む
し
ろ
行
為
的
直
観
↓
絶
対

九
四

矛
蛮
的
自
己
岡
一
の
論
理
が
主
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ポ
イ
エ
シ

ス
の
論
理
か
ら
の
復
帰
と
考
え
ら
れ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
の
超

朧
と
し
て
「
晩
年
」
と
見
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

　
一
般
に
、
行
為
酌
直
観
↓
絶
対
矛
盾
的
自
己
岡
一
の
論
理
と
ポ
イ
エ
シ

ス
の
論
理
と
は
区
別
も
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
蒔
期
に
よ
っ
て
わ
け
ら
れ

も
せ
ず
、
簡
｝
の
論
理
の
二
親
ま
た
は
二
契
機
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

し
か
し
ど
ち
ら
か
が
主
要
契
機
と
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
区
別
が
あ
り

ま
す
。
西
田
学
派
の
人
々
に
も
こ
の
点
へ
の
洞
察
を
も
た
な
い
人
々
が
多

い
の
で
・
す
が
、
三
木
清
氏
は
明
ら
か
に
こ
の
点
へ
の
洞
察
を
も
っ
て
い
ま

す
。
三
木
氏
の
『
哲
学
入
門
』
（
一
九
四
〇
年
）
お
よ
び
『
構
想
力
の
論

理
・
第
こ
（
一
九
三
九
年
）
お
よ
び
そ
れ
の
『
第
二
』
（
一
九
鰻
六
年
）

は
と
く
に
西
田
哲
学
の
論
理
に
お
け
る
ポ
イ
エ
シ
ス
の
論
理
を
強
調
し
、

そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
た
も
の
で
す
。
私
が
単
に
三
木
哲
学
が
西
田
醤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
か
ら
学
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
逆
に
西
田
哲
学
の
方
で
三
木
哲
学
の
影
響

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
も
受
け
て
い
る
と
い
う
ゆ
え
ん
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
三

木
哲
学
に
お
け
る
構
想
力
の
論
理
は
単
に
酉
磁
暫
学
に
お
け
る
ポ
イ
エ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ス
の
論
理
の
三
木
約
解
頼
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
わ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
た

だ
し
三
木
氏
は
「
薦
田
誓
学
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
一
九
三
六
年
）
に
お

い
て
、
「
解
釈
は
批
判
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と

西
濁
哲
学
に
か
ん
す
る
三
木
氏
の
解
釈
は
た
だ
三
木
暫
学
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
西
田
暫
学
そ
の
も
の
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
、
西
田
哲
学
に
か
ん

す
る
一
お
そ
ら
く
は
薦
田
暫
学
の
他
の
学
徒
た
ち
の
i
催
の
諸
鋤
判

に
対
す
る
批
判
な
の
で
す
。
ま
こ
と
に
西
田
先
生
の
ど
の
論
文
、
ど
の
時

期
の
哲
学
を
重
視
す
る
か
は
そ
れ
自
身
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。
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西
繊
哲
学
の
各
時
期
に
お
い
て
体
系
が
成
立
す
る
こ
と
は
可
能
ま
た
は

む
し
ろ
必
然
で
あ
り
、
西
畑
先
生
も
隙
折
り
体
系
を
通
雲
さ
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
し
か
し
前
期
↓
後
期
を
包
ん
だ
、
あ
る
い
は
後
期
全
体
を
含
ん

だ
体
系
は
成
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
も
西
田
暫
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
暫
学

と
の
本
質
的
梱
違
点
が
一
つ
の
現
象
的
形
．
態
と
し
て
現
わ
れ
て
い
ま
す
。

西
田
哲
学
は
少
な
く
と
も
体
系
な
き
体
系
な
の
で
す
。

　
私
は
西
田
哲
学
は
、
そ
し
て
と
く
に
そ
れ
の
発
展
は
、
体
系
の
展
瀾
で

は
な
く
て
、
立
場
ま
た
は
方
法
の
深
化
で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
西
田
先

生
は
そ
れ
の
哲
学
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
何
圃
か
体
系
の
建
設
を
企
図

さ
れ
、
部
分
的
に
は
実
規
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
際
に
も
西
田
先

生
は
や
が
て
間
も
な
く
、
そ
の
古
い
立
楊
・
そ
の
古
い
方
法
に
満
足
さ
れ

ず
、
時
に
は
体
系
を
展
開
さ
れ
る
い
と
ま
も
な
く
、
時
に
は
体
系
の
建
設

を
中
途
で
放
棄
さ
れ
て
、
一
段
と
｛
早
い
撫
頂
を
目
ざ
し
て
、
新
た
な
立

場
・
懸
た
な
方
法
を
求
め
且
つ
展
開
し
て
進
ん
で
行
か
れ
ま
し
た
。
「
場

癬
」
の
論
理
も
「
密
覚
の
暫
学
扁
の
体
系
の
最
高
段
階
と
し
て
の
宗
教
論

が
考
え
ら
れ
た
際
に
生
ま
れ
た
方
法
で
す
。
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
宗
教
論

だ
け
の
特
殊
な
「
最
高
の
方
法
」
で
は
な
く
て
、
意
識
の
問
題
に
も
、
認

識
の
問
題
に
も
、
芸
術
の
問
題
に
も
、
道
徳
の
補
題
に
も
通
ず
る
一
般
的

方
法
で
す
。
「
自
覚
の
哲
学
」
全
体
が
そ
れ
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
深
め
ら

れ
、
や
が
て
技
術
の
論
理
・
歴
史
の
論
理
と
し
て
も
展
開
さ
れ
ま
す
。
薪

た
な
方
法
が
発
見
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
が
た
だ
最
高
の
対
象
の
方
法
・

最
高
の
方
法
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
止
ま
ら
ず
に
、
い
わ
ば
最
低
の
対
象

の
方
法
・
最
低
の
方
法
か
ら
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
方
法
・
あ
ら
ゆ
る
方
法
を

革
新
し
て
行
く
と
い
う
一
驚
的
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
西
田
暫
学

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
と
し
て
の
体
系

の
発
展
の
特
色
で
す
。

　
一
九
一
二
年
に
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
『
善
の
研
究
』
に
か
ん
す
る

西
田
幾
多
郎
先
生
と
高
橋
里
美
先
生
と
の
論
争
の
一
つ
の
焦
点
も
、
純
粋

経
験
を
特
殊
な
も
の
と
考
え
る
か
一
般
的
な
も
の
と
考
え
る
か
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
西
田
先
生
が
知
（
感
）
覚
・
思
惟
・
意
志
お
よ
び

知
薗
癒
観
を
す
べ
て
純
粋
経
験
…
少
な
く
と
も
い
わ
ば
そ
れ
の
程
度
上

の
差
一
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
高
橋
先
生
は
そ
れ
ら
の
も
の
の

問
の
性
質
的
差
異
を
強
調
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
後
に
西
田
先
生

の
弁
証
法
に
対
す
る
高
橋
先
生
の
「
包
弁
証
法
」
の
方
か
ら
の
批
判
と
も

関
連
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
西
田
先
生
は
最
高
の
山
頂
に
到
達
さ
れ
て
も
、
そ
こ
で
体
系
を

展
翻
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
生
涯
を
了
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
私
は
西
田
先
生
の
諸
著
書
を
と
く
に
連
続
的
、
こ
と
に
系
譜
的
に
読
む

ご
と
に
、
登
山
に
お
い
て
一
つ
の
頂
上
に
登
り
つ
め
る
と
共
に
、
い
っ
そ

う
高
い
次
の
頂
上
に
登
り
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
も
そ
の
た
め

に
は
ロ
ー
ブ
・
ウ
凱
イ
は
き
か
ず
、
も
う
一
度
裏
側
の
谷
底
ま
で
降
り
て

ま
た
は
落
ち
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
い
っ
そ
う
高
い
新
し
い
山
頂
に
登
り
薩

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
こ
の
行
程
を
際
限
な
く
、
す
な
わ
ち
い

わ
ば
悪
無
限
的
に
く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
感
じ
を
受

け
ま
す
。
（
私
た
ち
は
こ
う
い
う
感
じ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』

を
読
む
と
き
に
最
も
強
く
受
け
ま
し
ょ
う
。
）
し
か
も
そ
の
行
程
は
、
富
士

山
を
一
合
罎
、
二
合
圏
、
三
余
図
…
…
と
登
っ
て
行
く
と
い
う
ふ
う
に
連

続
曲
な
も
の
で
な
く
、
非
連
続
的
な
も
の
、
ま
た
は
葬
連
続
の
連
続
で

す
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
全
発
展
が
『
精
神
の
現
象
学
』
で
し
た
。
た

九
五
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だ
し
西
田
先
生
の
一
つ
一
つ
の
論
文
、
ま
た
は
一
冊
一
冊
の
著
書
は
『
精

神
の
現
象
学
』
で
な
く
、
ま
た
西
田
先
生
に
は
『
精
神
の
現
象
学
』
に
つ

づ
く
『
論
理
学
の
学
』
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
へ
…
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
は
最
後
に
「
真
無

限
」
と
し
て
の
「
絶
対
知
」
の
立
場
が
あ
り
、
そ
こ
で
『
論
理
学
の
学
』

お
よ
び
全
｛
体
　
系
（
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
）
が
展
開
さ
，
れ
ま
す
。
西

出
哲
学
に
お
い
て
も
最
後
に
は
「
絶
対
知
」
の
立
場
が
到
達
さ
れ
た
で
し

ょ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
は
『
論
理
学
の
学
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
『
エ

ソ
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
i
』
も
展
開
さ
れ
る
に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
発
展
一
構
造
的
発
展
1
が
そ
の
ま
ま
体
系
で

す
が
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
私
が
今
く

り
か
え
し
の
べ
た
こ
と
で
す
。
）

　
西
田
哲
学
の
全
体
的
解
説
書
と
し
て
は
古
い
も
の
に
高
由
岩
男
氏
の

『
西
田
哲
学
』
（
一
九
三
五
年
）
・
『
続
西
田
誓
学
』
（
一
九
三
九
年
）
、

柳
田
謙
十
郎
茂
の
『
実
践
哲
学
と
し
て
の
西
田
暫
学
』
（
一
九
三
九
年
）
・

『
三
聖
哲
学
体
系
』
　
一
二
冊
（
一
九
四
六
一
四
九
年
）
、
高
坂
正
顕
氏
の

『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
繍
（
一
九
鰹
七
年
）
等
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
西
田
哲
学
の
発
展
を
直
線
的
ま
た
は
平
面
的
な
体
系
の

展
開
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
～
　
と
く
に
墨
型
氏
の
も
の

は
西
田
暫
学
を
へ
！
ゲ
ル
p
的
に
、
『
エ
ン
チ
ュ
ク
μ
ぺ
一
ア
イ
隠
的
に
と
ら
・
兄

て
い
ま
す
。
僅
か
に
下
村
寅
太
郎
氏
の
『
西
田
暫
学
』
（
一
九
四
七
年
）

が
前
期
か
ら
の
後
期
へ
の
西
闘
暫
学
の
発
農
を
欝
造
的
に
と
ら
え
て
い
る

よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
曇
。
滝
沢
克
己
氏
の
『
薦
田
哲
学
の
根
本
聞

題
』
（
一
九
三
五
年
）
お
よ
び
近
刊
の
鈴
木
亨
角
の
『
西
田
幾
多
部
の
世

九
六

界
』
（
一
九
七
七
年
）
は
西
田
誓
学
を
解
説
的
に
で
な
く
主
体
的
に
自
分

の
暫
学
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
す
が
、
前
期
か
ら
の
後
期
へ
の
西
田

哲
学
の
構
造
的
発
展
に
は
や
は
り
余
り
注
署
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
長

昆
訓
孝
氏
の
『
西
田
哲
学
の
解
釈
』
（
一
九
六
〇
年
）
も
主
体
的
で
は
あ

る
が
や
は
り
多
少
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
「
解
釈
」
で
し
ょ
う
。

　
寒
　
た
だ
し
下
村
氏
は
夷
之
覚
に
於
け
る
臨
観
と
反
省
臨
と
ロ
イ
ス
の
ω
①
開

　
冨
箕
霧
Φ
彗
p
鳳
く
①
銘
斡
。
ヨ
i
ー
ノ
ー
ト
「
（
一
九
八
○
年
）
に
お
い
て
も
『
斜
照
哲

　
学
鮭
（
一
九
四
七
年
）
に
お
い
て
と
隅
様
に
、
西
田
哲
学
の
論
理
学
的
立
場
は
「
場

　
筋
」
か
ら
で
は
な
く
『
鶏
覚
に
於
け
る
薩
観
と
反
省
輪
か
ら
始
ま
る
と
見
て
お
ら

　
れ
ま
す
。

　
戦
後
に
お
い
て
は
西
田
哲
学
の
全
体
的
批
判
が
唯
物
論
の
方
か
ら
た
く

さ
ん
毘
て
お
り
、
小
松
摂
郎
幾
の
『
薦
田
哲
学
の
根
本
性
格
』
（
一
九
四

八
年
）
は
そ
れ
の
先
駆
で
あ
り
、
林
直
道
氏
は
一
九
四
八
年
に
『
西
細
哲

学
批
判
』
を
出
し
、
牧
野
周
吉
氏
は
一
九
五
三
年
に
『
西
田
暫
学
と
の
対

決
』
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
と
に
後
の
二
著
は
西
田
哲
学
の
後
期
に
余
り

注
饅
し
な
い
よ
う
で
西
田
暫
学
全
体
を
主
観
的
観
念
論
と
し
て
と
ら
え
て

い
ま
す
。
宮
島
肇
氏
の
『
明
治
的
思
想
家
像
の
形
成
一
西
田
哲
学
成
立

史
と
思
想
史
方
法
論
の
問
題
』
（
扁
九
六
〇
年
）
お
よ
び
由
田
宗
陸
墨
の

『
色
本
型
思
想
の
原
像
』
（
一
九
六
一
年
）
は
共
に
哲
学
史
的
研
究
と
い

う
よ
り
は
思
想
史
的
硯
究
で
あ
り
、
と
く
に
前
者
は
『
善
の
研
究
臨
以
後

を
扱
っ
て
い
ま
せ
ん
。
竹
内
良
知
氏
は
一
九
五
八
年
の
「
西
田
幾
多
郎
」
に

つ
づ
き
蝋
九
六
六
年
に
『
西
田
幾
多
郎
－
『
善
の
研
究
』
ま
で
』
を
出

し
て
お
り
、
そ
の
後
竹
内
幾
の
西
田
哲
学
解
釈
も
変
り
、
評
価
も
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
著
書
と
し
て
は
ま
だ
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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ピ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
は
最
近
西
細
先
生
の
孫
で
あ
ら
れ
る
上
繊
久

氏
が
『
祖
父
　
西
田
幾
多
郎
』
（
一
九
七
八
年
）
を
出
さ
れ
、
竹
田
篤
司

氏
が
『
西
田
幾
多
郎
』
（
一
九
七
九
年
）
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
後
潜

は
学
習
院
時
代
ま
で
で
あ
り
、
前
者
は
二
七
歳
ま
で
で
止
ま
っ
て
い
る

が
、
厳
密
且
つ
詳
細
な
考
証
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
ビ
オ
グ
ラ
フ

ィ
ー
に
欠
け
て
い
た
も
の
が
謡
え
ら
れ
、
誤
っ
て
い
た
も
の
が
訂
正
さ
れ

て
い
ま
す
。
続
篇
が
待
た
れ
る
こ
と
が
切
で
あ
り
ま
す
。

三
　
西
田
哲
学
・

　
　
学

へ
！
ゲ
ル
折
口
学
と
折
隅
学
的
弧
合
理

　
一
般
に
臼
木
に
お
い
て
は
哲
学
的
論
理
学
は
成
立
し
な
い
よ
う
で
す
。

　
世
界
哲
学
史
的
に
見
て
も
、
依
然
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学

一
超
越
論
的
論
理
学
i
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
爺
上
学
的
論
理
学
以

後
に
い
か
な
る
哲
学
的
論
理
学
が
成
立
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
～
　
現
代

に
お
い
て
も
、
実
存
哲
学
は
、
シ
ェ
ジ
ン
グ
お
よ
び
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
先

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

例
を
別
と
し
て
も
、
論
理
学
と
し
て
は
か
え
っ
て
形
式
論
理
学
し
か
認
め

ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
近
世
哲
学

史
の
た
め
に
』
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
；
ル
の
『
「
哲
学
的
断
片
」
へ
の
結
び
と
し

て
の
非
学
問
的
あ
と
が
き
』
に
お
い
て
明
ら
か
で
す
。
か
え
っ
て
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
『
充
足
理
歯
緯
の
四
つ
の
根
源
に
か
ん
し
て
』
に
お
い
て

形
而
上
学
的
論
理
学
の
一
面
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
論
理
実
証
虫
義
、
あ

る
い
は
も
っ
と
進
ん
だ
記
号
論
理
学
・
も
っ
と
広
い
分
析
鰐
鳥
も
、
「
論
理

の
哲
学
」
i
も
っ
と
も
そ
れ
も
「
論
理
の
科
学
偏
以
上
の
も
の
で
は
な
い

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
と
し
て
の
体
系

よ
う
で
す
が
一
で
は
あ
っ
て
も
哲
学
的
論
理
学
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
唯
物
弁
証
法
も
そ
れ
が
「
矛
盾
の
論
理
学
」
で
あ
り
、
し
か
も
雪
暗
に

「
存
在
論
」
で
あ
る
の
で
な
い
限
り
、
結
局
は
形
式
論
理
学
に
屈
聾
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
レ
ー
ニ
ン
は
別
と
し
て
も
、
少
な
く

と
も
現
代
の
唯
物
弁
証
法
哲
学
者
た
ち
、
と
く
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
批

判
』
（
一
九
三
〇
年
）
の
著
者
で
あ
る
デ
ポ
…
リ
ン
を
除
い
た
ソ
ビ
エ
ト

哲
学
者
た
ち
に
お
い
て
は
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

　
緕
本
に
お
い
て
も
同
様
で
す
が
、
た
だ
最
近
許
萬
元
氏
が
『
認
識
論
と

し
て
の
弁
証
法
』
（
一
九
七
八
年
夏
に
お
い
て
「
弁
証
法
の
存
在
論
的
性

格
」
を
詣
摘
さ
れ
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
の
存
在
論
的
意
義
」
に
つ

い
て
も
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
見
田
石
介
氏
は
遣
瀬
『
へ
：
ゲ
ル
大
論
理
学
研
究
』
（
一
九
七
九
－
八

○
年
）
に
お
い
て
は
『
資
本
論
の
方
法
』
（
一
九
六
三
年
）
に
お
い
て
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

異
な
っ
て
、
弁
証
法
を
存
在
論
・
暫
学
的
論
理
学
、
矛
盾
の
論
理
学
と
し

て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
依
然
と
し
て
形
式
論
理
学
と
弁
証

法
と
の
共
存
の
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
蓉

　
　
宰
私
も
殿
七
年
前
に
「
弁
証
法
・
認
識
論
・
論
理
学
の
嗣
一
性
に
就
い
て
一

　
薗
進
の
た
め
の
推
判
的
試
論
」
（
一
九
三
　
二
年
）
↓
『
認
識
論
と
し
て
の
弁
証
法
』

　
（
一
九
三
瞬
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
岡
一
性
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
『
人
間
学
的

　
唯
物
論
の
立
場
と
体
系
臨
（
一
九
七
一
年
）
に
も
お
さ
め
て
い
ま
す
。

　
ル
カ
ー
チ
（
一
九
二
三
年
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
　
・
一
九
四
八
年
『
砦

き
ヘ
ー
ゲ
ル
』
）
お
よ
び
コ
ル
シ
ュ
（
一
九
三
〇
年
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と

哲
学
』
）
に
お
い
て
は
弁
証
法
が
存
在
論
と
も
見
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
し

か
し
そ
の
「
存
昏
絶
」
が
と
く
に
主
観
化
ま
た
は
主
体
化
さ
れ
、
か
え
っ

九
七
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哲
学
研
究
　
策
五
醤
四
十
一
号

て
論
理
学
が
疑
問
に
な
り
ま
す
。
ル
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
、
少
な
く
と
も
後

半
（
一
九
五
八
年
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
諸
問
題
』
・
一
九
五
八
年

『
総
和
と
余
剰
』
）
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。

　
反
対
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
「
認
識
論
的
切
断
」

以
後
の
マ
ル
ク
ス
は
、
　
へ
：
ゲ
ル
お
よ
び
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
脱
却

し
て
、
そ
れ
の
弁
証
法
は
全
く
論
理
学
的
客
観
的
な
も
の
と
晃
ら
れ
て
い

ま
す
（
一
九
六
五
年
『
マ
ル
ク
ス
の
た
め
に
撫
・
一
九
六
九
年
『
レ
ー
ニ

ン
と
哲
学
』
・
一
九
六
九
年
『
レ
ー
ニ
ン
と
へ
…
ゲ
ル
臨
）
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
論
理
学
自
身
が
哲
学
的

で
し
ょ
う
。
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学
…
i
超
越
論
的
論
理
学
一
も
暫

学
的
で
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
、
少
な
く
と
も
『
論
理
学
の
学
』
以
後
に
お
い
て

は
、
論
理
学
は
存
在
論
・
形
而
上
学
と
誹
言
に
岡
一
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ

れ
の
精
髄
i
学
的
本
質
1
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は

論
理
学
と
存
在
論
と
の
同
一
性
に
よ
り
ま
す
が
、
ま
た
そ
れ
ら
の
論
理
学

が
「
記
号
に
窃
己
等
身
を
蓑
現
す
る
世
界
の
醤
語
的
自
己
表
現
の
形
式
」

で
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
言
葉
を
含
む
絶
筆
「
私
の
論
理
に
つ
い
て
」
（
一

九
四
五
年
）
に
よ
っ
て
海
田
先
生
は
、
哲
学
・
論
理
学
が
ま
さ
に
そ
う
い

う
も
の
で
あ
り
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
し
、
御
自
分
の
哲

学
・
論
理
が
誓
学
的
論
理
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
さ
れ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
薦
洋
の
哲
学
史
に
お
い
て
も
へ
…
ゲ
ル
以
後
暫
学
的
論
理
学
は

成
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
隠
田
哲
学
は
そ
れ
に
対
し
て
哲
学
的
論
理
学
を
打

ち
立
て
ら
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　
西
田
哲
学
に
は
た
し
か
に
哲
学
的
論
理
が
働
い
て
い
ま
す
。
い
な
、
西

田
哲
学
は
暫
学
的
論
理
そ
の
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
暫
学
的
論
理
学

九
八

と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
論
理
学
の
学
」
と
し
て
組
織
さ
れ
る
に
は
至
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
大
胆
に
い
い
ま
す
と
西
田
暫
学
も
結
局
現
象
学
に
止
ま
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
・
　
私
は
現
象
学
に
対
す
る
西
田
先
生
の
綾
烈

な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
は

二
つ
の
根
拠
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
私
が
い

い
ま
し
た
よ
う
に
、
西
田
哲
学
が
「
論
理
学
の
学
」
に
ま
で
至
ら
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、
三
木
氏
が
す
で
に
「
西
田
哲
学
に
つ
い

て
」
の
な
か
で
「
西
田
哲
学
は
世
界
長
学
で
あ
る
扁
と
い
っ
て
お
ら
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
野
業
の
「
自
覚
の
暫
類
無
か
ら
後
期
の
「
場
所
の
哲

学
」
i
「
世
界
の
哲
学
」
…
へ
進
ま
れ
な
が
ら
、
学
者
か
ら
の
後
者

へ
の
進
展
を
亜
聖
学
か
ら
の
学
へ
の
進
展
と
し
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
我
哲
学
と
世
界
哲
学
と
を
単
に
相
即
的
に
ま
た

は
交
働
的
に
考
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
「
世
界
暫
学
に
お
け
る
自
我
哲
学
」

と
し
て
、
す
な
わ
ち
最
深
の
意
味
で
の
「
場
所
の
哲
学
」
と
し
て
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
「
論
理
学

の
学
」
と
し
て
の
論
理
学
、
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
一
『
論
理

学
の
学
』
－
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
範
疇
体
系
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
ま
で

に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
限
り
、
西
田
哲
学
を
考
え
て
も
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
哲
学
－
『
論
理
学
の
学
』
一
は
今
に
釜
る
ま
で
依
然
と
し
て

世
界
最
高
の
哲
学
で
し
ょ
う
。

　
弁
証
法
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
見
れ
ば
、
田
辺
哲
学
の
成
立
（
一
九

二
四
年
『
カ
ン
ト
の
脅
的
論
』
）
後
間
も
な
く
（
一
九
二
七
！
二
九
年
「
弁

証
法
の
論
理
」
）
弁
証
法
に
お
け
る
純
粋
に
論
理
的
な
も
の
と
超
論
理
的

な
も
の
と
を
わ
け
る
こ
と
に
苦
心
さ
れ
、
申
途
（
一
九
三
二
年
『
へ
ー
ゲ
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ル
哲
学
と
弁
証
法
』
↓
一
九
晒
七
年
『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』
）
に
お
い

て
独
駿
の
暫
学
的
論
理
学
を
樹
立
さ
れ
る
か
に
見
え
た
田
辺
先
生
も
、
結

局
は
（
～
九
四
六
年
『
機
海
道
と
し
て
の
誓
学
』
に
お
い
て
）
論
理
の
世

界
か
ら
逃
避
ま
た
は
超
脱
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
象
学
の
先
駆
的
導
入
考
（
一
九
二
九
年
『
魏
象
学
叙
説
』
・
一
九
三

〇
年
『
存
在
の
現
象
形
態
』
）
で
あ
ら
れ
、
一
九
三
穴
年
の
「
超
弁
証
法
」

↓
一
九
三
七
年
の
腕
体
験
と
展
相
』
に
お
い
て
哲
学
的
論
理
学
を
求
め
ら

れ
な
が
ら
弁
紐
法
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
ら
れ
た
痴
内
業
立
氏
は
近
年

（
一
九
六
七
年
『
意
味
の
形
而
上
学
』
・
一
九
七
照
年
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン

こ
）
論
理
実
証
主
義
↓
記
号
論
理
学
を
誓
学
的
に
解
駅
さ
れ
な
が
ら
、

弁
証
法
に
対
し
て
は
依
然
と
し
て
批
判
的
、
す
な
わ
ち
「
議
案
誰
法
的
扁

で
あ
ら
れ
ま
す
。

　
『
構
想
力
の
論
理
』
以
後
に
お
い
て
、
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
と
を
共

に
批
判
し
、
ま
た
神
秘
主
義
・
非
会
理
主
義
に
も
抵
抗
さ
れ
た
三
木
清
髭

は
「
構
想
力
の
論
理
」
を
提
唱
さ
れ
、
そ
の
名
を
冠
す
る
著
書
ま
で
臨
さ

れ
な
が
ら
、
葬
業
の
死
に
倒
れ
ら
れ
た
た
め
に
挫
折
さ
れ
た
た
め
と
は
い

え
、
「
構
想
力
の
論
理
」
は
結
局
、
し
か
も
そ
れ
の
未
完
成
な
は
て
し
な

き
展
醐
に
止
ま
っ
て
、
「
構
想
力
の
論
理
学
」
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
唯
物
論
的
論
理
学
潜
と
し
て
し
ば
し
ば
暫
学
的
論
理
学
に
言
及
さ
れ
た

（
共
に
好
並
英
司
氏
と
の
共
著
で
あ
る
一
九
六
園
年
の
『
論
理
学
概
論
』

・
扁
九
七
九
年
の
『
論
理
学
入
門
』
）
近
藤
洋
逸
氏
に
お
い
て
も
、
「
哲
学

的
論
理
学
」
の
内
容
的
展
開
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
性
格
的
規
定
も
詳
し
く

は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
構
造
的
発
展
に
お
け
る
哲
学
」
と
し
て
の
体
系

　
い
な
、
単
に
総
本
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
世
界
暫
学

史
に
お
い
て
誓
学
的
論
理
学
が
成
立
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、

そ
れ
は
本
質
的
絶
対
的
に
不
可
能
不
必
要
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
2

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
論
理
学
と
存
言
論
と
の
同
一
性
は
た
し
か
に
「
形

謂
上
学
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
同
時
に
存
在
論
で
な
い
よ
う
な
論

理
学
は
「
誓
学
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
た
現
象
学
と
同
一
で
あ

る
よ
う
な
存
在
論
－
現
象
学
的
存
在
論
一
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は

論
理
学
1
一
暫
学
的
論
理
学
i
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
ぜ
ん
。

　
私
は
現
象
学
（
人
闘
学
）
↓
論
理
学
、
そ
し
て
論
理
学
↓
現
実
学
と
い

う
構
造
ま
た
は
体
系
を
も
っ
て
い
る
哲
学
に
お
い
て
こ
そ
、
暫
学
的
論
理

学
が
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
に
も
と
く

に
、
論
理
学
と
本
質
学
ま
た
は
存
在
論
と
の
関
係
、
お
よ
び
ホ
質
学
ま
た

は
存
在
論
と
現
実
学
と
の
関
係
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
本
質
学
・
存
在
論

の
闘
題
が
生
じ
ま
す
。

　
「
発
展
に
お
け
る
哲
学
と
し
て
の
体
系
」
、
　
つ
ま
り
現
象
学
↓
論
理
学

（
本
質
学
）
↓
存
在
論
（
実
在
暫
学
・
現
実
学
）
と
い
う
「
構
造
的
発
展

に
お
け
る
隠
笠
と
し
て
の
体
系
」
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
成
立
し
て
い

ま
す
が
、
井
田
暫
学
に
お
い
て
は
成
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
哲
学

的
論
理
学
・
哲
学
と
し
て
の
論
理
学
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
成
立
し
て

い
る
が
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
成
立
し
て
い
な
い
根
拠
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
た
と
え
論
理
学
が
同
時
に
存
在
論
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
存
在
論
は
本
質
学
で
あ
っ
て
現
実
学
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
存
在
論
と
劉
に
「
実
在
質
学
制
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
「
実
在
誓
学
」
は
独
立
釣
根
源
的

九
九
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な
学
で
は
な
く
て
、
本
質
学
、
さ
ら
に
は
論
理
学
の
外
化
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
払
月
理
学
」
は
、
『
エ
ン
チ
ェ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
；
』
に

お
い
て
は
「
存
在
論
」
　
・
「
本
質
論
」
　
・
「
概
念
論
」
の
一
二
篇
に
わ
か
、
れ

て
お
り
、
『
論
理
学
の
学
』
に
お
い
て
は
さ
ら
に
萌
の
二
篇
は
「
客
観
的

論
理
学
」
、
後
の
一
篇
は
「
主
観
的
論
理
学
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
場
合
、
「
存
在
論
」
に
お
け
る
「
漆
質
論
」
と
門
現
実
論
偏
と

の
関
係
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
ま
た
マ
ル
タ
ー
ゼ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル

の
存
在
論
と
歴
史
性
の
理
論
の
根
本
諸
特
質
』
（
一
九
三
二
年
）
に
お
い

て
の
よ
う
に
「
客
観
的
論
理
学
」
は
「
客
観
的
存
在
論
扁
で
あ
り
、
「
主

観
的
論
理
学
扁
は
「
主
観
的
存
在
論
」
1
「
主
体
的
存
在
論
」
1
で
あ
る

と
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
論
理
学
は
揚
所
を
失
い
ま
す
◎

　
い
ず
れ
に
し
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
現
象
学
↓
論
理
学
（
存
在

論
、
た
だ
し
本
質
学
）
↓
現
実
学
（
実
在
哲
学
、
と
く
に
歴
史
哲
学
）
と

い
う
構
造
に
よ
り
、
存
在
論
に
お
け
る
本
質
学
と
現
実
学
と
の
関
係
が
問

題
に
な
り
、
薦
田
哲
学
に
お
い
て
は
現
象
学
と
存
在
論
と
の
同
一
化
一

い
っ
そ
う
真
実
に
は
交
鋤
化
…
に
よ
り
論
理
学
（
論
理
学
の
学
）
の
成

立
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
へ
！
ゲ
ル
の
経
験
概
念
」
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
彼
の
『
論
理
学
』
に
『
論
理
学
の
学
』
（
鯵
芝
誘
ω
昌
。
。
o
証
焦
点
消
熱
。
・

αq一

ｹ
．
）
と
い
う
題
号
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
油
明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

単
な
る
『
論
理
学
』
（
と
】
じ
O
ぼ
q
一
犀
、
、
）
で
は
な
く
、
ま
た
『
知
識
学
』
（
等
芝
ぢ

ω
o
田
。
匿
h
け
ω
♂
聞
①
．
．
）
の
よ
う
な
『
論
理
学
論
』
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ハ

イ
デ
ッ
ガ
…
の
コ
ら
の
学
」
論
は
別
と
し
て
、
こ
れ
は
「
哲
学
的
論
理

学
」
に
対
し
て
若
干
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
〇
〇

　
最
後
に
私
は
、
哲
学
的
論
理
学
は
人
閾
学
的
唯
物
論
に
お
い
て
要
求
さ

れ
且
つ
可
能
に
な
る
と
考
え
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
人
間
学

的
唯
物
論
の
立
場
と
体
系
』
に
お
い
て
の
べ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
こ
と
の

い
っ
そ
う
の
展
開
は
私
に
と
っ
て
今
は
不
可
能
で
あ
り
、
今
後
の
私
の
課

題
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
今
や
七
〇
歳
を
越
え
て
西
田
先

生
の
残
年
に
近
づ
い
て
い
る
私
に
は
も
は
や
時
間
と
生
命
と
が
許
さ
れ
て

い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
私
に
と
っ
て
は
「
誓
学
的
論
理

学
」
は
難
礪
隔
四
ノ
ヴ
ァ
…
リ
ス
↓
西
紹
先
生
の
「
青
い
曲
化
」
、
サ
ル
ト
ル
的

に
い
え
ば
「
希
望
」
、
つ
ま
り
願
望
的
遺
言
に
終
る
で
し
ょ
う
。

　
た
だ
人
間
学
的
唯
物
論
の
論
理
学
の
確
立
の
た
め
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

論
理
学
に
か
ん
す
る
若
い
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
講
義
一
『
論
理
学
お

よ
び
形
而
上
学
へ
の
緒
論
』
（
一
八
二
九
－
三
か
年
）
　
．
『
論
理
学
お
よ

び
形
而
上
学
に
か
ん
す
る
講
義
』
（
一
八
三
〇
一
三
一
年
）
（
そ
れ
ら
は
残

念
な
が
ら
私
が
訳
し
た
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
全
集
』
に
は
お
さ
め
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
）
一
が
た
い
へ
ん
役
立
つ
こ
と
を
私
は
こ
冨
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
磨
身
は
早
く
か
ら

1
一
八
三
九
年
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
撹
判
の
た
め
に
』
に
お
い
て
す
で

に
i
存
在
論
酌
論
理
学
す
な
わ
ち
哲
学
的
論
理
学
を
否
定
し
、
論
理
学

を
も
っ
ぱ
ら
思
惟
・
認
識
の
学
と
し
て
考
え
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
ヘ

ー
ゲ
ル
に
対
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
一
つ
の
挑
判
点
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
一
一
九
八
○
、
八
、
五
－

　
　
　
　
　
（
筆
答
　
立
命
館
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
名
轡
教
授
）
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’Von　Shinichi　Funayama

　　Hegels　Phiiosophie　hat　zwei　Systeme．　Das　eine　ist　eln　System　im

e且ge瓢Slme，　das　sich　i且der‘‘E訟zyk玉op誠e’，　darstellt　u烈d　die“Wlsse捻．

schaf宅dey　Log三k”，　die　‘‘Naturph圭losop髭e”und　die　くくP簸osoph圭e　des

Geistes”　in　sich　einsehlieBt．　Das　andere　ist　ein　System　im　weiteren　Sinne，

das　sich　von　der　“Phanomeno1ogie　des　Geistes”　durch　die　“Wissenschaft

der　Logik”　bis　zur　“Realphilosophie”　（besonders　der　“Philosophie　der

Weltgeschichte”）　entwickelt．　Das　engere　System　der　Philosophie　1st

sozusagen　ein　ebenffachiges　als　Wesenswissenschaft．　Dagegen　1st　das

weitere　System　ein　kubisch－strukturelles，　das　s1ch　von　der　“PhliAorneno－

logie”　（d．i．　BewuBtseinswissensc’na｛t）　durch　die　“Wissenschaft　der　Logik’？

（d．i．　Wesenswlssenschaft）　bis　zur　“Realphilosophie”　（d．i．　Wlrkiichkeitswis一・

senschaft）　entwickeit，　and　dies　nenne　ich　hier　das　System　als　？hilosophle

in　der　strukturellen　Entwicklung．　Nach　meiner　Meinung　iiegt　die　ausge－

zeichnete　Eigentifm1ichkeit　ven　der　Philosophie　Hegels　irn　Charakter，

daB　die　strukturelle　Entwicklung　der　Phiiosophle　ein　System　ausmacht，

und　dafi　auch　seln　System　umgekekrt　in　der　strukturellen　Entwicklttng

der　Philosophie　besteht．

　　N経n魚de宅s主ch　auch　i訟der　Ph三10sophie　Nish圭das　eine　Entwicklung

von　sei豆er　f撮he訟　Philosophie　bis　zu　se圭鍛er　sp猷en　Ph呈10soph至e．　Se圭且e

frtihe　Phiiosophle　ist　im　ganzen　die　Pkilosophie　des　Se｝bstbewutstseins；

die　s麟e　ist　i燃ganzen　die　Philosoph圭e　von　de！n‘‘Mu．no－Bash♂（d磯

Platz　des　Nlchts）　genannt．　Die　erste　geh6rt　zur　phk’nomeno！egisch－

psychologischen　Periode　in　seiner　ganzen　Phi1osophie，　die　letztere　zur

ontologischen．　lch　glaube，　man　k6nne　jene　Entwicklung　in　der　Phl！osophie

Nishidas　mit　der　Entwicklung　von　der　“Pha’nomenoiogie　des　Geistes’e

5



zur　“Wissenschaft　der　Logik”　in　der　Philosophie　Hegels　vergleichen．

Aber　die　Entwicklung　entsteht　bei　Hegel　als　diejenige　von　der

Propadeutik　zur　Wissenschaft　als　solehe，　dagegen　kann　man　die

Entwicklung　bei　Nishida　als　diejenige，　die　nur　innexhalb　einer　philosophischen

Wissenschaft　entsteht，　betrachten．

　　In　der　Philosophie　Nishidas，　eben　im　Gegensatz　zu　Hegel，　wird　die

philosophische　Wissenschaft　selbst　nicht　durch　die　Propadeutik　vermittelt，

soBdern　sle　entsteht　unmittelbar．　Die　Entwick1ung　von　der　Philosophie

des　“Seibstbewu8tse1ns”　zur　Philosopkie　des　“Mu－no－Basho”　（Platz　des

Nichts）　bei　Nishida　ist　aiso　auch　eine　unmitte1bare　innerhalb　einer

Wissenschaft　als　solche，　und　zwar　bedeutet　sie　nicht　eine　Umwandlung

des　Gegenstandes　und　Gebietes　seiner　Philosophie，　sondern　eine　Vertie－

Eung　von　Standpunkt　und　Methode　seines　onto｝ogischen　Versuches．

　　Zwar　in　jeden　Stufen　der　Phi｝osophie　Nishidas　kann　man　ein　System

finden．　Er　selbst　entwurf　auch　schon　immer　ein　System　der　philosophi－

schen　Wissenschaft．

　　　　　　　　Anm．

　　　　　　　　　　　Ich　glauhe，　daB　rnan　die　zwei　Periode　der　Entwicklung　der

　　　　　　　　　PhiiosophiもN圭shidas　in　d量eξ費nf　Stufen　ei滋e圭len　kann．

　　　　　　　　1。　（玉ie　ersもe　P．

　　　　　　　　　　　1．　die　reine　Erfahrung

　　　　　　　　　　　2，　die　Philosophie　des　SelbstbewuBtseins

　　　　　　　II．　die　zweite　P．

　　　　　　　　　　　3．　die　Ph！osophie　des　“Mu－no－Basho”　（P！atz　des　Nichts）

　　　　　　　　　　　4．　die　Philosophie　der　Handlung－Anschung（Action－lntuitien）

　　　　　　　　　　　5．　die　Philosophie　der　Poiesis

　　Aber　bei　ihm　konnte　das　System　in　der　ganzen　Entwicklung　nicht　．

strukturell　entstehen．　Es　bedeutet，　da3　die　Entwicklung　der　Philosophie

bei　ihm　weder　diejenige　von　der　Propadeutik　zur　philosophischen　Wissen－

schaft　als　solche，　noch　diejenige　von　der　“BewuBtseinswissenschaft”

durch　d1e　“Wissenschaft　der　Logik”　zur　Realphilosophie　ist．　Darin　liegt

ein　entscheidender　Unterschied　zwischen　Hegel　und　Nischida．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6



　　DaB　die　Entwieklung　der　Philosophie　bei　Nishida　nicht　strukture｝l

entstehen　konnte，　bedeutet　auch，　daB　er　die　“Wissenschaft　der　Logik”，

wie　bel　Hege1，　nicht　zustande　bringen　konnte，　obwohl　er　seine　Philosophie

durchgttngig　｝ogisch　und　methodisch　in　der　ausgezeichneten　Weise　trieb．

Indem　wir　die　Entwicklung　in　der　Philosophie　Nishidas　im　ganzen

systernatisch　auffassen，　k6nnen　w1r　seine　Philosophie　mit　dem　System　in

己er“Enzyk玉op翫d三e”遭egels　gleich　setzen．　Aber　dann　w哉rde　sie　i田ga且zen

in　eine　“Phanomenelogie　des　Geistes”　verwandeln　und　dazu　wtirde　sie

systematisch　doppe！schichtig，　d．i．　einerseits　als　Propadeutik，　andererseits

als　philosophische　Wlssenschaft　selbst，　werden．

　　1ch　bin　der　Meinung，　daB　seit　Hegel　kelne　philosophische　“Wissensehaft

der　Logik”　in　der　gegenwtirtigen　Geschichte　der　Philosophie　entstanden

ist．　Um　die　M6glichkeit　oder　die　Unm6glichkeit　einer　philosophisehen

Wissensehaft　der　Logik　zu　entscheiden，　scheint　mir　es　sehr　wichtig　und

notweneig　zu　sein，　daB　wir　den　Unterschied　zwischen　Hegeis　und　Nishi－

das　Beziehung　zu　dem　System　als　Philosophie　ln　der　strukturelien

Entwicklung　prazisieren．
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