
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
論

理

の

ニ
ヒ
リ
ズ

ム

西

田

と

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

ア
グ

ネ

シ

カ

・
コ
ズ

ィ

ラ

パ ラ ドックス論理のニ ヒリズム

は
じ
め
に

「
パ

ラ

ド

ッ

ク

ス
論

理

の

ニ
ヒ

リ

ズ

ム
」

と

は
何

か
、

あ

る

い

は
、

な
ぜ

「
パ

ラ

ド

ッ

ク

ス
論

理

の
無

」

と

い
う

概

念

を

も

っ
て

西

田

幾

多

郎

(
一
八

七
〇

1

一
九

四

五
)

と

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

(髯

.出
Φ
己
Φ
ひq
αq
Φ
さ

一
・。
。。
㊤
山
㊤
♂

)
と

の
関

係

を

論

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

か
、

を

は

じ

め

に
明

ら

か

に

し

て

お

き

た

い
。

田
辺

元

(
一
八

八
五

i

一
九

六

二
)

に

よ

れ

ば

西

田

哲

学

は
、

そ

の

発

展

段

階

に
応

じ

て

「
純

粋

経

験

」
、

「
自

覚

」
、

「
場

所

」
、

「
弁

証

法

的

世

界

」

の

四

つ

の
時

期

(1

)

に
区
分
で
き
る
。
し
か
し
、

晩
年
の
西
田

の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
的
世
界

は
、

へ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
的
世
界
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て

い
る
。
こ
こ
で
は
晩
年

の
西
田
哲
学

の
世
界
の
も

っ
と
も
重
要
な
特
徴
を

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

と
み
な
し
て
、
そ
れ
を

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「本
来
的
無
」
と
比
較
し
て
み
た
い
。

西
田
の

「絶
対
無
」
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「本
来
的
無
」
と
は
、
「否
定
即
肯

定
」
と
い
う

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的
無
」
で
あ
る
こ
と
を
本
稿
に
お
い
て
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
も
と
も
と
の
意
味
で
は

コ

般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

見
解

に
反
す
る
命
題

で
あ
る
」。

(ギ
リ
シ
ア
語
で
冨
蠧
α
。×
p
と
い
う
。)
論
理
学

で
こ
の
言
葉
を
厳
密
な
意
味
で
用
い
る
時
は
、
証
明
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
矛
盾

命
題
が
妥
当
な
推
論
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は

一
見
妥
当
な
推
論
に
よ

っ
て
導
か

れ
る
こ
と
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
呼
ぶ

(ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
ど
)。
ま
た
、

一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
相
反
す
る
二
つ
の
命
題
が
必
然
的
に
成
立
し
、
そ
の
い

ず
れ
が
正
し
い
と
も
定
義
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
場
合
、
こ
れ
を
二
律
背
反

(パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
と

い
う

(カ
ン
ト
の
二
律
背
反
な
ど
)。
ラ
ム
ゼ
イ

(国
「p
昌
評

℃
●
寄
目
ωΦざ

一8
ω
山
ΦωO
)
は
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
含

め
、

「意
味
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
と

「論
理
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
の
二
種
を
挙
げ

て
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い
る
。
「嘘

つ
き
の
逆
理
」
(「す
べ
て
の
ク
レ
タ
人
は
嘘
つ
き
で
あ
る
、
ク
レ
タ
人

が
い
う
こ
と
は
嘘
で
あ
る
」
)
な
ど
と

い
う

「意
味
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
は
言
語

使
用
上

の
混
乱
か
ら
く
る
言
語
上
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
「論
理
的
パ
ラ

ド
ッ
ク

ス
」
の
代
表

に
な
る
ラ

ッ
セ

ル

(ゆ
興
口
譽
α
〉
・鬢
.
勾
磊
ωΦ戸
冨
詞
-

一零
O)
の

「集
合

の
逆
理
」
を
解
決
す
る
の

に
メ
タ
言
語
と
階
型
理
論
が
生
ま

れ
た
。
以
上
の
様
々
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
定
義
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
分
か
る
よ

う
に
、
「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
は
必
ず
矛
盾
を
含
む
が
、
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
に
対
す

る
従

来

の
態

度

に
は
、
「矛

盾
」
を

含

ん

で

い
る
判

断

が

「
不

条

理
」

(蝉
σω霞
創
)
で

「
不
正
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
前
提
が
潜
ん
で
い
る
。

西
田
哲
学
に
お
け
る

「背
理
」
と
し
て
の

「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
を
論
じ
る
際
、

従
来
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の
定
義
が
不
要
に
な

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
西
田

哲
学
に
お
け
る

「背
理
」
は
、
言
語
上
の
混
乱

の
問
題
で
は
な
く
、
現
実
を
直

接
に
経
験
し
反
省
す
る
時

に
生
ま
れ
る

「解
決
で
き
な

い
矛
盾
」
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
「意
味
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
も
な
け
れ
ば
、
「論
理
的
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
」
で
も
な

い
。
む
し
ろ

「旦
ハ体
的

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

で
あ
る
と
言
え

る
。
西
田
は
、
こ
の
よ
う
な

「具
体
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
宗
教
上
の
神
秘
的

経
験
に
限
ら
ず
現
代
物
理
学
の
経
験

に
も
見
出
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は

「真
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
(コ

元
的
自
己
矛
盾
)
と

「偽

の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
」
(「
二
元
的
自
己
矛
盾
」
)
と
の
区
別
が
重
要

で
あ
る
。

よ
う
す
る
に
、
あ
る
命
題
が
矛
盾
を
含
ん

で
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
、
そ

の
矛
盾
を
な
ん
と
か
解
決

で
き
る
な
ら
、
そ

の
命
題

は

「真

の
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
あ
る
命
題
は
自
己
矛
盾

「

的
で
あ
る
と
見
え
る
が
、
そ
の
矛
盾
し
て
い
る
側
面
が
別
々
の
時
間
的
次
元
か

別
の
空
間
的
次
元
か
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
は
も
は

や

「真

の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」

で
は
な
い
。
「真
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
自
己
矛

盾
を
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「真

の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
と

「偽
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
の
例
と
し
て
は
、
「人
間
は
偉

い
と
同
時
に
惨
め
で

あ
る
」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
(bd
一⇔
一ωΦ
℃
鋤ω8
尸

一爵
ω山
①①N
)
の
有
名
な
言
葉
の
二

つ
の
可
能
な
解
釈
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
言
葉
は
、
納
得
で
き
な
い
逆
理

(背

理
)
の
よ
う
に
聞

こ
え
る
が
、
そ
の
矛
盾
し
て
い
る
側
面

(惨
め
な
こ
と
と
偉

い
こ
と
と
)
が
同
じ
空
間
的
次
元
と
同
じ
時
間
的
次
元
に
属
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
同
じ
次
元
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
判
断
は
形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則
に
従
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「真

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

パ
ス
カ
ル
の
い
う

「
人
間
は
偉

い
と
同
時
に
惨
め
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
は

「偽

の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
と
し
て
次

の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ぼ
、
「人
間
は
認
識
上

の
す
ば
ら
し

い
能
力

(第

一
次
元
)
を
も

っ
て
い
る

か
ら
偉

い
が
、
絶
滅
さ
せ
や
す
い

(第
二
次
元
)
た
め
惨
め
で
あ
る
」
と
い
う

矛
盾
し
な

い
文
章
に
な
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
「人
間
は
そ
の
認
識
上
の
能
力

は
優
れ
て
い
る
し
(偉
い
)、
優
れ
て
い
な
い
(惨
め
だ
)
、
な
ぜ
か
と

い
う
と
、

時

に
は
正
し
い
判
断
を
し
て
い
る
が
、
時
に
は
正
し
く
な
い
判
断
を
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
説
明

に
な
れ
ば
、
「真

の
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
に
は
な
ら
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な
い
。

も
し
、
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
を
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
、
「偉

い
」
と

「惨
め
な
」
と
い
う
反
対
語
は
、
同
じ
時
間
的
次
元
と
同
じ
空
間
的
次

元
に
属
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
は
、
コ

次
元
的
自
己
矛
盾
的
命
題
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「偽
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

は
、
「
二
次
元
的
自
己
矛
盾
的
命
題
」
で
あ

る
と
い
え
る
。

西
田
哲
学
に
お
け
る

「背
理
」
と
し
て
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
そ
の
自
己
矛

盾
を
解
決
で
き
な

い

コ

次
元
的
自
己
矛
盾
的
命
題
」
と
し
て
の

「具
体
的
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
」
を
意
味
し
て
い
る
。
コ

次

元
的
自
己
矛
盾
的
命
題
」
(解
決
で

き
な
い
真
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
の
例
は
、
西

田
の
い
う

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
西
田
の
い
う

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
」
は
、

「
同

一
律
」

(A
は
A
で
あ
る
)
と

い
う
思
考

原
理
に
従
う
も
の
で
は
な

い
。
自

己
矛
盾
を
許
さ
な

い
と
思
わ
れ
る

「
同

一
」
(A
は
A
で
あ
る
)
と
い
う
概
念
は
、

西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
己
矛
盾
を
含

む

「同

一
」、
す
な
わ
ち

「絶
対
矛

盾
的
自
己
同

一
」

(A
は
A
で
あ
る
と
同
時

に
A
は
A
で
は
な
い
)
と
し
て
定
義

さ
れ
る
。
従

っ
て

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
と
い
う
真
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
は

形
式
論
理
の
原
則
で
あ
る

「無
矛
盾
原
則

」
(弓
俸

き
『
b
)
に
従
わ
ず
、
む
し

ろ

「自
己
矛
盾
原
則
」
に
従
う
の
で
あ
る

(こ
の
論
文
で
は

「形
式
論
理
」
と
い

う
西
田
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
用
語
は
矛
盾
を
ゆ
る
さ
な
い

「古
典
論

理
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
)。
「自
己
矛
盾
原
則
」
に
徹

底
的
に
従
う
思
考
を

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論

理
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

形
式
論
理
に
従
う
と
真
理

(正
)
の
可
能
性
は
二
つ
あ
り
、
肯
定

か
否
定

か
、

ど
ち
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
コ

次
元
的
自
己
矛
盾
的
命

題
」
と
し
て
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
正
か
不
正
か
と
い
う
論
理
的
価
値
が
定
め

ら
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
真
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の

「真

理
」

(正
)
と
は
、
否
定
か
肯
定
か
ど
ち
ら
か
で
は
な
く
、
肯
定
即
否
定
、
す

な
わ
ち
同
じ
時
間
的
次
元
と
同
じ
空
間
的
次
元
に
お
い
て
の
否
定
と
肯
定
と
の

両
立
を
意
味
す
る
絶
対
矛
盾
的
自

己
同

一
で
あ
る
。

つ
ま
り

「真
理
」
(正
)

の
可
能
性
が

一
つ
だ
け
で
、
肯
定
だ
け
で
は
な
い
し
、
否
定
だ
け
で
も
な
い
、

い
つ
も
否
定
と
肯
定
と
は
同
時
的
で
あ
り
、
同
時
存
在
的
で
あ
る
。

「有
即
無
」
と
い
う
の
も
解
決
で
き
な
い
自
己
矛
盾
を
含
む

「真
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な

「無
」
を

「有
」
に
対
す
る

「無
」
を
意

味
す
る

「形
式
論
理
の
無
」
と
区
別
し
て
、
「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
無
」
と

呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
は
、
「肯
定
」
を
否
定
す
る

の
で
は
な
く
、
「否
定
」
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
場
合
の

「否

定
の
否
定
」
は
、
た
だ
ち
に
肯
定

に
も
ど
る
形
式
論
理
的
立
場

と
は
違
う
。

「肯
定
」
と

「否
定
」
と
の
対
立
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
対
立
を
絶
す
る

「
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
し
て
の

「無
」
で
あ
る
。

「有
」
の
否
定

で
あ
る

「形
式
論
理
の
無
」
と

「有
」
の
否
定
で
は
な
い

「
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
と
は
、
同
じ

「無
」
で
あ
り
な
が
ら
、
決
定
的
な
違

い
が
あ
る
。
「形
式
論
理
的
無
」
と

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
的
無
」
と
の
二
つ

の
概
念

の
共
通
点
は
、
「有
」
と
の
区
別

で
あ
る
。
し

か
し
、
「形
式
論
理
の
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無
」
は

「非
有
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理

の
無
」
は
全

く
対
象
化
で
き
な
い
否
定
と
肯
定
と
の
矛
盾

的
自
己
同

一
、
す
な
わ
ち
解
決
で

き
な
い

「真
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
。

対
象
化
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、

「何
か
」
と
し
て
想
像
で
き
ず
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
枠
内

に
哲
学
的

モ
デ

ル
と
し
て
の
み
論
じ
ら
れ
る
概
念

で
あ
る
。
否
定
即
肯
定
と
い
う

「真

の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
」
の
状
態
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え

で
き
な

い
理
由
は
、
人
間
の
対
象

的
思
考
に
あ
る
。
人
間
は

「
識
別
」
と
い
う
作
用
に
よ

っ
て
世
界
を
対
象
化
す

る
が
、
「真

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
対
象
化

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
と
西
田
哲
学
と
を
比
較
す
る
前

に
、
晩
年

の
西
田
の
絶

対
無
の
哲
学

の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
構
造
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
論
文
の
第

一
章
で
は
、
晩
年
の
西
田
の
論
文
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論

理
の
自
己
矛
盾
原
則
と
そ
の
具
体
的
使
用
の
例
を
挙
げ
、
晩
年

の
西
田
の
哲
学

の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
論
理
枠
内

の
解

釈
と
形

式
論
理

(古
典
論
理
)
枠
内

の
解
釈

(田
辺
元
の
立
場
)
の
相
違
が
明
確
に
さ
れ

る
よ
う

に
す
る
。
田
辺
は
西
田

の

「絶
対
無
」
の
哲
学
が
非
合
理
的

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
西
田
は
、
「操

作
主
義
」
と

い
う
物
理
学
哲
学
論
を
再
編
成
し
て
、
「合
理
性
」
と
い
う
概
念

そ
の
も

の
の
相
対
性
を
証
明
し
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
と
現
代
物
理

学

(ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
原
理
と
量
子
力
学
な
ど
)
と
の
関
係
を
論
じ

て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

こ
の
論
文
の
第
二
章

で
は
西
田
哲
学
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
は
、
異
な
る
点

が
多

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ

「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の

思
潮
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「本
来
的
無
」
と

西
田
の

「絶
対
無
」
と
い
う
概
念
と
を
比
較
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
形
式
論
理

の
枠
内

の
解
釈

(例
え
ば
、
溝
口
宏
平
氏
の
解
釈
)
が
あ
る
が
、
両
者

の
無

の
哲

学
は
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
観
点
か
ら
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

西
谷
啓
治
や
上
田
閑
照
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
学
者
は
西
田
哲
学
の
研

究
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。
し
か
し
、
晩
年
の
西
田
の

「絶
対
無
の
哲
学
」

に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
構
造
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
な
に
よ
り
も

西
田
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
哲
学
に
お

け
る

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
と
い
う
現
実
観
は
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う

疑
問

へ
の
回
答
は
本
稿
の
テ
ー

マ
で
は
な

い
。
こ
の
論
文

は
晩
年

の
西
田
の

「絶
対
無
の
哲
学
」
を

「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
」
と

い
う
観
点

か
ら
ま
と
め
、

そ
れ
を
世
界

の
現
代
思
想

の
潮
流
の
中

に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

私
が
知
る
か
ぎ
り

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
は

こ
れ
ま
で
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
、
西
田
の
哲
学
に
お
け
る

「絶

対
無
」

(つ
ま
り
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
の

「絶
対
無
」)
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
論
理
の
構
造
を
認
識
し
な
い
と
、
晩
年
の
西
田
の
哲
学
の
画
期
的
な
意
義
を

見
逃
す
虞
が
あ
る
。
西
田
の
い
う

「背
理
の
理
」

(パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
)
と
し

て

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
論
理
は
重
要
な
形
而
上
学
的
意
義
が
あ
る
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
。

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
は

「有
即
無
」
と
い
う
現
実
観
で
あ
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る
か
ら
、
現
実

の
法
則
を
自
己
矛
盾
原
則
に
従
わ
せ
る
理
論
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
「
形
式
論
理
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
は
形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則
に
し
た
が
い
、

「有
」
に
対
す
る

「無
」
(非
有
)
と
い
う
主
張

で
あ

る
。
「形
式
論

理
的

ニ
ヒ

リ
ズ

ム
」
を

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
比
較
す

る
前

に
、

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
と
西
田
哲
学

に
お
け
る

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
と

い
う
二
つ
の
概
念
の
関
連
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

背
理

の
理

(パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
)
と
し
て
の

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理

「私
の
論
理
に
つ
い
て
」
と
い
う
最
後
の
論
文
に
お
い
て
、
西
田
は
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「従
来
の
論
理
は
す

べ
て
抽
象
的
な
意
識
的
自
己
の
立
場
か

ら
の
論
理
で
あ
つ
た
。
私
は
私
の
論
理
に
よ

つ
て
種
々
な
る
自
然
科
学
の
根
本

的
問
題
及
び
道
徳
宗
教
の
根
本
的
問
題
を
も
考

へ
て
見
た
。
而
し
て
従
来
の
論

理
の
型
に
よ
つ
て
考

へ
ら
れ
な
か
つ
た
問
題
が
考

へ
ら
れ
る
と
思
ふ
、
少
な
く

と
も
そ
の
解
明

へ
の
道
が
与

へ
ら
れ
る
と
考

へ
る
。
考

へ
ら
れ
な
い
と
云
ふ
の

は
論
理
的
形
式

の
不
完
全
に
基
く
場
合
が
多

い
。

(略
)
併
し
私
の
論
理
と
云

ふ
の
は
学
界
か
ら
は
理
解
せ
ら
れ
な

い
、
否
未
だ

一
顧
も
与

へ
ら
れ
な
い
と
云

つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
批
評
は
な
い
で
は
な

い
。
併
し
そ
れ
は
異
な

つ
た
立
場

か
ら
私
の
云
ふ
所
を
曲
解
し
て
、
之
を
対
象
と
し
て
の
批
評
に
す
ぎ
な
い
。
私

の
立
場
か
ら
私

の
云
ふ
所
を
理
解
し
て
の
批
評
で
は
な
い
。
異
な
つ
た
立
場
か

ら
の
無
理
解
な
る
批
評
は
、
真

の
批
評
と
は
云
は
れ
な
い
。
私
は
先
ず
私
の
立

(2

)

場
か
ら
私
の
云
ふ
所
を
理
解
せ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
」

西
田
の
論
理
が
自
己
矛
盾
原
則
に
従
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
無
矛
盾
原
則
に
し
た
が
う
形
式
論
理
的
観

点
は
無
用
と
な
り
、
あ
く
ま
で
も
西
田
の
論
理
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
構
造
を
通

し
て

「絶
対
無
」
と
い
う
概
念
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
田
の
論
理
は
、
「宗
教
的
体
験
」

の
反
省

で
あ
り

「非
合
理
的
」
と
さ
れ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
い
う
。
「人
は
私

の
論
理
と
云
ふ
の
は
論
理

で
は

(
3
)

な
い
と
云
ふ
。
宗
教
的
体
験
だ
な
ど
と
云
ふ
」。
「非
合
理
」
的
と
い
う
た
め
に

は

「合
理
性

と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
「非
合
理

的
」
立
場
は

「非
論
理
的
」

で
あ
り
、

つ
ま
り
何
の
原
則
に
も
従
わ
な
い
カ
オ

(4

)

ス
的
な

「非
合
理
的
無
分
別
」
を
意
味
す
る
。
論
理
と
い
う
の
は
必
ず
原
則
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
周
知

の
よ
う
に
形
式
論
理
の
原
則
は
、
同

一
、
無
矛
盾
、

排
中
律
の
法
則

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論

理
は

「自
己
矛
盾
」
の
法
則

(A
11
A
と
A
11
非
A
)
に
従
う
の
で
あ
る
。

西
田
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
は
実
在
の
法
則
に
妥
当
す
る
た
め
、

「旦
ハ体
的
論
理
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
形
式
論
理
を

「
抽
象
的
論
理
」
あ
る

い

は
主
体
と
客
体

(認
識
対
象
)
と
の
二
元
論
を
そ
の
基
盤

に
し
た

「対
象
的
論

理
」
と
呼
ん
だ

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
形
式
論
理
の
同

一
の
原
則
は
、

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
の
側
面
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
よ
う
す
る
に
形
式
論
理
の

「
同

一
」
の
原
則

(A
11
A
)
は
絶
対
矛
盾
的
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自
己
同

一
論
理

の

「自
己
矛
盾
」
の
原
則

(A
11
A
と
A
目
非
A
)
の

一
側
面

で
あ
る
と
言
え
る
。
西
田
は

い
う
。
「私
は
対
象
論
理
を
排
斥
す
る
も
の
で
は

な
い
。
対
象
論
理
は
具
体
的
論
理

(絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
的
論
理
)
の
自
己
限

(
5
)

定

の
契
機

と
し
て
之

に
含
ま
れ
て
居
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
絶
対

矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
は
、
形
式
論
理
そ

の
も
の
を
破
ろ
う
と
せ
ず
に
、
形

式
論
理
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

「真
理
独
占
」
を
破
る
だ
け
で
あ
る
。
「私
は
対
象

論
理
を
迷

の
論
理
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。

(略
)
唯
、
対
象
論
理
的

に
限
定
せ

ら
れ
た
も
の
、
考

へ
ら
れ
た
も
の
を
、
実
在

と
し
て
之
に
執
着
す
る
所
に
迷
が

(6

)

あ
る
の
で
あ
る
」。

と
は

い
え
、
形
式
論
理
は
実
在
の
法
則
で
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
「矛
盾
的
自
己
同

一
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界

(
7
)

は
論
理
的
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
の
法
則
は
自
己
矛
盾
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な

「
世
界
」
は
、
そ
れ
自
身

に
よ

っ
て
あ
り
、
そ
れ
自
身

に
よ

っ
て
働
く

(8

)

「実
在
」
で
あ
り
、
「自
己
自
身
を
限
定
す
る
形
と
し
て
自
己
を
形
成
し
行
く
」

(9

)

も
の
で
あ
る
。
実
在
の
自
己
形
成
の
法
則
な

る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理

(10

V

(具
体
的
論
理
)
と

「無
内
容
的
」
形
式
論
理

(人
間
の
思
惟
の
法
則
)」
と
を
同

一
視
し
て
は
い
け
な

い
。

(11

)

西
田
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理

の
同
義
語
と
し
て
、
「背
理
の
理
」

と

い
う
概
念
を
使

い
、
「背
理
の
理
と
云
ふ

の
は
、
非
合
理
と
云
ふ
こ
と
で
は

(12
)

な

い
」
と
強
調
し
て
い
る
。
「背
理
」
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る
両
側
面
は
同
じ

空
間
的
次
元
と
同
じ
時
間
的
次
元

に
属
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら

を
同

一
し
て
い
る
か
ら
こ
そ

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
で
あ
る
。

ー

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
そ
の
特
殊
タ
イ
プ

自
己
矛
盾
原
則
に
従
う
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の
論
理
は
、
西
田
以
外

の
西
洋

・
東

洋

の
哲
学
者
の
体
系

に
も
見
ら
れ
る
し
、
そ
の
使
用
方
は
様
々
で
あ
る
。
「
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
特
殊
タ
イ
プ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の

「自
己
矛
盾
原
則
」
に
従
う
た
だ

一
つ
の
前
提
条
件
を

満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
に
形
式
論
理
に
従
わ
な
い
こ
と
で
は

な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
形
式
論
理
に
従
わ
な
い
結
果
は
、
二
つ
あ
る
。
第

一
に
は
西
田
の
い
う

「非
合
理
的
無
分
別
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
理
の
基
準

が
な
い
、
思
考
が
従
う

べ
き
原
則
が
な
い
、
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
混
沌
状
態

を
意
味
す
る
。
第
二
に
は
、
矛
盾
す
る
こ
と
こ
そ
真
理
だ
と
い
う
前
提
を
も
つ

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
後
者
こ
そ
が

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
論
理
的
無
」

の
立
場
で
あ
る
と

い
え
る
。

西
田
幾
多
郎

の

「絶
対
無
」
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の

「本
来
的
無
」
と
は
、

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
思
潮
の
特
殊
タ
イ
プ
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
西
田
哲
学
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
と
は
同
じ
内
容
を
も
つ

こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
じ
土
台

の
上
に
異
な
る
建

物
が
建
て
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

の
思
潮
に
属
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
体
系
が
異
な

っ
た
性
質
を
も

っ
て
い
て
も

不
思
議

で
は
な
い
。
「存
在
論
」
を
出
発
点

に
す
る
様
々
な
哲
学
者
が
、
か
な
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ら
ず
し
も
同
じ
結
論
に
達
し
な
い
の
も
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
「存
在
論
」

の
思
潮
に
属
す
る
思
想
家
た
ち
は
、
皆
必
ず

一
つ
の
前
提

に
同
意
し
て
い
る
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
前
提
条
件
は
、

存
在
論
の
前
提
に
も
な
る
が
、
そ

れ
は

「
否
定
」
と

「肯
定
」
と
は
同

一
で
は
な
い
と
い
う
形
式
論
理

の
無
矛
盾

原
則
に
従
う
区
別
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
い
わ
ゆ
る

「存
在
論
」
と
は

「
形
式
論
理
の
存
在
論
」

で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
欠
か
せ
な
い
論

理
的
前
提
は
、
形
式
論
理
の
無
矛

盾
原
則

に
従
わ
な
い

「否
定
即
肯
定
」
と

い
う

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
」
の

「自
己
矛
盾
原
則
」
で
あ
る
。

西
田
は
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
を
徹
底
的
に
使
用
し
て
い
る
が
、
他
の
多
く
の

哲
学
者
は
特
定
の
概
念
や
理
論
の
み
を
自
己
矛
盾
原
則
に
従
わ
せ
る
が
、
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理
を
徹
底
的
に
は
そ
の
哲
学
の
出
発
点
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
例

え
ぼ
、
「無

形

の
形
」
と
し

て
の
プ

ラ

ト

ン

(コ
讐
α
p

晋
誌
甲
晋
G。羇
)
の

「
コ
ー
ラ
」
(写
○蕁
、
場
所
)
は
対
象
化

で
き
な

い
か
ら

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論

理
の
無
」

の

一
例
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
プ

ラ
ト
ン
は
徹
底
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
論
理
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
代
表
者

に
な
ら

な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

(↓
ぎ
巴
。
ω)
と
い
う
作
品

に
お
い
て
無
形
の

「
コ
ー
ラ
」

に

つ
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「我
々
は
母
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
基
盤
と
い
う
名
を
土
、
気
、
水
、
火
に
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
は

万
物
を
包
含
す
る
目
に
見
え
な
い
無
形

の
形

に
は
、
こ
の
よ
う
な
名
を
与
え
る

べ
き
で
あ
る
。
無
形
の
形
は
我
々
の
思
考

の
対
象
と
関
係
が
あ
る
が
、
そ
の
関

(13
)

係
は
人
知
で
考
え
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
」
。
「
コ
ー
ラ
」
は

「極
め
て
つ
か
み

に
く

い
概
念
で
あ
る
」。
そ
れ
に
お
い
て
万
物
が
発
生
す
る
理
由
は
、
「す
べ
て

の
も

の
が

く場
所
V
に
お
い
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

西
洋
哲
学
史

に
お
い
て
窪

o
螽
と

い
う
概
念
は
、
「無
形

の
質
料
」
と
し
て
理

(14

)

解
さ
れ
、
そ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
意
味
が
長

い
間
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か

っ
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
影
響
を
受
け
た
デ
リ
ダ

(冒
oρ
二
①ω
U
Φ「ユ
α
9。

噸
H㊤ωO
-

・。O宝
)
の
.、内
び
o
蠢
..
(『
コ
ー
ラ
』、

一
九
九
二
年
)
は
も
ち
ろ
ん
例
外
で
あ
る
が
、

そ
の
意
味

に
お
い
て
は
、
デ
リ
ダ
も
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
代

表
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
「無
形
,の
形
」
と
し
て
の

「
コ
ー
ラ
」
と
は
、
「
形
の

な

い
形
」
と

い
う
無
矛
盾
原
則
に
従
わ
な
い
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
で
あ
り
、
「
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」

の
特
殊
タ
イ
プ
で
あ
る
。

な
ぜ
、
私
が

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的
無
」
と
い
う
概
念

に
こ
だ
わ
っ
て
、

西
田
の
い
う

「絶
対
無
」
と
い
う
概
念
を
使
わ
な
い
の
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
。

西
田
の

「絶
対
無
」
と
い
う
概
念
は

「真
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
が
、

形
式
論
理
的
な

「相
対
に
対
立
す
る
絶
対
」
を
思
わ
せ
る
虞
れ
が
あ
る
の
で
、

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
と
い
う
概
念

の
方
が
は

っ
き
り
し
て
い
い
と
思

う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
西
田
の

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
と

し
て
の

「絶
対
無
」
は
、
西
田
の
特
有

の
概
念
で
、
彼
の
哲
学
全
体

に
お
い
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
む
り
や
り
に
他

の
思
想
家
た
ち
の
哲
学
的
内

容

に
西
田
の

「絶
対
無
」
と
い
う
概
念
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
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念

に
伴
う
特
殊
な
哲
学
的
解
釈
も
押
し
付
け

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
は
、

総
括
的
概
念
と
し
て

「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理

の
無
」
を
使
う
時
、
そ
の
概
念

の

定
義
を

「有
に
対
立
す
る
無
で
は
な
い
」
と

い
う
前
提
に
限

っ
て
、
こ
の
よ
う

な

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」

の
特
殊
タ
イ
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
と
共
通

点
を
は

っ
き
り
さ
せ
た
方
が
有
効
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
西
田
の

「絶
対
無
」
と
い
う
概
念
も

「パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
論
理
的
無
」
の

一
例
に
す
ぎ
な

い
が
、
同
時

に
西
田
哲
学
は

一
番
徹
底
し
た

「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
論

で
あ
る
と
言
え
る
。

西
田
は
よ
く

「弁
証
法
的
」
と

い
う
表
現
を
使
う
の
に
、
「
否
定
即
肯
定
」

と
し
て
の

「無
」
を
、
な
ぜ

「弁
証
法
的
無

」
と
呼
ば
な
い
の
か
、
ま
た
疑
問

に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。

(15

)

晩
年
の
西
田
は

へ
ー
ゲ

ル
的
弁
証
法

に

「固
執
し
た
」、
と
指
摘
す
る
溝
口

宏
平
氏
は
、
西
田
の
弁
証
法
と

へ
ー
ゲ

ル
(Ω
。ぐ
く
・国
.H宀
ΦひqΦ一慟
H刈¶O
I一QQω
一)
の

弁
証
法
の
差
異
を
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
差
異
は
非
常
に

大
事
で
あ
る
と
、
私
は
思

っ
て
い
る
。

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
は
、
か
な
ら
ず
し
も

へ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
的
論
理
で
は

な
い
と
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
無
」
と
し
て

の
世
界

に
お
け
る
運
動

・
発
展
を
論
じ
る
際

、
「静
止
即
運
動
」
と
い
う
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
様
々
な

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
特
殊

タ
イ
プ
を
分
析
す

る
と
、
「運
動

・
発
展
」
と
い
う

側
面
を
徹
底
的
に
論
じ
な

い
特
殊
タ
イ
プ
が

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
分
か
る

(プ
ラ
ト
ン
の

「
コ
ー
ラ
」
な
ど
)。
ま
た
進
化
的
発
展
を
論
じ
て
も
、

へ
ー
ゲ

ル

と
同
じ
よ
う
な
結
論

に
達
し
な

い
特
殊

タ
イ
プ
も
あ

る
。
例
え
ば
、
西
田
は

「弁
証
法
」
と
い
う
概
念
を
使

っ
た
が
、
そ
れ
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し

　　
　

て
の

「絶
対
弁
証
法
」
、
真

の
弁
証
法
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

(
17
)

西
田
に
よ
れ
ば
、
真

の
弁
証
法
が

へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
は
な
い
理
由
は
、

へ

　　
　

ー
ゲ
ル
の
哲
学
は

「対
象
論
理
的
立
場
を
脱
し
て
い
な

い
」
こ
と
に
あ
る
。
西

田
に
よ
れ
ば

へ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
は

「限
定
せ
ら
れ
た
場
所
即
ち
有
の
場
所
の

自
己
限
定
た
る
意
味

に
お
い
て
は
、
之
に
お
い
て
所
謂
対
象
的
知
識
と
い
う
も

の
が
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」。

へ
ー
ゲ

ル
が

「対
象
的
な
る
も
の
」
か
ら

「弁
証
法
的
な
る
も
の
」
を
考
え
た
の
で
、
「そ
こ
に

へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
欠

　む
　

点
が
あ
る
」
。
ま
た
、
西
田
は

「矛
盾
的
自
己
同

一
的
自
己
形
成
と
云
ふ
こ
と

は
、
時
間
的
に
無
限
の
進
行
で
あ
る
と
共
に
、
何
處
ま
で
も
同
時
存
在
的
な
基

　
ね
　

底
を
有

つ
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。
彼
は

「同

時
存
在
的
側
面
」
を
ほ
と
ん
ど
論
じ
な
い
へ
ー
ゲ
ル
と
違

っ
て
、
「弁
証
法
的

発
展
を
包
み
之
を
成
立
せ
し
め
る
意
味
を
有
す
る
と
共
に
、
之
を
内

に
消
す
意

　
れ
　

味
を
有

つ
」
「行
為
的
直
観
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的
本
質

(同
時
存
在
的
側

面
と
無
限
の
進
行
と
し
て
の
非
同
時
存
在
的
側
面
)
を
強
調
し
て
い
る
。
西
田
は

「我
々
の
自
己
は
周
辺
な
く
し
て
、
至
る
所
が
中
心
で
あ
る
。
無
限
球
の
無
数

(22

)

の
中
心
と
も
考

へ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
て
、
「無
限
球
」
と

い
う
比

喩
を
も

っ
て
多
と

一
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
現
実
を

「模
型
」
す
る
が
、

こ
の
よ
う
な
現
実
観
は

へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
は
見
当
た
ら
な

い
の
で
あ
る
。
西
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パ ラ ドックス論理 のニ ヒリズム

田
の

「真
の
弁
証
法
」
と

「
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
と
の
比
較
が
本
稿

の
目
的
で

は
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
こ
で
言

い
た
い
の
は
、

西
田
の
弁
証
法
と

へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
を
同

一
視
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

後

に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

「空
即
是
色
」
と
い
う
仏
教
の

「空
」
な
ど

(い
わ
ゆ
る

「東
洋
的
無
」
)
は
、
「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

の
重

要
な
特
殊
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
自
己
矛

盾
原
則
に
従
う
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義

の
代
表
に
な
る
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
(旨

国
。
聾
霞
什
レ
ま
O"亠
ωN刈)
の

「神
性
」
(O
o
昏
Φ一け)
と
い
う
概
念

や
キ
ル
ケ
ゴ

ー

ル
(ω
・霞
Φ蒔
Φ
σQ
鎚
a
レ
。。
罷
山
。。㎝α)
の
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
や
サ

ル
ト
ル
(ト
℃
・ω
霞
-

q
ρ
一8
切亠
り。。O
)
の

「無
」
や
ポ

ス
ト

モ
ダ

ニ
ズ

ム

に
お
け
る
形
式
論

理
的

「
理
性
」

へ
の
批
判
な
ど
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
形
式
論
理

(古
曲
ハ論
理
)
の

無
矛
盾
原
則
に
従
わ
な
い
概
念
、
形
式
論
理

の
限
界
を
越
え
た

「現
実
観
」
は

世
界
の
哲
学
史
に
お
け
る
普
遍
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

と
は

い
え
、
西
洋
に
お
け
る

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
代
表

な
る
思
想
を
東
洋
の
思
想
的
伝
統

(仏
教
や
道
家
)
や
西
田
哲
学
と
比

べ
れ
ば
、

前
者
は

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」

の
徹
底
し
て
い
な
い
表
現
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
特
定
の
哲
学
的
概
念

の
み
で
は
な
く
、
哲
学
的

体
系
そ
の
も

の
を
自
己
矛
盾
原
則
に
徹
底
的

に
従
わ
せ
た
の
は
西
田
の
み
で
あ

ろ
う
。

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
哲
学
的
意
義
を
後
に
論
じ
る
よ
う
に

し
て
、
西
田
哲
学

に
も
み
ら
れ
る

「間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と

「直
接
的
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
を
定
義
し
た
い
と
思
う
。

2

直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う
概
念
と
判
断
は
、
直
接
的
に
は
あ
る
い
は
間
接

的
に
は
自
己
矛
盾
原
則

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「内
在
的
超
越
」、
「非

(23
)

連
続
の
連
続
」
、
「
限
定
す
る
も
の
な
き
限
定
」、
「無
統

一
の
統

=

な
ど
、
西

田
の
哲
学

に
お
け
る
直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
概
念
は
、
絶
対
矛
盾
的
自

己
同

一
の
世
界
の
様
々
な
側
面
を
描
く
も
の
で
あ
る
。

直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の
判
断
も
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の
記
述
で

あ
る
と
い
え
る
。
西
田
は
い
う
。
「矛
盾
的
自
己
同

一
的
世
界
は
、
ど
こ
ま
で

も
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
ど
こ
ま
で
も
動
揺
的
で
あ
る
、
作
ら
れ

(24

)

た
も
の
か
ら
作
る
も
の

へ
で
あ
る
」
。
「ど
こ
ま
で
も
多
と

一
と
の
矛
盾
的
自
己

同

一
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が

(表
現
)
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
見
る
も
の

(
25
)

が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」。
絶

対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
お
け
る
自
覚

と
い
う
の
は
、
「表
現
す
る
も
の

が
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
考

へ
る
も
の
が
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、

(26

)

映
す
も
の
が
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
。
「我
々
の
自
己
に
於
て
自
證
せ
ら
れ
る

如
く
、
内
が
外
外
が
内
、
内
と
外
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

(27
)い

」。
「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
の
中
に
自

(
28
)

己
同

一
を
有

つ
と
共
に
、
自
己
自
身
の
中
に
自
己
同

一
を
有
た
な
い
」
。
こ
の
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よ
う
な
世
界
は

「時
間
空
間
の
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
か

(29

)

ら
作
る
も
の

へ
と
動
き
行
く
の
で
あ
る
」。

「実
在
的
時
は

一
面
に
お
い
て
円
環

(30
)

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
。
絶
え
ず
自
己
表
現
し
て
い
く
絶
対
矛
盾
的
自
己

同

一
の
世
界
の

「矛
盾
的
自
己
同

一
的
自
己
形
成
」
は
時
間
的
に
無
限
の
進
行

(
31
)

で
あ
る
と
共
に
、
「同
時
存
在
的
な
基
底
を
有

つ
」
。

以
上
が
、
す

べ
て

「直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て

「間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と

い
う
の
は
、
隠
れ
た
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の

一
種

で

あ
る
。
「間
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
概
念
」

の
場
合
は
、
「概
念
名
」
そ
の
も
の

は

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
」
に
従
わ
な

い
が
、
そ
の
概
念

の
定
義
が
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
論
理
に
従
う
た
め
、
そ
の
概
念
自
身
は
間
接
的
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に

従
う
。
例
え
ば

「空
」
と
い
う
概
念
名
は
自

己
矛
盾
を
含
ま
な

い
が
、
そ
の

「空
」
を

「
空
即
是
色
、
色
即
是
空
」
と
し

て
定
義
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的
に
な
る
。
「間
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
概
念
」
の
他

の
例

と
し
て
は
、
「有

に
対
立
し
な
い
」
と
定
義

さ
れ
て
い
る

「
絶
対
無
」
の
概
念

が
挙
げ
ら
れ
る
。
西
田
の

「絶
対
無
」
も

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「本
来
的
無
」
も

こ
の
よ
う
な

「
問
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
概
念
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
は
、
「
間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
概

念
」
の
概
念
名
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
結
果

と
し
て
は
反
対
語

の
概
念
名
が
出

る

(例
え
ば
、
「絶
対
無
」
を
否
定
す
る
と
、
「非
絶
対
無
」
、
す
な
わ
ち

「絶
対
有
」

の
意
味
に
な
る
)。
そ
の
た
め
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う

「間
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
概
念
」
の
自
己
矛
盾
を
含
む
定
義

は
見
逃
し
や
す

い
。
「直
接
的
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
的
概
念
」
の
場
合

は
、
こ
の
よ
う
な
虞
が
全
く
な

い
。
「直
接
的

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
概
念
」

の
概
念
名
を
否
定
し
て
も
、
反
対
語

の
意
味

に
は
な

ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「内
在
的
超
越
」
と
い
う
概
念
を
否
定
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
そ

の
自
己
矛
盾
し
た
意
味
が
変

わ
ら
な

い

(否
定
の
結
果
は

「非
内
在
的

(凵
超
越
的
)
非
超
越

(内
在
)」
(超
越
的
内
在
)
に
な
る
)。

「問
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の
概
念
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
実

の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的
構
造

の
様
々
の
形
而
上
学
的
意
義
を
形
式
論
理
的
思
惟

(無
矛
盾
原
則
に
従
う
考
え
方
)
の
次
元
で
論
じ
る
こ
と
が

で
き
る
。
言

い
換
え

れ
ば
、
「間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
、
「直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
説
明
す

る
た
め
の

「方
便
」

に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
西
田
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一

(「直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」)
を

「絶
対
無
」

(「間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」)
と
呼

ん
だ
理
由
は
、
形
式
論
理
か
ら
見
れ
ば

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
は
、
対
象

化
で
き
る

「何
か
」
で
は
な
く
絶
対
に
対
象
化
で
き
な
い

「絶
対
無
」
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
「絶
対
無
」
は

「有
」
で
も
な
く

「非
有
」
で
も
な

い

「有
即
無
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
ま
た
、
「絶

対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
空
間
的
側
面
を
表
す

「間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
概

念
」
と
は

「絶
対
無

の
場
所
」
や

「究
極
的
場
所
」
と

い
う
概
念

で
あ
る
。

「究
極
的
場
所
」
は
、
把
握
で
き
る

「何

か
」
で
は
な
い
。
把
握
で
き
そ
う
な

「何
か
」
で
あ
れ
ば
、
自
分
が
お
い
て
あ
る
場
所
が
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
た
め
、

「究
極
的
場
所
」
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味

に
お
い
て

「究
極
的
場
所
」
は

(
32
)

「絶
対
無
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
の
場
所
」
は
対
象
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パ ラドックス論理のニ ヒ リズ ム

化
で
き
な

い
パ
テ
ド
ッ
ク
ス
的
状
態
で
あ
る
。
ま
た
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の

世
界
の
時
間
的
側
面
を
表
す
の
は
、
過
去
と
未
来
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
を
意

味
す
る

「永
遠

の
今
」
と

「絶
対
現
在
」
と

い
う

「間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的

概
念
」
で
あ
る
。

形
式
論
理
に
従
う
よ
う
に
見
え
る
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界

の

記
述

に
な
る
文
章

の
す

べ
て
は
、
そ
の
世
界

の

一
側
面
し
か
描
か
な
い
間
接
的

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
判
断
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ

て
は
い
け
な
い
。
絶
え
ず
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
法
則
を
考
慮

に
入
れ
な
い
限
り
、
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
西
田
は
自
分

の
論
文
に
お

い
て
、
隠
れ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的
意
味

を
直
接
に
説
明
し
な
い
こ
と
は
な

い
が
、
そ
れ
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

、
彼
は

「宗
教
は
矛
盾
的
自
己
同

(
33
)

一
の
底

に
徹
し
て
自
覚
的
に
こ
れ
を
把
握
す
る
」
と
述

べ
た
あ
と
で
、
続

い
て

直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の
判
断
を
も

っ
て
そ

の
文
章

の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
的

意
味
を
明
確
に
す
る
。
「把
握
す
る
と
い
っ
て
も
、
別
に
把
握
す
る
も
の
が
あ

る
の
で
な
く
、
把
握
す
る
こ
と
は
(把
握
)
さ

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
把
握
す
る
も

(34
)

の
な
き
把
握
で
あ
る
」
と
。

「間
接
的

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の
概
念
」
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
及
し

て
い
る

「労
働
手
段
」
と
し
て
の
概
念

に
近

い
意
味

を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
「労
働
手
段
」
と
し
て
の
概
念
は
、

「概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
た
め

の
要
注
意
」

で
あ
る
。
「吾
々
に
と

っ
て
重
要
な

こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
概
念

で

は
な
い
。
そ
れ
ら

の
概
念
が
、
ど
の
よ
う
な
概
念
に
せ
よ
、
そ
の
概
念

に
拘
わ

ら
ず
ま
た
そ
の
概
念
の
彼
方
に
存
す
る

一
定
の
現
実
性
、
そ
う

い
う

一
定
の
現

実
性
を
把
握
す
る
た
め
の
労
働
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
て
し
ま

っ
た
後
に
は
、

そ
れ
ら
の
概
念
は
無
造
作

に
忘
れ
去
ら
れ
る
か
又
は
削
除
さ
れ
る
か
し
て
差
し

(
35
)

支
え
な
い
。
」

「
間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
概
念
」

の
概
念
名
は
自
己
矛
盾
を
含
ま
な
い
か
ら
、

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
の
現
実

に
直
接
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な

い
。

し
か
し
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
を
説
明
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
「直
接

的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
の
み
を
使
う

と
、
読
む
人
は
こ
の
よ
う
な
あ
ま
り

に
も

「常
識
」

に
反
す
る
記
述
を
ば

か
ば
か
し

い
話
と
し
て
拒
絶
す
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
た

い
し
て

「間
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
概
念
」
は
、
従
来

の
重
要
な
哲
学
的
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従
わ
せ
て
再

定
義
す
れ
ば
、
読
む
人

の
注
目
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
「
間
接
的
パ
ラ
ド

ッ

ク
ス
」
と
は
、
「月
を
指
す
指
」
と
同
じ
よ
う

に
、
真
理
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

真
理
に
導
く
手
段

(方
便
)
に
す
ぎ
な
い
。

3

「形
式
論
理
」
の
枠
を
超
え
な
い
田
辺
元
の
西
田
哲
学

へ
の
批
判

直
接
に

「自
己
矛
盾
原
則
」
に
従
わ
な
い
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の

記
述

に
当
た
る
西
田
の
文
章

の
す
べ
て
は

「間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
判
断
」

で
あ
る
こ
と
を
考
慮

に
い
れ
ず

に
、
言

い
換
え
る
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
枠

を
忘
れ
て
し
ま
う
と
、
田
辺
元
と
同
じ
よ
う
に
形
式
論
理

(主
格
二
元
論
)
や

へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
枠
内
の
解
釈
に
な

っ
て
し
ま
う
。
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田
辺
元
は

「有
即
無
」
と
し
て
の

「絶
対
無
」
と
い
う
西
田
の
概
念
を
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理

の
構
造
と
し
て
解
釈
し
な

か

っ
た
。
そ
の
証
拠

と
し
て
彼
が

「絶
対
無
」
を

「発
出
論
」
的
に
解
釈
し
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「発
出
論
」

の

一
種
と
し
て
の

「絶
対
無
」
の
哲
学

へ
の
田
辺
の
批
評
に
つ
い
て
は
、
小
坂

国
継
氏
が
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
根
底
な
い
し
内
奥

に
立
て
ら
れ
た

「絶
対
無
」
は
、
す

べ
て

「有
」
を
包
む

「場
所
」
で
あ

っ
て
、

「絶
対
無

の
場
所
」
に
は
、
「有

の
場
所
」

と

「相
対
的
無

の
場
所

(意
識
の

(36

)

野
)」
と
が
包
ま
れ
て
い
る
。
意
識

の
野
は

「有

の
場
所
」
を
包
む
が
、
「有

の

場
所
」
と

「相
対
的
無
の
場
所
」
と
は

「絶
対
無
の
場
所
の
自
己
限
定
面
」
で

あ
る
。
絶
対
無
と
は
、
た
だ
単
に
な
に
も

な

い

(有
の
欠
如
、
非
有
)
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
形
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
言

い
換
え
れ
ば
対
象
的
な
い
し
は

実
体
的
な
も
の
と
し
て
は
絶
対
に
無

で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「そ
れ
は

形

の
な
い
非
対
象
的

・
非
実
体
的
な
存
在
で
あ
り
、
し
か
も

い
っ
さ
い
の
形
あ

る
も
の
、
対
象
的

・
実
体
的
な
も
の
の
成
立

の
根
拠

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

そ
れ
は
存
在

の
欠
如
ど
こ
ろ
か
、
逆

に
最
も
根
本
的
な
実
在
で
あ
る
」
と
小
坂

(
37
)

は
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「絶
対
無
」
は
場
所
的
弁
証
法
の
根
底
で
あ

り
、
自
己
を
否
定
的
に
媒
介
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
を
実
現
化

(有
化
)
す

る
。
田
辺
の
西
田

へ
の
批
判
を
受
け
継

い
だ
小
坂
氏
は
、
絶
対
無

の
自
己
限
定

を

一
種

の
発
出
論
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
彼
は
い
う
。
「弁
証
法
は
そ
の
背

後
に
ど
の
よ
う
な
直
接
的
な
も
の
、
実
体
的

な
も
の
を
も
前
提
し
て
は
な
ら
な

い
、
そ
れ
は
弁
証
法
の
否
定
に
な
る
、
と
い
う
西
田
の
主
張
そ
れ
自
身
は
正
当

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
弁
証
法
は
絶
対
媒
介
の
論
理
で
あ
る
以
上
、
何
ひ

と
つ
直
接
的
な
も
の
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
西
田
は
、
世
界
の

根
底

は

《絶
対
無
》
で
あ
る
と

い
う
。
そ
し
て
こ
の
絶
対
無

は

(そ
こ
に
お
い

て
)
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
成
立
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
映
す

《
場
所
》

で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
絶
対
無
が
こ
の
よ
う

に
絶
対
無
の
場
所
と
し
て
直
接
に
体
系

の
根
底
に
定
立
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
も
は
や
そ
れ
は

一
種

の
有
で
あ

っ
て
、
無
で

は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
絶
対
無
は
あ
く

ま
で
無
で
あ

っ
て
、
有
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
し
か
し
こ
れ
を
西
田
の

よ
う
に
、
弁
証
法
的
世
界

の
根
底
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
や
作
用
の

《於
て

あ
る
場
所
》
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
直
接
に
あ
る
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
同
時
に
無

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
義
を
失

っ
て
し
ま

う
。
す
る
と
他

の
す

べ
て
の
存
在
は
弁
証
法
的
に
否
定
的
に
媒
介
さ
れ
、
絶
対

無

に
お
い
て
あ
る
も
の
と
な
る
け
れ
ど
も
、
当
の
絶
対
無
の
場
所
自
身
は
か
え

っ
て
非
弁
証
法
的
に
直
接

に
肯
定
さ
れ
、
直
接
的
な
有
と
な

っ
て
し
ま

い
、
し

た
が

っ
て
ま
た
こ
の
絶
対
無
の
場
所

の
自
己
限
定
は
何
も
の
に
よ

っ
て
も
媒
介

さ
れ
な

い
直
接
的
な
限
定
と
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
種

の

《発
出
論
》
(Φ巨
①昌

ω9
Φ
い
o
αq
量

に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨

の
批
判
は
田
辺
元
に
よ

っ
て

(38

)

提
出
さ
れ
た
」。

し
か
し
、
以
上
の
西
田
哲
学
の
解
釈
で
は

「絶
対
無
の
自
己
限
定
」
が

「限

定
す
る
も
の
な
き
限
定
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
西

田
の
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「真

の
弁
証
法
」
と
し
て
の
絶
対
矛
盾
的
自

己
同

一
の
論
理
は
、

へ
ー
ゲ

ル
の

弁
証
法
の
よ
う
に
弁
証
法
的
自
己
限
定
の
出
発
点
と
な
る

「何
か
」
(実
体
的

な
も
の
、
直
接
的
な
も
の
)
を
求
め
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

田
辺
や
小
坂
氏
は
対
象
化
で
き
な
い

「絶
対
無
」
を

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
観
点

か
ら
理
解
し
、
「絶
対
無
」
を
弁
証
法
的
発
展

の
出
発
点
と
し
て
対
象
化
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
矛
盾
的
自

己
同

一
と
し
て
の

「有
即
無
」
と

い
う
状
態

(「絶
対
無
」
)
は
、
自
己
否
定
的
弁
証
法
的
発
展

の
対
象
的
出
発
点

に
は
な
り
え
な
い
。
「絶
対
無
」
と
は

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
世
界
が

対
象
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
表
す
間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
概
念

に
す
ぎ
な

い
。
有

を
生
む

「何

か
」

(認
識

対
象
)
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、

西
田
の
概
念
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
構
造
全
体
の
枠
内

に
あ
る
も
の
と
し

て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
お
け
る

「絶
対
無
」
と

「有
」
と
の
関

係
西
田
は

「働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の

へ
」
の
後
編
で
は

「絶
対
の
無
」、
「真

の
無
」、
「永
遠
の
無
」
あ
る
い
は

「創
造

的
無
」
と
も
呼
ん
だ
が
、
の
ち
に
は

　
お
　

単
純

に

「絶
対
無
」
と
術
語
化
し
た
。

こ
こ
で
は

「絶
対
」
と
い
う
概
念
の
定

義
の
問
題
が
出
て
く
る
。
形
式
論
理

に
お
け
る

「絶
対
的
な
も
の
」
は

「相
対
」
の
否
定

で
あ
り
、
無
矛
盾
原
則

に

従
う
限
り
、
「
絶
対
」
は

「相
対
」
と
は
両
立

で
き
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
完

成
や
無
制
限
や
無
限
定
な
も
の
を
意
味
す
る

「絶
対
」
は
未
完
成
で
制
約
さ
れ

限
定
さ
れ
た

「相
対
」
の
否
定
に
な
り
、
「絶
対
」
と

「相
対
」
と
は
共
存

で

き
な
い
対
立
関
係

に
あ
る
。
し
か
し
西
田
の

「絶
対
」
の
定
義
を
吟
味
す
れ
ば
、

そ
れ
は

「無
限
定
的
な
も
の
」
即
ち

「対
象
化
で
き
な
い
も
の
」
で
あ
る
限
り
、

形
式
論
理
に
従

っ
て

「相
対

に
対
す
る
絶
対
」
で
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ぼ

な

ら
な

い
。
な
ぜ

な
ら
、
「限
定

は
否

定

で
あ

る
」

(α①8
同巨

蠧
けδ

Φω什

⇒
Φαq
騨
ま

)。
否
定
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
否
定

に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
反
対

語

の
相
互
限
定
を
説
明
す
る
に
は
、
「悪
」
と

「善
」
と
の
対
立
を
考
え
れ
ば

よ
い
。
よ
う
す
る
に
、
悪
く
な

い
か
ら
善

い
、
善
く
な

い
か
ら
悪

い
、
「悪

い

善
」
と

「善

い
悪
」
が
考
え
ら
れ
な

い
の
は
形
式
論
理
的

「常
識
」
で
あ
る

(「
二
つ
の
悪
い
こ
と
の
中
で
の
よ
り
善
い
悪
」
と
は
別
の
問
題
)。
「悪
」
と
い
う

概
念
が
な
か

っ
た
ら
、
「
善
」
と

い
う
概
念
も
成
り
立
た
な
い

(逆
協
同
じ
)。
,

す
べ
て
の
反
対
語
は
そ
の
相
互
否
定
に
よ

っ
て
互
い
に
限
定
す
る
概
念
で
あ
る
。

「相
対
的
な
も

の
」
の
否
定
を
意
味
す
る

「絶
対
的
な
も
の
」
も
、
そ
の
例
外

で
は
な
い
。
否
定
は
限
定
で
あ
る
な
ら
、
無
限
定
な

「絶
対
」
は
、
「無
否
定
」

で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
否
定

で
き
な

い
無
限
定
な

「絶
対
」
と

は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う
外
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
西
田
は
、
「相
対
に

　れ
　

対
す
る
も
の
は
真

の
絶
対
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。

　
む
　

「無
と
云

つ
て
も
、
有

に
対
す
る
相
対
的
無
を
云
ふ
の
で
は
な

い
」
、
「対
象
的

　れ

　

に
あ
る
も
の
に
対
す
る
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
相
対
で
あ
る
、
絶
対
で
は
な

い
」
、

　
ゐ
　

「有
に
対
す
る
無
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
は
亦

一
種
の
有
た
る
に
過
ぎ
な
い
」。
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パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
観
点

か
ら
み
れ
ば
、
「絶
対
無
」
は

「有
」
を
発
出

す
る
も

の
で
は
な
い
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
は
、
「有
」
な
ど
を

発
出
す
る

「基
底
」
は
あ
る
筈
が
な
い
か
ら

で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一

　ぢ

と
し

て

の
実
在

は

「個

物

と
個
物

と

の

相
互

限
定

の
世
界
」
で
あ

る
。

「多
」
と

コ

」
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
的
世
界
が
、
「何
処
ま
で
も
無
基
底
的

に
、
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も

の

へ
と
、
無
限
に
自
己
自
身
を
形
成

し
行

　あ
　

く
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
創
造
作
用
は
無
限
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
る
と
言

え
る
。
「個
物
的
多

の

一
々
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
絶
対
の
こ
と
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
世
界
が
始
ま
る
」。
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
は
、
「永
遠
に
生
滅
的

　　

で
あ
る
の
で
あ
る
、
各
瞬
間
に
新
た
な
る
世
界
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
」
。
し

た
が

っ
て
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一

(パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
の
構
造
そ
の
も
の
は
、

世
界
の
自
己
限
定
の
た
だ
ひ
と

つ
の
起
源
で
あ
り
、
「無

(絶
対
矛
盾
的
自
己
同

(47

)

一
)
の
自
覚
的
限
定
」
と
は

「
限
定
す
る
も

の
な
き
限
定
」
で
あ
る
。
多
と

一

と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
は
、
個
物
と
個
物
と
が
妨
げ
な
く
融
合
す
る
状
態
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
想
像
も

つ
か
な
い
が
、
哲
学
的
モ
デ

ル
と
し
て
は
論

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
絶
対
無

の
自

己
限
定
を
、
「周
辺
な
く
し

て
い

な
　

た
る
所
が
中
心
と
な
る
円
」

の
自
己
限
定

に
比
較
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「周
辺
な
く
し
て
い
た
る
所
が
中
・-o
と
な
る
円
」

(絶
対
無
の
場
所
)
の
自
己
限

定

の
結
果
と
し
て
は
、
至
る
所
を
中
心
と
し

て
無
限
大

の
円

(個
人
的
自
己
)

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
個
人
的
自
己
は
、
「
周
辺
な
く
し
て
い
た
る
所
が
中

心
と
な
る
円
」
(絶
対
無
の
場
所
)
の
無
数

の
中
心
の

一
つ
と
し
て
限
定
せ
ら
れ

る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
「周
辺
な
く
し
て
い
た
る
所
が
中
心
と
な

る
円
」
(「絶

対
無
の
場
所
」)
の
自
己
限
定
の
結
果
と
し
て
の

「個
人
的
自
己
」
は
、
「絶
対

無
」
の
無
数
の
中
心
の

一
つ
と
し
て
、
自
分
も
無
限

の
周
辺
な
き
円
に
な
り
、

他
の
す
べ
て
の
無
数
の
中
心
を
含
む
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
故
に
個
人
的
自
己

は

「
絶
対
無
」
、
す
な
わ
ち
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
を
映
す
こ
と
が
で

き
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
お
け
る

コ

」
と

「多
」
の
関
係
は

「逆
対
応
」
で
あ
り
、
「多
」
の
代
表
に
な
る
個
人
的
自
己
は
、
唯

一
で
特
殊
な

性
格
を
も
ち
個
別
で
あ
り
な
が
ら
、
他
の
個
人
的
自
己
も
含
め
て
い
る

「個
物

的
多
」
と
同

一
し
て
い
る
た
め
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
存
在
で
あ
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
論
理
の
枠
内
で
言
え
ば
、
絶
対
無

に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
人
的

自
己
自
身
が
自
分
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
。
「絶
対
無

の
自
覚
的

限
定
と
し
て
之
に
於
て
あ
る
も
の
は
、
そ
の
限
定
面
に
お
い
て
自
己
自
身
を
限

(49
)

定
す
る
」。
絶
対
無

の
自
覚
的
限
定

は

「真

に
無
と
無

と
を
結
合
す
る
」
こ
と

で
あ
る
と
い
う
西
田
の
結
論
も
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
と
し
て
理
解
し
な
け
れ

(
50
)

ば
な
ら
な
い
。
特
定
の
個
物
は
自
己
否
定

に
よ

っ
て

(無
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
)
他

の
す
べ
て
の
個
物
と

「
同

=

す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
他
の
す
べ
て

の
個
物

は
自
己
否
定

に
よ

っ
て

(無
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
)、
こ
の
特
定
の
個

物
と

「同

一
」

に
な
る
。
そ
の
意
味
で
の

「無

と
無
と

の
結
合
」
で
あ

る
。

「同

一
」
は
い
つ
も
絶
対
矛
盾
的
同

一
で
あ
る
た
め
、
同

一
化
し
て
い
る
個
物

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な

っ
た
性
質
を
失
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
の
個
物
は

形
式
論
理
に
従
う
主
体
と
全
く
異
な
る
。
主
体

の

「認
識
」
対
象
で
は
な
く
、
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特
有
な
性
質
を
も
つ
に
も
拘
ら
ず
、
認
識
主
体
な
ど
を
含
め
て
ほ
か
の
す
べ
て

の
個
物
と
同

一
し
て
い
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的

存
在
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己

同

一

(絶
対
無
)
の
世
界

の

「同

一
」
の
側

面
に
お
い
て
は
す

べ
て
の
個
物
が

コ

」
で
あ
る
が
、
そ
の

コ

」
と
は

「無
差
異
の

一
」
で
は
な
く
、
「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的

一
」
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に

コ

」
は
、
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ

っ
て

「多
」
と
な
り
、
「多
」
は
自

己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ

　む

て

コ

」
と
な
る
。

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
原
則
に
従
う
世
界

に
お
い
て
の

「個
人
」
と
は
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
的
存
在
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
行
為
的
直
観
的
存
在
で
あ
る
。
「行
為

的
直
観
」
と
い
う
の
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
お
け
る

「個
人
的

自
己
」
(「多
」)
の
存
在
の
仕
方
を
表
す
間

接
的

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
概
念

で
あ

る
。
西
田
は
い
う
。
「私

は
物
と
な

っ
て
見
、
物
と
な

っ
て
働
く
、
行
為
的
直

　
ロ
　

観
的
と
い
う

の
で
あ
る
」
。
絶
対
矛
盾
的
自

己
同

一
の
世
界
に
は
、
運
動

(行

為
な
ど
)
と
静
止
と
が
同
時
的
に
両
立
す
る
。
運
動
と

い
う
側
面
は
、
個
物
的

「多
」
の
弁
証
法
的
発
展

に
当
た
る
が
、
静
止
と
い
う
側
面
は
、
す

べ
て
の
個

物
が
同
時
存
在
的
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
論
に
は
、
静

止
の
側
面
が
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
西
田
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の
自
己
限
定
、
す
な
わ
ち

無

の
場
所
自
身
の
自
己
限
定
は

「弁
証
法
的
運
動
を
内
に
包
み
之
を
超
越
す

　お
　

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
弁
証
法
的
運
動
を
超

越
し
、
そ
れ
を
内
に
包
む
と

い
う

状
態
は

「運
動
即
非
運
動

(静
止
)」
で
あ

る
と

い
え
る
。
真

の
直
観

は
受
動

　
ロ
　

的
で
は
な
く

「行
為
的
」
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
静
止
即
運
動
と
い
う
世
界

の
側
面
と
同

一
し
て
い
る
個
人
的
自
己
も
静
止
即
運
動
と
い
う
自
己
矛
盾
的
存

在
で
あ
り
、

い
つ
も

「行
為
的
」
方
向
が
あ
り
、
ま
た
、
多
即

一
と
い
う
世
界

の
側
面
と
同

一
し
て
い
る
個
人
的
自
己
は

コ

」

(全
世
界
)
に
な

っ
て
全
世

界
を

「直
観
的
」
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
う
す
る
に

「行
為
的
直
観
」
論

と
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の
認
識
論

(パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
認
識

論
)
に
当
た
る
。
こ
れ
は
世
界
と
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
的
の
関
係
に
あ
る
個

人
的
自
己
は
、
ど
う
や

っ
て
世
界
を
知
る
か
、
ど
う
や

っ
て
能
動
的
で
あ
る
か
、

と
い
う
質
問

に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
的
自
己
は
世
界
を
映
す
時
、
逆

に

世
界
の

一
観
点

と
な
る
。
「
か
か
る
矛
盾
的
自
己
同

一
の
関
係
が
、
行
為
的
直

　お
　

観

と

い
う

こ

と

で
あ

る

」
。

　カ
　

西
田
は

「我
々
は
行
為
的
直
観
的
に
物
を
見
、
物
を
見
る
こ
と
か
ら
働
く
」

と
述

べ
て
い
る
た
め
、
見
る
こ
と
が
働
く
こ
と
の
起
源
に
な
る
と
い
う
結
論
が

出
さ
れ
る
が
、
実
は
、
彼
は
別

の
と
こ
ろ
に

「私
の
行
為
的
直
観
と
い
う
の
は
、

我
々
の
自
己
が
世
界

の

一
要
素
と
し
て
、
世
界
の
内
に
お
い
て
、
働
く
こ
と
に

　
サ
　

よ

っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
西
田
哲
学
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
構

造
を
考
慮

に
入
れ
な
い
と
、
以
上
二
つ
の
発
言
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
が
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
偶
然
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
働
く
と
い
う
こ
と

と
見
る
と
い
う
こ
と
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
で
あ
る
。
働
く
こ
と
と
見
る
こ
と

　お
　

と
は

「無
作
用
的
作
用
」
の
両
面
で
あ
る
。
西
田
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
枠

内
に

「直
観
」
と
い
う
概
念
を
再
編
成
し
て
お
り
、
従
来

の
受
動
的
直
観
と
い
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(
59
)

う
哲
学
的
概
念
を
操
作
を
離
れ
た
抽
象
意
識
、

つ
ま
り

「知
的
自
己
」

の
立
場

　
　
　

か
ら
心
理
的

に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
と
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
形
式
論
理
的
思
惟
方
法
も

「行
為
的
直
観
」
に
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の
自
己

　
れ
　

表
現
に
な
る
時
、
そ
の
行
為
的
直
観
は
思
惟
的
で
あ
る
。
主
客

の
対
立
は
世
界

　
　
　

の
自
己
矛
盾
か
ら
成
立
す
る
と
言
え
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
ず
主
客
合

一
の
状
態
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
後
に
主
体
と
客
体

に
分
裂
し
た
と
は
い
え
な
い
。

主
体
と
客
体
と
は
い
つ
も
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
い

つ
も

「合

=

で
あ
り
な
が
ら

「分
裂
」
し

て
い
る
と
い
う
無
矛
盾
原
則
に
従

わ
な
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
状
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な

「合

一
」
を

「分

裂
」

の
以
前
の
状
態
と
し
て
解
釈
し
て
は
い
け
な

い
。
西
田
に
よ
れ
ば
行
為
的

　お
　

直
観
は
非
合
理
的
非
科
学
的
で
は
な
い
。
行
為
的
直
観
は
思
惟
の
作
用
そ
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
形
式
論
理
に
し
た
が

っ
て
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き

な

い
。
あ
く
ま
で
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
枠
内
に
あ
る
哲
学
的
モ
デ
ル
と
し

て
の
み
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
(パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
の
論
理
と
現
代
物
理
学

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
論
理
は
本
当
に
実
在

の
法
則
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
具

体
的
証
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

形
式
論
理
を

「部
分
的
真
理
」
と
み
な
し
た
西
田
は
、
現
実
全
体
の
法
則
と

し
て
の
形
式
論
理
の
妥
当
性
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の

「科
学
的
」

証
拠
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
宗
教
的

「実
在

の
体
験
」
と
絶
対

矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
態
度

が

「非
科
学
的
」
と
し
て
田
辺
な
ど
に
非
難
さ
れ
た
の
で
、
西
田
は

「科
学
的

経
験
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
挑
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
絶
対
矛

盾
的
自
己
同

一
は
本
当

に
現
実
の
法
則
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
実

の
法
則
を
探

る
物
理
学
に
お
い
て
も
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
が
見
ら
れ
る
は
ず

で

あ
る
。
若

い
時

か
ら
数
学
と
物
理
学

に
興
味
を
示
し
た
西
田
が
自
分
の

「無

の

哲
学
」
を
物
理
学
の
実
験

の
結
果
と
関
連
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
不
思
議
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
真
の
論
理
は
矛
盾
的
自
己
同

一
的
世
界

(実
在
)
の
自
己

　　
　

限
定

で
あ
る
。
矛
盾
的
自
己
同

一
的
世
界

の
自
己
限
定

の
法
則
と
も
い
え
る
。

し
た
が

っ
て
矛
盾
的
自
己
同

一
的
論
理

(具
体
的
論
理
)
は
科
学
の
論
理
で
な

(65
)

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

形
式
論
理
が
現
実

の
法
則
に
妥
当
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
西

田
は

「経
験
科
学
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

(〉
ヨ
①弉

田
磊
け巴
戸

H。。お
山
霧
α
)
の
相
対
性
理
論

の
影
響
を
受
け
た
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
の

「操
作
主
義
」

に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

西
田
と
操
作
主
義

西
田
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
論
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま

で
未
解
決
の
ま
ま
で
あ

っ
た
従
来

の
哲
学
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
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パ ラ ドックス論理 のニ ヒリズム

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
観
点
か
ら
様
々

な
哲
学
的
概
念
を
再
編
成
す
る
に
至

っ
た
。

こ
こ
で
は
西
田
の
操
作
主
義
と
の

関
係
を
論
じ
て
み
た
い
。

高
圧
物
理
学
に
お
け
る
諸
発
見
に
よ
り

一
九
四
六
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
け

た

ペ

ル
シ

・
ブ
リ

ッ
ジ

マ
ン

(勺
臼
畠

煢

・
bd
江
ασq日
9P

H。。。。卜。山
㊤①H)
は
操

作
主
義

の
提
唱
者

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
西

田
は
彼

の
二

つ
の
著
作
、

寒

鳴

卜
蠹
漕

9

ミ
o
§
§

ミ

鴇
翕

(現
代
物

理

学

の
論

理
、

一
九

二
七
)
搴

Q

≧
Qミ
ミ

庶

3

旨
ミ

§

S
越

(物
理
学
的
論
理
の
性
質
)
か
ら
引
用
し
て
い

る
。
操
作
主
義

の
出
発
点
は
、
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
特
殊
相
対
性
理
論
で
あ

る
。
〈勺
嘆
O
賓
芝

●
じd
『
崔
ひqヨ
①
P

肉
ミ
的討
§

げ

搴

S
蕊
塁

匙
ミ
駄

ミ
鳴
◎
芍
ミ
ー

§
§
ミ

ぎ

賊ミ

9

ミ
§

〉
。
西
田
は
相
対
性
理
論

に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ

関
心
を
示
し
、
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
日
本

へ
の
招
聘
に
当
た

っ
て
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
。
京
都
帝
国
大
学
で
の

「
い
か
に
し
て
私
は
相
対
性
理
論
を
創

っ
た
か
」
と

い
う
ア
イ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
講
演

(
一
九
二
〇
年

一
二
月

一
四
日
)

の
テ
ー
マ
は
西
田
が
希
望
し
た
の
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
相
対
性
理
論
は
物

　　
　

理
現
象
の
真
相
に
徹
底
し
得
た
も
の
で
あ
る
。

物
理
学

の
根
本
概
念
が
す
べ
て
操
作
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
特
殊
相
対
性
理
論
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
こ
に

「同
時
性
」
と
い
う

概
念
の
問
題
が
出
て
く
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
に
よ
れ
ば
、

「
同
時
性
」
と
は
二

つ
の
出
来
事

の
性
質
で
は
な
く
、
観
察
的
体
系

に
よ

っ
て

(67
)

相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
同
時
性
」
と

い
う
概
念

に
潜
ん
で
い
る

操
作
と
は
、
限
ら
れ
た
速
度
の
合
図
に
よ
る
測
定
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
、
他

の
す

べ
て
の
物
理
学
的
概
念
と
同
じ
よ
う
に

「
同
時
性
」
と
い
う
概
念
も
、
物

　お
　

理
的
操
作

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
「物
」

の
性
質
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
た
。

ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
い
う
。
「人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
を
作

っ
た
時

に

ど
の
よ
う
な
世
界
の
性
質
に
直
面
し
た
か
、
我

々
は
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま

っ
た
。

人
聞
は
、
世
界
の
解
釈
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い

「従
来

の
概
念
の
眼
鏡
」
に
慣

(69
)

れ
て
し
ま

っ
て
、
そ
の
眼
鏡
を
は
ず
せ
ば
、
世
界
が
理
解

で
き
な
く
な
る
」
。

「そ
の
起
源
が
忘
れ
ら
れ
た
概
念
は
、
不
変
的
な
も
の
と
し
て
も
、
必
然
的
な

も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
科
学
の
進

(
70
)

歩
を
妨
げ
る
危
険
な
立
場
で
あ
る
」
。

操
作
主
義
の
理
論
か
ら

い
え
ぼ
、
人
間

の
物
理
的
操
作
の
み
が
物
理
学
的
概

念

に
意
味
を
与
え
る
。
従
来
、
物
理
学

の
概
念
と
い
う
の
は
自
己
の
操
作
を
離

れ
た
物
の
性
質
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
操
作
主
義

の
立
場
か
ら
は
、
す

べ
て
の

「概
念
」
は
人
間

の
物
理
的
操
作
を
抽
象
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「数
」
と

い
う
概
念
は

「数
え
る
」
と

い
う
操
作

の

抽
象
化
に
す
ぎ
な

い
。
よ
う
す
る
に

「概
念
」
と
は
、
対
応
す
る

一
組
の
操
作

と
同
様
で
あ
る
。

ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
に
よ
れ
ば
理
論
は
現
実
の

一
定

の
物
理
的
位
置
の
記
載
で
は

な
く
、
人
間
の
物
理
的
操
作
の
記
載
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
理
論
が
そ
の
操
作

の

　ロ
　

範
囲
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
物
理
学
者
は
概
念
と
理
論
を
実
験
に
よ

っ

て
実
証
し
よ
う
と
す
る
が
、
「実
験
」
も
、
あ
る
物
理
的
操
作
に
す
ぎ
な

い
た
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め
、
そ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
わ
ゆ
る

「合
理
的
思
考
」
は
、

そ
れ
で
も

っ
て
私
が
事
象
を
調
整
し
よ
う
と

す
る
諸
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が

有
効
な
措
置

(α①≦
8
)
で
あ
る
か
否
か
を
実

験
に
よ

っ
て
確
か
め
な
け
れ
ば
な

(
72
)

ら
な
い
。

西
田
は
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
の
以
上
の
意
見
に
賛
成
し
、
思
惟
や
言
語
が
人
間
の

経
験
を
表
す
た
め
の

「道
旦
ハ」
で
あ
る
か
ら

「あ
る
種
の
不
完
全
と
制
限
を
脱

(73
)

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る

(西
田
に
よ
れ
ば
、
そ
の
不
完
全
の

理
由
は
、
思
惟
が
行
為
的
直
観
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
あ
る
)。

ブ
リ

ッ
ジ

マ
ン
は
、
従
来

の
物
理
学
に
お
け
る
物
理
学
的
概
念
と
は
、
「個

物
」
の

一
定
の
不
変
的
性
質
を
規
定
す
る
も

の
で
あ
り
、
理
論
と
は
現
実
的
世

界
を
記
載
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
相
対
性
理
論
以
降
は
、
も
う
そ
う
は

い
え
な
く
な

っ
た
の
は
事
実

で
あ

る
。
相
対
性
理
論
か
ら
み
れ
ば
、
絶
対
的
物

理
学
的
概
念
は
な
く
、
物
理
的
時

(
74
)

間

に

は

空

間

の
測

定

が

含

ま

れ

て

い
る

た

め
、

時

と

い

う

の
は

物

理

現

象

か

ら

独

立

に

一
様

に
流

れ

る

ニ

ュ
ー

ト

ン

(一
・
Z
Φ
葺

o
P

H
①
お
山

詞

『
)

や

カ

ン

ト

(
75
)

(H・
囚
き
∬

嵩
逡
山
。。
鍵
)
の

「絶
対
時
」
で
は
な
い
。

西
田
が
、
時
と
は
普
通
に
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
単
に
直
線
的
に
成
立
す
る
も

(76
)

の
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
こ
と
に
も
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
時
間

と
空
間
と
は
別
々
で
は
な
く
同
じ
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
両
側
面
で
あ
る
。

(77

)

空
間
的
側
面
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界

の

「同
時
存
在
的
」
側
面
で

あ
り
、
時
間
的
側
面
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の

「非
同
時
存
在
的
」

側
面
、
す
な
わ
ち

「作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の

へ
」
と
い
う
変
化

・
形
成

(
78

)

の
過
程
で
あ
る
。

す
べ
て
の
物
理
学
の
概
念
は
物
理
学
的
操
作

(観
察
の
方
法
な
ど
)
に
よ

っ

て
相
対
的
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
物
理
学
的
概
念
は

一
定
の
不
変
的
性
質
を
も

つ

「
モ
ノ
」
に
当
た
ら
な
い
し
、
理
論
は
現
実
の
世
界
そ
の
も
の
を
記
載
し
な

い
。
物
理
学
的
概
念

は
操
作
的
で
あ
る
か
ら
絶
対
的
な
静
止
と
か
絶
対
的
運
動

(79
)

と
か
絶
対
的
大
き
さ
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
物
理
学
的
知
識
は
相
対
的

で
あ
る
。

経
験
的
知
識
と
し
て
の
測
定
は
近
似
的
で
あ
る
。
測
定
を
精
密
に
す
れ
ば
す
る

(80
)

ほ
ど
人
間
の
経
験
が
い
つ
も
不
確
実
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。

測
定
の
過
程
を
ど
ん
な
に
精
密

に
し
て
も
、
無
限
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に

近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
物
質
や
放
射
の
非
連
続
的
構
造
の
た
め
、
「長
さ
」

(
81
)

(モ
ノ
の
限
定
と
関
係
あ
る
長
さ
)
の
概
念
そ
の
も
の
に
物
理
的
制
限
が
あ
る
。

相
対
性
理
論
に
よ
れ
ば
、
あ
る

「
モ
ノ
」
に
は
不
変
的

一
定

の
長
さ
が
な
い
。

長
さ
な
ど
を
測
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
モ
ノ
」
を
は

っ
き
り
限
定
で
き

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
他
の

「
モ
ノ
」
か
ら
区
別
す
る
境
界
が
決
め
ら
れ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
モ
ノ
」
は
は

っ
き
り
限
定

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
常

識
に
反
す
る
結
論
は
、

一
定
の
長
さ
な
ど
を
も
ち
、
は
っ
き
り
と
し
た
空
間
的

位
置
を
示
す
別
々
の

「個
物
」
と
い
う
概
念
と
そ
の
基
盤
に
な
る
形
式
論
理
の

枠

(「
モ
ノ
」
な
ど
の
同

一
原
則
A
11
A
)
の
妥
当
性
を
覆

し
た
理
論
で
あ
る
。

西
田
が
、
不
変
的
で

一
定

の
枠
を
も
つ

「
モ
ノ
」
が
な
い
と
い
う
物
理
学
的
証

拠
を
求
め
た
理
由
は
、

一
定
の
枠
を
も

つ
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
的

「個
物
」
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は

「多
」
と

コ

」
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
存
在
で
き
な
い
と

い
う
前
提

に
あ
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
操
作
主
義

は
ガ
リ

レ
イ

(Ω
蝉
E
8

0
9
∈
9

霸
①年
一①お
)

的
な
物

の
考

え
方

で
あ

り
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

(〉
器
8
け巴
αρ

晋
・。。。や
晋

ωb。N
)
的
な
物
の
考
え
方

で
は
な
い
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
な
物

の
考
え
方
と

(82

V

い
う
の
は
、
現
象
を
物

の
性
質
か
ら
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
物
を

主
に
し
て
、
物
に
対
し
て
何
か
の
影
響
が
あ

る
か
ぎ
り
環
境
を
考
え
る
立
場
で

あ
る
。
ヴ

ェ
ク
ト
ル
が
物

に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
る

(例
え
ば
下
に
落
ち
る
傾
向

は
物
の
内
に
あ
る
と
い
う
前
提
に
も
と
つ
い
て

「重
さ
」
は
物
の
性
質
で
あ
る
と
い

(83
)

う
結
論
。
そ
れ
に
対
し
て
ガ
リ
レ
イ
的
な
物
の
考
え
方
は
現
象
を
物
と
そ
の
具
体
的

　　
　

位
置

(環

境
)
と

の
関

係

か
ら
考

え

る
。

ヴ

ェ
ク
ト

ル
は
物

と
環

境

と

の
関
係

か
ら

定

(85

)

め
ら
れ
る
。
(重
さ
が
物
と
環
境
と
の
関
係
に
依
存
す
る
結
論
-

落
体
環
境
は
真
空

な
ら

「重
さ
」
が
な
い
)。

ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
は
精
密
に

「操
作
」
と

い
う
概
念
を
定
義
し
な
か

っ
た
が
、

西
田
は
、
特
有

の

「操
作
」
の
定
義
を
施

し
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば

「操

作
」
と
は
、
身
体
的
に
物
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
「個
物
的
多
と
全
体
的

一
と

の
矛
盾
的
自
己
同

一
」
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「内
が
外
外
が
内
、
内
と
外

と

(86

)

の
矛
盾
的
自
己
同

一
」。
「作
ら
れ
た
も
の
」

と

「作
る
も
の
」
と
は
、

い
つ
も

自
己
矛
盾
的
自
己
同

一
の
関
係
に
あ
る
別
々

の
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
も
の
の

(
87
)

二
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。

ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
や
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
と
違

っ
て
西
田
は
、
も

っ
と
も
基
本

的
な
操
作
は

「行
為
的
直
観
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
に

よ
れ
ば
、
究
極
的
操
作

(
一
番
基
本
的
な
操
作
)
は

コ

致
」
を
観
測
す
る
こ

(88

)

と
で
あ
る
。
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
、
基
本
的
操
作
と
い
う
の
は

コ

致
」

で

は
な
く
、
「識
別
」、
即
ち

「弁
別
的
反
応
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
彼
は

い
う
。
「識
別
と
は
生
物

の
内
的
外
的
環
境
状
態
に
対
す
る
旦
ハ体
的
な
弁
別
的

反
応
過
程
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
こ
の
よ
う
な
過
程
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
、

(89

)

伝
え
ら
れ
、
確
か
め
ら
れ
る
」。
西
田
哲
学

に
お
け
る

「
基
本
的
操
作
」
と
い

う
の
は

コ

致
」
の
識
別
と

「識
別
」
そ
の
も
の
の
起
源
で
も
あ
る
形
成
作
用

(90

)

的
直
観
、
す
な
わ
ち

「行
為
的
直
観
」
で
あ
る
。
「行
為
的
直
観
が
我
々
の
歴

(91

)

史
的
生
命
の
根
本
的
操
作
で
あ
る
」
。
「行
為
的
直
観
が
歴
史
的
生
命
の
根
本
的

(92

)

操
作

で
あ
る
、
識
別
も
そ
れ
か
ら
で
あ
る
」
。
よ
う
す
る
に
人
間
は
世
界
と
絶

対
矛
盾
的

に
同

一
し
て
い
る
た
め
、
そ
の

「
同

一
」
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、

世
界
を

一
番
直
接
的

に

「識
別
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
世
界
で
あ

り
な
が
ら
世
界
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
「自
己
も
行
為
的
直
観
的

に

(93

)

与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」。
し
た
が

っ
て
人
間
の

「操
作
」
の
結
果
と
し
て

(
94
)

の
い
わ
ゆ
る

「客
観
的
知
識
」

の
起
源
は
、
行
為
的
直
観
で
あ
る
。
そ
の
た
め

い
わ
ゆ
る
科
学
的

「公
理
」
と
い
う
の
は
、
「行
為
的
直
観
」
の
所
与

で
あ
る
。

操
作
主
義

は
普
段
直
観
と
い
う
概
念
に
関
連
す
る
理
論
で
は
な
い
と
さ
れ
て

い
る
が
、
西
田
は
、
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
の
操
作
主
義
が
直
観
と
無
関
係
で
は
な
い

と
強
調
し
て
、
ブ
リ

ッ
ジ

マ
ン
の
次

の
よ
う
な
言
葉
を
引
用

し
て

い
る
。

「我
々
は
、
た
だ
個
人
的
経
験
に
よ

っ
て
直
観
的

に
の
み
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
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な
も

の
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
分
析
で
き
な
い
操
作

に
今
ま

(95

)

で
直
面
し
て
き
た
」
。
科
学
的
直
観
を
大
事

し
て
い
た
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は

「根
本
的
な
科
学
的
原
則
を
発
見
す
る
た
め

に
は
、
論
理
的
道

(実
験
か
ら
理
論

ま
で
の
論
理
的
道
)
が
な
い
。
直
観

に
よ

っ
て
の
み
実
験
の
真
相

で
も
あ
る
科

(96

)

学
的
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト

(幻
●
U
Φω8
暮
Φρ

H$
①亠
①㎝
O)
に
よ
れ
ば
直
観
と
は
、
理
性

の

形
式
の

一
つ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
理
性

的
直
観
」
に
よ

っ
て

一
般
的
、
抽
象

的
原
則
が
理
解
で
き
る

(形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則
や
数
学
的
公
理
な
ど
)。
即
ち

理
性
が
直
観
を
含
む
と
い
う
観
点

で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
西
田
は

「直
観
が

理
性
を
含
む
」
と
主
張
し
て

い
た
。
西
田

の
直
観

は
ベ

ル
グ

ソ

ン

(自
・戸

しd
Φ『ひq
ω。P

一。。♂
山
逡
一)
の
哲
学

に
お
け
る
直
観

と
い
う
概
念

に
共
通
点
が
な

い
と
は
い
え
な
い
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
直
感
を
理
性
に
対
立
さ
せ
る
傾
向
が

強

い
。
西
田
に
よ
れ
ば
理
性
的
世
界
観

(
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
現
実
の
単
純
化
、

静
止
化
、
機
械
化
、
還
元
化
な
ど
)
は
、
完
全

に
間
違

っ
て
い
る
現
実
観
で
は
な

く
、
現
実

の

一
側
面
が
把
握
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

形
式
論
理
的
理
性
に
よ
る
現
実

の
把
握
の
結
果
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
常
識
的

世
界
観
は
、
真
理
の

一
側
面
で
あ
る
と

い
う
結
論

は
、
西
田
の
仏
教

の

「無

我
」
と
い
う
概
念
の
解
釈
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
彼
は
、
「否
定
す
べ
き
は
、

(97
)

我
々
の
自
己
の
独
断
と
我
執
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
主
張
し
な
が
ら
も
、

「各
人
の
独
断
、
各
人
の
我
執
と
い
ふ
の
が
此
世
界
(矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
)

(98

)

に
本
質
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
強
調

し
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
仏

教
の

「無
我
」
と
い
う
概
念
も
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
を
も

っ
て
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

操
作
主
義

の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
ま
ず
現
実

の
経
験
が
あ

っ
て
、
そ
れ
か
ら

そ
の
経
験
を
説
明
す
る
様

々
な

「道
旦
ハ」
(論
理
、
概
念
、
理
論
)
が
使
わ
れ
る
。

西
田
は
哲
学
的

・
科
学
的
妥
当
性

の
基
盤
と
し
て
の

「形
式
論
理
的
合
理
性
」

を
揺
る
が
す
た
め
の
操
作
主
義
と
い
う
重
要
な

「見
方
」
を
見

つ
け
た
。
絶
対

矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
の
現
実
は
、
単
な
る
別
々
の
個
物

の
集
合
で
は
な
い

の
で
、
西
田
が
、
科
学

の
出
発
点
は
特
定
の
不
変
的
性
質
を
も

つ

「も
の
」
の

存
在
で
は
な
い
、
と
す
る
操
作
主
義

に
言
及
し
た
の
は
不
思
議

で
は
な

い
だ
ろ

う
。西

田
を
批
判
し
て
い
た
田
辺
の
い
う

「合
理
性
」
も
、
他

の
す
べ
て
の
概
念

と
同
じ
よ
う
に
世
界
の
特
定
の
性
質
を
説
明
す
る
の
に
有
効
性
を
も

っ
た

「道

具
」
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
近
代
哲
学
に
お
い
て
は
人
間

の

人
間
た
る
所
以
は
合
理
性
に
な

っ
た
。
人
間
の
進
歩
も
合
理
的

に
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な

「合
理
性
」
も
人
間
の

「道
具
」
と
し
て
は

「主
観
的
」

に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
「自
己
の

一
方
か
ら
世
界
を
考
え

て
い
く
だ
け
で
は
合
理
性
と

い
っ
て
も
、
そ
の
根
底
を
自
己

の
主
観
の
底

に
求

(
99
)

め
る
外
な
い
」
。

ま
し
て
普
段
有
効
な

「道
具
」
で
あ
る

「形
式
論
理
的
合
理
性
」
で
、
世
界

の
性
質
を
説
明
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
量
子
力
学

の
実
験
に
お
け

る
主
体

(観
察
者
)
と
客
体

(実
験
の
対
象
)
と
の
関
係
は
、
そ
の
例

で
あ
る
。
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西
田
と
量
子
力
学

一
次
元
的
自
己
矛
盾
的
判
断
と
し
て
の

「
真
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
不
条
理

で
無
意
味
に
み
え
る
理
由
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
論
理

に
従
う

「
現
実
」
を
想

像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
空
間
的

・
時
間
的

次
元
に
お
い
て
、
あ
る
も
の
は

「変
化
し
な
い
」
と

「変
化
し
て
い
る
」
と

い

う
様
子
は
想
像
も
つ
か
な
い
。
「変
化
し
て
い
る
」

か
、
「変
化
し
て
い
な
い
」

か
、
ど
ち
ら
か

に
な

る
の
が

「常
識
」
で
あ

る
か
ら
。

二
ー
チ

ェ

(国
'芝
.

Z
醇
N
ω9
ρ

冨
農
亠
8
0
)
の
言
う
よ
う

に

「我
々
が
否
定
す
る
こ
と
と
肯
定

す
る
こ
と
と
を
同
時

に
お
こ
な
う
こ
と
が

で
き
な

い
の
は
、
人
間
の
認
識
論
の

(001

)

主
観
的
法
則
で
あ
る
」。
西
田
が
、
「自
己
」

と

「他
」

の
矛
盾
的
自
己
同

一
は
、

(
101
)

「考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
矛
盾
で
あ
る
」、

と
指
摘
し
て
い
る
の
も
、
現
実
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
構
造
は
対
象
化
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち

「対
象
」
と
し

て
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し

て
の
現
実
は
、
「存
在
」

で
も
な
く
、
「非
存

在
」
で
も
な
い
の
で
、
認
識
の
対

象
と
し
て
把
握
で
き
そ
う
な

「何

か
」
(認
識
対
象
)
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う

に
対
象
化
で
き
な
い

「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

こ
そ
、
究
極
的

「無
」
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
状
態
は
、
い
わ
ゆ
る

「神
秘
的
」
経
験
だ
け

で
は
な
く
量
子
力
学
の
実
験
に
お
い
て
も
直

面
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す

る
と
、
そ
の
体
験
に
関
す
る
反
省

の
結
果

で
あ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う

概
念
や
哲
学
的

モ
デ

ル
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
お
い
て
は
、
別
々
の
個
物
が
あ
る
は
ず
は

な

い
の
で
あ
る
か
ら
主
体
と
客
体
と
の
関
係
も
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
関
係

(対
立

が
あ
る
と
共
に
同

一
し
て
い
る
と
い
う
関
係
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
は

自
己
に
認
識
対
象
と
し
て
「与
え
ら
れ
た
」
も
の
で
は
な

い
。
自
己
は

「
世
界
の

(201
)

外
」
か
ら

「世
界
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
「
世
界
と
個
人
的
自
己
の
関

係
は
、
唯
外
面
的
対
立
的
な
の
で
は
な
い
、
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同

一
的

(301
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
西
田
は
自
己
が
「世
界

に
包
ま
れ
た
」
も
の
で
あ
る

(
401
)

と
述

べ
て
い
る
が
、
「自
己
が
世
界
に
包
ま
れ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
ま
た
間

接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
判
断
で
あ
り
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界

の

一
側

面
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
自
己
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界

の

「
外
」
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
れ
を

「外
」
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き

な

い
、
包
ま
れ
た
も
の
は

「包
む
も
の
」
の
外
に
出
ら
れ
な
い
の
と
同
じ
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
を
対
象
論
理
の
枠
内
で
解
釈
し
て
は
い
け
な
い

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
形
式
論
理
の
枠
内
で
解
釈
す
れ
ば
、
世
界
は
自

己
を
超
越
す
る
も
の
に
な

っ
て
し
ま
い
、
「内
在
的
超
越
」
の
世
界

に
は
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

西
田
は
主
体
と
客
体
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
関
係
が
量
子
力
学
に
み

ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
「物
理
的
実
験

の
世
界
と
云

へ
ど
も
、
実

は
何
處

ま
で
も
ポ
イ

エ
シ
ス
的
自
己

(行
為
的
自
己
ロ
筆
者
)
を
抜
き
去
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な

い
。
今
日
の
量
子
力
学
と
云
ふ
も
の
が
、
之
を
證
す
る
の
で
あ
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(鵬
)

る
」
「実
験
そ
の
も
の
が
物

の
位
置
を
変
ず

る
と
考
え
ら
れ
る
量
子
力
学
は
、

(
601
)

之
を
證
す
る
の
で
あ
ら
う
」
。
量
子
力
学

の
実
験

で
は
、
古
典
物
理
学
に
お
い

て
の
物
理
学

の
実
験
の
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
た

「
独
立
し
た
実
験
者
」
が

い

な
い
。
微
視
的
な
も
の
に
お
い
て
は
、
現
象
そ
の
も
の
に
、
著
し
い
影
響
を
与

(
701
)

え
る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

西
田
に
よ
れ
ば
他

の
現
実
経
験
と
同
じ

よ
う
に
科
学
的
経
験
も

「内
」
と

「外
」
と
い
う

一.一
つ
の
側
面
が
あ
る
の
に
元
来

コ

つ
」
の
経
験
し
か
な

い
。

コ

」
と
し
て
の
経
験

の

「内
的
」
側
面
は
心
理
的
、
主
観
的
で
あ
り
、
そ
の

「外
的
」
側
面
は
客
観
的
で
あ
る
。
「従
来
、
外
的
経
験

の
世
界
に
対
し
て
、
心

理
的
世
界
は
内
的
経
験
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
経
験
に
二
種
あ
る
の

(801
)

で
は
な

い
。
」
「
外
的
経
験
」
と
は
自
己
が
世
界
の
自
己
表
現
で
あ
る
と
い
う
側

面
を
意
味
す
る
。
「内
的
経
験
」
と
は
自
己
が
個
物
的
世
界
を
表
現
す
る
と

い
う

(
㎜
)

側
面
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
経
験
は

一
つ
し
か
な
い
と
主
張
し
て
い
た
西

田
は
、
そ
の

「科
学
的
」
証
拠
を
現
代

の
量
子
力
学

に
見

つ
け
た
の
で
あ
る
。

(OlI

)

人
間
の
操
作
を
離
れ
た

「客
観
的
世
界
」
と

い
う
も
の
は
な
い
。
人
間
が
そ

の
操
作
を
通
し
て
把
握
す
る
「世
界
」
は
、
単

に
客
観
的
で
は
な
く
、
単
に
主
観

(m
)

的
で
は
な
く
、
ま
た
単

に
主
客
合

一
的

(主
観

・
客
観
の
統

一
)
で
は
な

い
。

そ
れ
は
主
観
と
客
観
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
で
あ
る
。
従
来
の
哲

学
に
お
け
る
客
観
的
世
界
は
抽
象
的
な
構
造
、
歴
史
的
現
実
の
世
界
に
お
い
て

(m
V

の
人
間
の
形
成
作
用
を
離
れ
た
構
造
で
あ

っ
た
。
経
験
科
学
的
認
識
の
過
程

に

お

い
て
は
、
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
に
入

っ
て
い
る

「
ポ
イ

エ
シ
ス
的
自

(
3ユー
)

己
」
(行
為
的
創
造
的
自
己
)
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
田
の
い
う
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
お
い
て
は
、
因
果
関
係
と
は

そ
の
世
界
の
側
面
の

一
つ
に
す
ぎ
ず
、
も
う

一
つ
の
側
面
に
お
い
て
世
界
は
完

全
に
自
由
で
あ
る
。
そ
の
た
め
西
田
が
量
子
力
学
の
不
確
定
性
原
理
に
興
味
を

示
し
た

の
は
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
西
田
は
湯
川
秀
樹

(
一
九
〇
七
ー

一

九
八

一
)
の

『極
微

の
世
界
』
と
い
う
著
作

に
基
づ

い
て

ハ
イ
ゼ

ン
ベ
ル
ク

(
411
)

(鬢

訣

.
山
①房
Φ9
臼
ひq
》
H
8
H
山
㊤♂
)
の
不
確
定
性
原
理
を
論
じ
て
い
る
。
微

視
的
な
現
象
を
観
察
す
る
時
、
そ
の
現
象

の
位
置
を
変
え
る
こ
と
の
旦
ハ体
的
な

例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
電
子
な
ど
に
光
を
当
て
て
み
た
場
合
、
電
子
は

一
つ
の

光
粒
子
を
散
乱
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
速
度

に
変
化
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

従

っ
て
電
子
の
位
置
を
測
定
す
る
と

い
う
動
作
は
、
必
然
的
に
電
子
の
速
度
を

変
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
反
動

の
大
き
さ
や
方
向
が
分
か

っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
よ

っ
て
電
子
が
速
度
を
、

い
か
に
変
え
た
か
計
算
す
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
お
い
て
は
、
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
よ

う
な
、
不
確
定

の
部
分
が
入

っ
て
く
る
と
い
う
。

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も

速
度
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
操
作
と
、
位
置
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
操
作
と
は
、

互
い
に
妨
げ
合

っ
て
、

一
方
を
精
確
に
し
よ
う
と
す
れ
ぼ
、
他
方
が
不
精
確
と

な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
不
精
確
と

い
う

の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
実
験
で
も
、

こ
の
不
精
確
度

の
間
に
成
立
す
る

一
定

の
関
係
に
到
達
す
る
。
こ
の
関
係
は
い

わ
ゆ
る

ハ
イ
ゼ

ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原
理

(西
田
の
い
う
不
精
確
率
)
で
あ

る
。
古
典
物
理
学
の
因
果
律
と
物
理
的
出
来
事
の
空
間
的
時
間
的
記
述
と
は
相
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補
的
に
互

い
に
排
他
的
で
あ
る
。
よ
う
す
る

に

「古
曲
ハ的
力
学
で
は
、
或
る
時

刻
に
於
て
の
物
体

の
位
置
お
よ
び
速
度
を
知

れ
ば
、
物
体

の
そ
の
後

の
運
動
は
、

運
動

の
方
程
式
に
よ

つ
て
、
必
然
的
に
決
定

す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
厳
密

な
因
果
律
が
成
立
す
る
と
考

へ
ら
れ
て
い
た
。
然
る
に
量
子
力
学
で
は
、
粒
子

の
位
置
お
よ
び
速
度

の
内
、
そ
の

一
方
し
か
正
確
に
決
定
し
得
ざ
る
が
故
に
、

波
動
方
程
式
を
解

い
て
波
動
函
数
を
求
め
た
と
し
て
も
、
唯
色
々
な
物
理
的
量

が
色
々
な
値
を
取
る
確
率
が
、
幾
何
で
あ
る
か
を
知
る
だ
け
で
あ
る
。
従

つ
て

個
々
の
粒
子
の
、
そ
の
後
の
位
置
又
は
速
力

を
予
知
す
る
こ
と
は
、

一
般

に
不

可
能
で
あ
り
、
同
様
な
粒
子
が
非
常

に
多
数
存
在
す
る
場
合
、
位
置
速
度
、
そ

の
他
の
物
理
量
の
、
種
々
な
る
値
を
取
る
粒

子
の
数
の
分
布
を
知
り
得
る
だ
け

(511
)

で
あ
る

(湯
川

「極
微
の
世
界
」
)」。
「或

一
つ
の
物
理
的
体
系
に

つ
い
て
、
或

時
点
に
於
て
そ
の
性
質
と
状
態
と
を
完
全
に
知
る
な
ら
ば
、
未
来
の
態
度
を
予

(
611
)

言
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
ふ
こ
と
が
因
果
律
と
考

へ
ら
れ
る
」。
し
か
し
微

視
的
世
界
で
は
、
個
々
の
対
象
に
対
す
る
厳
密
な
因
果
律
は
成
立
せ
ず
、
多
数

の
対
象
を
同
時
に
取
り
扱
う
場
合
、
統
計
的
な
因
果
の
法
則
が
成
立
す
る
だ
け

(711
)

で
あ
る
。

「
か
か
る
量
子
力
学
的
世
界
と
云
ふ
の
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ

(811
)

こ
に
哲
学
者

の
問
題
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
西
田
は
主
張
し
て
い
る
。
古

典
物
理
学
の
世
界
と
い
う

の
は
、
人
間

に
身
体
的
に
把
握
し
得
る
世
界
と
考
え

ら
れ
た
が
、
量
子
力
学
の
世
界
は

「我
々
の
直
覚
を
越
え
た
世
界

で
あ
り
、
そ

れ
に
加
え
て
、
そ
こ
で
は
従
来
物
理
学
的
世
界
構
成

の
原
理
で
あ

っ
た
因
果
律

(911
)

も
、
厳
密
な
る
意
味

に
お
い
て
は
、
考
え
ら
れ
な
い
世
界
で
あ
る
」
。
量
子
力

学

の
世
界
は
、
「カ
ン
ト
認
識
論

の
立
場
か
ら
も
考

へ
ら
れ
な

い
」、
「先
験
的

(
0
)

形
式

の
構
成

に
よ
る
と
は
云
ひ
得
な

い
世
界

で
あ
る
」。
そ
れ
は

「我
々
の
自

己
に
対
立
す
る
世
界

で
は
な
く
し
て
、
我
々
の
自
己
を
包
む
世
界
で
な
け
れ
ぼ

(121
)

な
ら
な

い
」
、

つ
ま
り
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に

因
果
律
は
こ
の
よ
う
な
世
界
の
側
面
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
絶
対
矛
盾
的
自
己

同

一
の
世
界
に
お
け
る

「進
行
は
単
に
必
然
的

で
は
な

い
、
必
然
の
傍
に
、
い

(221

)

つ
も
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る
」
。

西
田
は
現
代
物
理
学

に
お
け
る

「模
型
」

の
欠
如
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「模
型
と
い
う
の
は
、
慣
れ
な

い
も
の
を
慣
れ
た
も
の
で
考
え

(321

)

る
に
必
要
な
道
具
で
あ
る
」
。
模
型
は
思
惟
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
人
問
が
感
官
に
よ

っ
て
直
接
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
理
学
的
現
実

(
421
)

の
位
置
を
取
り
扱
う
の
で
あ
る

(例
え
ば
原
子
の
模
型
)。
現
代

の
物
理
学
に
お

い
て
は
数
学
的
模
型
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
人
問
は
数
学
的
模
型
を
創
造

す
る

(心
像
化
す
る
)
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
が
故
に
我
々
は

「説
明
」
を

失

っ
た
よ
う
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な

い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
説
明
と
は
知
ら
な

(521
)

い
も
の
を
我
々
の
日
常
経
験
の
要
素
に
直
す
と
い
う
理
解
の
過
程

で
あ
る
。
現

代

の
物
理
学

の
深
刻
な
危
機
は

「説
明

の
危
機
」
で
あ
る
。
量
子
現
象
(ρ
轟
亭

ε
ヨ
)を
物
理
学
的
現
実

の
位
置

(既
知
の
要
素
)
に
還
元
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
実
験
を
行
う
物
理
学
者
は
壁
に
ぶ
つ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
だ
か
ら
と

い
っ
て

「経
験

・
実
験
」
が
知
識
の
起
源
で
は
な

い
と
は
言
え
な
い
。
西
田
は
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い
う
。
「量
子
現
象
に
於
て
、
我

々
は
説
明

の
危
機
に
撞
着
し
て
居

る
の
で
あ

る
。
併
し
か
か
る
危
機
は
、
過
去
に
於

て
我

々
が
幾
度
か
遭
遇
し
た
所
の
も
の

こ

に
外
な
ら
な
い
。
嘗
て
火
を
見
出
し
た
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
も
、
摩
擦
せ
ら
れ
た
琥

は
く珀

に
藁
の
附
着
す
る
の
を
見
た
人
も
、
同
じ
説
明
の
危
機
に
撞
着
し
た
で
あ
ら

(
621
)

う
」
。
人
間
は
分
か
ら
な

い
現
象
が
熟
知

の
も
の
に
な
る
ま
で
に
経
験
を
積
む

外
は
な

い
。

一
番
大
事
な
の
は
従
来

の
概
念

や
理
論
に
こ
だ
わ
ら
な

い
こ
と
で

あ
る
。
「物
理
学
の
基
本
概
念
が
行
き
詰
ま

っ
た
時
、
操
作
的

に
異
な

っ
た
概

(
垪
)

念
に
よ

っ
て
代
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
。
こ
の
よ
う
な
操
作
主
義
的
立
場

は
現
代
哲
学
に
も
不
可
欠
で
あ
る
と
西
田
は
強
調
し
て
い
る
。
歴
史
的
操
作
主

義
の
立
場
か
ら
哲
学
的
概
念
の
二
元
論

(主
観
と
客
観
と
の
対
立
、
形
相
と
質
量

と
の
対
立
、
合
理
性
と
非
合
理
性
と
の
対
立
な
ど
)
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

(821

)

な

い
。

主
観
と
客
観
と
の
対
立
や
形
式
論
理
の
普

遍
性
を
主
張
し
従
来
の
哲
学
的
概

念
を
絶
対
化
し
た
田
辺
元
の
批
判
に
直
面
し
た
西
田
に
と

っ
て
は
、
操
作
主
義

は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理

の
立
場
を
防
衛
す
る
た
め
の
有
効
な

「武

器
」
に
な

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
現
代
物
理
学
の
実
験
結
果
に
基
づ
い
た
操
作

主
義

に
よ
っ
て
、
形
式
論
理
の
原
則
を
は
じ
め
と
す
る
従
来
の
哲
学
的
法
則
や

概
念

の
相
対
的
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
哲
学
に
道

を
開
い
た
と
言
え
る
。

科
学
的
概
念
や
理
論
は
す
べ
て
現
実
を
説
明
す
る
に
あ
た

っ
て
の

「道
旦
ハ」

に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

「道
具
」
の
有
効
性
は
、
実
験
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
科
学
の
歴
史

に
お
け
る

「解
釈
枠
」

の
変
化
が
明
ら
か
に
す
る

よ
う
に
、
そ
の
有
効
性
を
失

っ
た

「道
具
」
は
棄
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
操
作
主
義
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
西
田
の
哲
学
は
、
形
式
論
理
に
従
わ

な
い
た
め

「非
合
理
的
」
で
あ
る
と
か

「非
科
学
的
」
で
あ
る
、
と
い
う
批
判

そ
の
も
の
が

「非
科
学
的
」
で
あ
る
。
形
式
論
理
が
思
惟
の
法
則
で
あ
る
と
い

(921

)

う
結
論
も
、
結
局
実
験

に
よ

っ
て
確

か
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「何
物

か
を

対
象
的
に
考

へ
る
に
は
形
式
論
理
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
も
、
形
式

論
理
は
何
等
の
知
識
内
容
を
与

へ
る
も
の
で
は
な
い
。
単
に
三
段
論
法
的

に
正

(031
)

し
い
と
言

つ
て
も
、
そ
れ
は
真
理
で
は
な

い
」
。

こ
こ
に
出
て
く
る
問
題
は
、
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
哲
学
は
現
代

物
理
学

の
哲
学
的
解
釈
に
な
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
現
実
的

空
間
と
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
の
現
実
に
お
け
る
空
間
で
あ
れ
ば
、

(131

)

こ
の
よ
う
な
空
間
は
球
面
的
で
、
時
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「無

限
球
」
と
し
て
の
世
界
は
周
辺
が
な
く
、
至
る
と
こ
ろ
が
中
心
と
な
る
四
次
元

(
231
)

時
空

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
個
物
は
他
の
す
べ
て
の
個
物
を
自
己
の
中

に
映
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
個
物
の
中
に
映
さ
れ
て
お
り
、
す

べ
て
の
個
物
は

想
像
も

つ
か
ぬ
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
関
係
に
あ
る
。

西
田
の
以
上
の
現
実
の

「模
型
」
は
ど
う
や

っ
て
現
代
物
理
学
と
関
連
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
哲
学
的
モ
デ

ル
の
す
べ
て
は
、
現
実
の

「経

験
」
の
反
省

の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
経
験
を
特
定

の
理
論
的
シ
ス
テ
ム
の
中

に

位
置
づ
け
、
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
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世
界
と

い
う
理
論
的
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
説
明

で
き
な
か
っ
た
現
実
の
経
験
を
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
か
ら
み
れ
ば
、
形
式
論
理
的
に
説
明

で
き
な

い
次

の
よ
う
な
現
代
物
理
学
の
諸
問
題
を
説
明
し
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。a

/
現
代
物
理
学

"

「
モ
ノ
」
の
測
定
は
近
似
的

に
す
ぎ
な
い
。
西
田

"
多

と

一
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
に
お
い
て
は

一
定
の
枠
を
も

つ

「
モ
ノ
」

が
な

い
。

b
/
現
代
物
理
学

(量
子
力
学
)

日
実
験

そ
の
も
の
が
物

の
位
置
を
変
ず
る
。

西
田

日
経
験
は

一
つ
で
あ
り
、
客
体

(経
験
の
対
象
)
と
い
う

の
は
、
そ
の
経

験
の

「外
面
的
側
面
」
、
主
体
と

い
う
の
は
そ
の
経
験

の

「内
面
的
側
面
」
に

す
ぎ
な

い

(主
体
と
対
象
と
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一

の
関
係
に
あ
る
)。

c
/
現
代
物
理
学

"
物
質
的
原
子
の
中
の
時
間
空
間
と
は
何

か
。
西
田

一
原

子
の
空
間
は
、
矛
盾
的
自
己
同

一
の
同
時
存
在
的
側
面
、
原
子
の
時
間
は
、
矛

盾
的
自
己
同

一
の
非
同
時
存
在
的
側
面
。

「
モ
ノ
」
が
空
間
に
存
在
す
る
と
い

う
常
識

か
ら
言
え
ば
、
「空
間
」
と
は
精
密

に
測
定
で
き
る
物
理
学
的
位
置

の

集
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
電
子
の
自

己
同

一
性
が
疑
問
と
な
り
、
原
子

内
に
い
わ
ゆ
る

(形
式
論
理
的
)
空
間
時
間

の
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な

(
鋼
)

。

し

d
/
現
代
物
理
学
に
お
け
る

「補
足
性
」
の
意
味
は
何
か
。
西
田

u
現
実

の

同
時
存
在
的
側
面
は
現
代
物
理
学
の

「相
互
補
足
性
」
と
い
う
概
念
の
基
盤
で

(
431
)

あ
る
。
「今
日
の
物
理
学
者
が
相
補
性
と
云
ふ
も
の
は
、
私

の
所
謂
個
物
的
多

(燭
)

と
全
体
的

一
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
。

e
/
現
代
物
理
学

"
量
子
力
学

の
実
験
に
お
け
る

「超
光
速
的
合
図
」
の
有

無

の
問
題
。
離
れ
た
二
つ
の
体
系
が
あ
り
、
第

一
の
体
系
に
お
け
る
変
化
が
第

二
の
体
系

に

「超
光
速
的
に
」
影
響
を
与
え
る
。
西
田
は
そ
の
問
題
に
言
及
し

て
い
な
い
が
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
構
造
か
ら
み
れ
ば
、
「超
光
速

的
」
合
図
が
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
矛
盾
的
自
己

同

一
の
世
界

に
お
い
て
は
、

一
箇
所
の
変
化
が
、
す
べ
て
の
他
の
箇
所

(ど
ん

な
に
離
れ
た
箇
所
で
あ
っ
て
も
)
に
同
時
的
な
影
響
を
与
え
る
。

私
に
は
、
西
田
が
現
代
物
理
学

の
謎
を
解

い
た
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
答

え
る
資
格
も
意
思
も
全
く
な
」い
。
私
が
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
形

式
論
理
を
も

っ
て
全
く
説
明
で
き
な
い
現
代
物
理
学
の
実
験

の
事
実
は
西
田
の

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と

い
う
論
理
的
モ
デ

ル
を
も

っ
て
首
尾

一
貫
的

に
説
明

し
う
る
と
い
う
結
論

の
み
で
あ
る

(そ
の
説
明
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
別
の
問
題

で
あ
る
)。

カ
ン
ト
哲
学
を
通
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
古
典
物
理
学
の
影
響
を
受
け
た
田
辺

元
の
態
度
と
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影
響
を
受
け
た
操
作
主
義
に
言
及
し
て

い
る
西
田
の
科
学
的
方
法
論
と
を
比

べ
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
よ
り

「合
理
的
」
、

「科
学
的
」

で
あ
る
か
を
、
簡
単
に
決
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

「合
理
的
な
も
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の
」
、
「科
学
的
な
も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
定

義
す
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
西

田
に
よ
れ
ば
、
量
子
力
学
的
実
験
に
お
け
る
実
在
の

一
番
根
本
的
な
法
則
が
現

れ
た
の
に
対
し
て
は
、
「古
典
的
物
理
学
は
、
自
己
自
身
の
立
場
が
矛
盾
的
自

己
同

一
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
自
覚
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
、
単
な
る
自
己
同

(631

)

一
と
考

へ
て
い
た
」。
量
子
力
学

は

「直
観

そ
の
も
の
の
矛
盾
的
自
己
同

一
」

に
気
付
く
こ
と
に
よ

っ
て
物
理
学
は

「
か
か
る
自
己
自
身

の
本
質
を
自
覚
す
る

(
731

)

に
至

つ
た
の
で
あ
る
」。
「今
日
の
量
子
力
学

と
云
ふ
の
は
、
物
理
学
的
知
識
が

自
己
自
身
の
発
展

の
結
果
、
却

つ
て
自
己
自

身
の
出
立
点
を
反
省
し
て
、
自
己

(831
)

自
身
の
真
相
に
到
達
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
ふ
」
。

西
田
と
違

っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
代
物

理
学
を
あ
ま
り
論
じ
な

い
が
、

ハ

イ
デ

ッ
ガ
ー
も
や
は
り
量
子
力
学

の
不
思
議

な
実
験
の
結
果
に
言
及
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
現
実
を
説
明
す
る
時
に
、
無
矛
盾
原
則
に
従
う
判
断
が
不

要
に
な
る
例
と
し
て
、
量
子
力
学
を
挙
げ
て

い
る
。
ド
イ
ッ
の
物
理
学
者

ハ
イ

ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
量
子
物
理
学
に
お
け
る

「不
確
定
性
原
理
」
(電
子
や
原
子
の
位

置
と
運
動
量
の
両
方
を
同
時
に
正
確
に
は
定
め
得
な
い
と
い
う
原
理
)
に

つ
い
て
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
ハ
イ
ゼ
ン

ベ
ル
ク
の
不
確
定

性
関
係
は
確
か
に
、
物
理
学
的
自
然
認
識
の
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
解
釈
か
ら
は
、

決
し
て
真
直
に
導
出
さ
れ
得
な
い
。
併
し
同
様

に
、
そ
の
関
係
が
表
象
さ
れ
、

す
な
わ
ち
、
思
惟
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
表
象
作
用
が
差
当

っ
て
は
主

観
1
客
観

ー
関
係

の
超
越
論
的
境
域

へ
帰
り
行
く
こ
と
な
し
に
は
、

つ
い
ぞ
な

(
931
)

さ

れ
得

な

い

の

で
あ

る

」
。

主
観

・
客
観

の
二
元
論
は

「無
矛
盾
原
則
」
に
従
う
の
で
、
主
観

・
客
観
の

二
元
論
を
超
え
る
と
い
う
の
は
、
形
式
論
理
の
限
界
に
も
な
る
無
矛
盾
原
則
を

超
え
る
こ
と
に
な
る
。

西
田
も

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
も
主
客
二
元
論
を
克
服
す
る
た
め
に
、
量
子
力
学
に

言
及
し
た
の
は
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
西
田
は

「真

の
理
性
と
い
う
の
は
、

事
実
を
た
だ
非
合
理
的
と
し
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
」
と
述

べ

(即
)

て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
あ
る
経
験

(事
実
)
は
形
式
論
理
に
従
わ
な
け
れ
ば
、

そ
れ
を

「非
合
理
的
」
と
し
て
無
視
し
て
は
い
け
な

い
。
そ
の
事
実
を
説
明
で

き
る
新
し
い

「道
具
」
を
発
見
す
る
こ
と
こ
そ
真
に

「
理
性
的
」
で
あ
る
と
い

え
る
。

二

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
的
無
」
と
し
て
の
西

田

の

「絶
対
無
」

と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「
本
来
的
無

」

1

西

田

と

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

と

の

関

係

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

は

、

ド

イ

ツ

に

留

学

し

て

い

た

九

鬼

周

造

(
一
八

八

八

ー

一

九

四

一
)

な

ど

を

通

し

て
西

田

哲

学

に

つ

い

て
あ

る

程

度

知

っ
て

い

た

が

、

遊

佐

道

子

氏

に
よ

れ
ば

、

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

に

と

っ
て

は
、

西

田

哲

学

は

理
解

し

に

く

い
も

の

で

あ

っ
た

よ

う

で
あ

る

。

フ

ッ

サ

ー

ル

(国
.=
⊆
ω
ωΦ
『ご

お
紹

亠
り
G。
。。
)

や

リ

ッ
ケ

ル

ト

(自

●空

o
冨

芦

H
。。
①
。。
山

㊤
ω
①
)
も

同

様

で

あ

り

、

例

え

ば

、

フ

ッ

サ

ー

ル
は

西

田

哲

学

の
創

造

性

を

認

め

ず

、

そ

れ

を

自

分

な

り

の
現

象

学

に
近

(
141

)

.

い

「直
観
主
義
」
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
に
対

し
て
、

一
九

二
七
年

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の

『存
在

と
時
間
』

(留
§

§
織
浴
き

を
読
ん
だ
西
田
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
を
批
判
し
た
。

西
田
は
い
う
。
「
ハ
イ
デ

ッ
ゲ
ル
の
現
象
学

は
了
解
的
世
界
の
現
象
学
で
あ
る
。

ダ
ー
ザ
イ
ン

(現
存
在
)
と
い
ふ
も

の
は
歴
史
的
実
在
で
は
な

い
。
根
本
的
オ

(
241
)

ン
ト
ロ
ギ
ー
と
い
ふ
も
、
そ
れ
は
根
本
的
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
。
「
ハ
イ
デ
ッ

ゲ
ル
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
と
云

つ
て
も
主
観
的
自
己
の
立
場
を
越
え
た
も
の
で
は

(341
)

な

い
」
。
た
だ
し
西
田
は

一
九
四
五
年

に
亡

く
な

っ
た
の
で
、

一
九
五
五
年

に

出
版
さ
れ
た
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
傾
向

の
著
し

い

『存
在
の
問
題
』
(§
＼
留
ミ

諸

鳴
)を
は
じ
め
晩
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
作
品
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
こ
と
に
は
注
意
す

べ
き
だ
ろ
う
。
「西

田
が
も
し
転
回
後
の

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
の
思
想

に
接
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
み
せ
て
い
た
か
興

(
魍
)

味
が

つ
の
る
」
と
溝
口
宏
平
氏
は
指
摘
し
て

い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ

る
。
そ
の
た
め
私
は
、
初
期

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
は
ふ
れ
ず
に
晩
年
の
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
と
晩
年

の
西
田
の
哲
学
に
お
け
る

「無

」
と
い
う
概
念

に
議
論
を
集
中
し

た

い
と
思
う
。

2

西
田
の

「絶
対
無
」
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「本
来
的
無
」

西
田
に
よ
れ
ば
、
「絶
対
的
な
も
の
」
は
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
否

定
で
き
な
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述

の
よ
う

に
西
田
が
、
「絶
対
無
」
と
は

「絶
対
矛
盾

的
自
己
同

一
」

で
あ
る
と
主
張
し

た
の
も
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。
西
田
哲
学
に
お
け
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と

(541
)

し
て
の

「絶
対
者
」
は

「絶
対

の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有

で
あ
る
」
と
い
う

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従

っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
概
念

で
あ
る
。
「相
対
的
な

も
の
」
を
否
定
す
る
の
は
、
「形
式
論
理
の
無
」
、
す
な
わ
ち
西
田
の
い
う

「相

対
的
無
」
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

「無
」
は

「真
の
絶
対
」
で
は
な
い
。

西
田
哲
学
に
お
け
る

「絶
対
無
」
と

「生
命
」
と
の
関
係
も
、
形
式
論
理
を

も

っ
.て
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
形
式
論
理
に
従
え
ば
、

「生

命
」
は

「有

の
生
命
」
で
あ
る

の
で
、
こ
の
よ
う

な

「有
」
と
し

て
の

「生
命
」
は

「有
と
対
立
す
る
無
」
と
は
、
両
立
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「有
即
無
」
を
認
め
る
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
西
田
哲
学

に
お
け
る

「絶
対
無
」
(絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
)
と
生
命
と
の
分
か
ち
が
た
い

関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
「絶
対
無
」
そ
の
も
の
は

「創
造
的
」
で
あ
る
。
「何
処
ま

で
も
否
定
即
肯
定
、
肯
定
即
否
定
的
に
、
即
ち
矛
盾
的
自
己
同

一
的

に
創
造
的

(641

)

な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」、
「絶
対
矛
盾
の
自
己
同

一
と
い
ふ
こ
と
は
形

成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
、
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も

(
741
)

の

へ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」。
世
界
は

「矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
創
造
的
で

(
841

)

あ
り
、
生
き
た
世
界

で
あ
る
」。
し
た
が

っ
て
、
「生
命
」
は
、
「絶
対
矛
盾
的

自
己
同

一
」

(絶
対
無
)
の
創
造
的
側
面
を
表
す
間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
概

(941
)

念
で
あ
る
と
思
う
。
西
田
哲
学

に
お
け
る

「
絶
対
」
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
な

く
、
「生
命
」
と
い
う
概
念
も
形
式
論
理
に
従
わ
な

い

「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
で

あ
る
と
い
え
る
。
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間

の
存
在
の
真
髄

に
達
す
る
た
め
に
は
、
形
式
論
理

を
超
え
た
新
し
い

「思
考
」
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
新
し

い

思
考

は

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
(国
●
=
α
一α
①島
P
Hミ
O山
。。癖ω)
な
ど
の
詩

の
世
界
と
の

関
係
が
著
し

い
が
、
そ
の
論
理
的
意
味
も
見
逃
せ
な
い
。

西
洋
の
哲
学
者

の
中
で
、

一
番
大
胆
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
式
論
理
の
妥

当
性
を
疑
問
視
し
た
の
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

で
あ
る
と
言
え
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
、
「無
矛
盾
」
の
原
則
が
、
形
而
上
学

的
意
味
を
も
た
な
い
形
式
的
な
原

則
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
意
見

に
は
賛
成
せ
ず

、
間
違

い
な
く

「無
矛
盾
」
原
則

は
、
形
而
上
学
的
原
則
で
あ
る
、
と
強
調
し

て
い
る
。
「無
矛
盾
」
原
則

の
存

在
論
的
起
源
は
、
あ
ら
ゆ
る

「
有
」
が
そ
の
否
定
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
、
決
定

(051

)

さ
れ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
形
式
論

理

の
無
矛
盾
原
則

に
し
た
が

っ
て

「有
」
は

「無
に
対
す
る
有
」
と
し
て
見
な

さ
れ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に

お
い
て

「有
」
と
は

「絶
え
ず
近
接
す
る
も

の
(冒
「Φω①b[OΦ)
」
で
あ

っ
た
が
、

の
ち
に

「有
」
は

「主
体
の
対
象
と
し
て
の
近
接
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な

っ

(皿
)た

。
論
理
的
に
は
、
主
体
と
対
象
と
の
区
別
も
無
矛
盾
原
則
に
基
づ
い
て
お
り
、

こ
の
よ
う
に

「有
」
は
、
対
象
と
し
て
人
間

に
対
面
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の

「有
」
の
解
釈
は
、

誤

解

で
あ

る
。
な
ぜ

か

と

い
う

と
、
「有

る

も

の
(ω
①ぎ
)」
と

「真

有
」

(Qo
Φ旨
)
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「有
そ
れ
自
身
」
な

る

「真
有
」

(ω
①看
)
と
い
う
概
念
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
は
、
「有

る
も
の
」
の
根
拠
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
根
本
的
な
哲
学
的
課
題
を
解
決
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「真
有
」
は

「有
る
も
の
」
と
し
て
の
.「有
」
で
は
な
く
、
「有

る
も
の
の
有

・り
方
」
を
意
味
す
る
。

「既

に
パ
ル
メ

ニ
デ
ス
は
何
故
ナ
ラ
バ
、
有
ガ
有

ル
〈
帆q
黛

N
書

・ご
ミ
〉

つ
ま

り

《何
故
な
ら
ば
、
有
が
有
る
》
と
言

っ
て
い
る
。
こ
の
語
の
内
に
は
、
す

べ

て
の
思
索
に
と

っ
て
の
元
初
的
密
令
が
そ
れ
自
身
を
覆
蔵
し
て
い
る
。
多
分
、

《
有
る
》
は
相
応
し

い
仕
方
で
は
、
た
だ
有
に

つ
い
て
の
み
言
わ
れ
得
る
が
た

め
に
、
す
べ
て
の
有
る
も

の
は
本
来
的
に
は
決
し
て

《有

る
》
の
で
は
な

い
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

併
し
、
思
索
は
、
有
を
或
る

一
つ
の
有
る
も
の
の
よ
う
に
有
る
も
の
か
ら
説
明

す
る
代
わ
り
に
、
有
を
そ
の
真
性
に
於
て
言
う
こ
と

へ
先
ず
最
初

に
到
る
べ
き

で
あ
る
が
故
に
、
果
し
て
そ
し
て
如
何

に
し
て
有
が
有
る
か
は
、
思
索
の
入
念

(251
)

さ
の
た
め
に
、
未
決
定
に
し
て
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(傍
点
は
筆
者
)

形
式
論
理
に
従
う

「常
識
的
思
索
」
は
、
実
在
の
本
質

(真
有
)
に

つ
い
て

思
索
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
妨
げ
に
な
り
、
「偽

の
思
索
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ

る
。
「
ひ
と
は
、
論
理
的
な
も
の
を
立

て
続
け
に
拠
り
所
と
し
て
引
合

い
に
出

す
こ
と
を
以

っ
て
、
ひ
と
は
思
索
を
断
じ
て
否
認
し
て
い
る
の
に
、
恰
も
ひ
と

.は
ま
さ
し
く
思
索

に
関
わ

っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
喚
び
起

こ
し
て
い

(351
)

る
」
。ハ

イ

デ

ッ
ガ

ー

に
よ

れ
ば

、

こ

の

よ

う

な

「
有

る

も

の

の
有

り

方

」

と

し

て

の

「
真

有

」

は

、

古

代

ギ

リ

シ

ア

の
哲

学

に

お

い
て
忘

れ

ら

れ

る

よ

う

に
な

っ

た

概

念

で

あ

る
。

「
有

そ

れ

自

身

(真

有

)

へ

の
省

察

に

関

し

て

は

、

す

な

わ
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パ ラ ドックス論理 のニヒ リズム

ち
有
の
真
性
を
思
索
す
る
思
索
」
は
、
「先

ず
第

一
に
、
ロ
ゴ
ス

〈
ま
慧
り〉
の

元
初
的
本
質

に
的
中
す
る
が
、

ロ
ゴ
ス
の
元
初
的
本
質
は
、
《論
理
学
》
の
創

建
者
た
る
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
に
於
て
は
、
既

に
埋
没
さ
れ
喪
失

(團
)

さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。

形
式
論
理
に
従
う
主
客
二
元
論

に
よ
れ
ば
、
主
観
は
客
観
と
対
立
す
る
、
す

な
わ
ち
主
体
と
し
て
の
人
間
は
対
象
と
し
て
の

「有
」
に
直
面
し
て
い
る
。
し

か
し

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間
は

「真
有

」
に
対
面
し
な

い
、
む
し
ろ

「真

有
」
に

「投
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
強
調
し
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
形
式
論
理

(551

)

の
存
在
論
は

「未
熟
な
存
在
論
」
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
形
式
論
理

を
も

っ
て
す

べ
て
の
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「形
式
論
理
的
理
性
」
は
支
配
的
に
な

っ
た
。
そ
れ
に
従
わ
な
い
思
想
家
や
学

者
は
、
非
合
理
的
な
態
度
を
維
持
す
る
た
め
失
格
だ
と
い
う
批
判

に
直
面
せ
ざ

る
を
え
な
い
、
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
嘆
く
。
彼
は
言
う
。
「事
柄
に
適

っ
た
思

索

の
厳
格
さ
と
は
如
何
な
る
あ
り
方
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、

決
し
て
、
理
性

含
匿
○
〉
と
い
う
裁
判
官
の
席
か
ら
天
降
り
的
に
決
定
さ
れ
得

な
い
の
で
あ
る
。
理
性
は
断
じ
て
、
公
正
な
裁
判
官

で
は
な
い
。
理
性
は
理
性

に
適
合
し
な
い
す
べ
て
の
も
の
を
、
そ
う
思

い
込
ま
れ
た
而
も
更
に
そ
の
上
、

理
性
そ
れ
自
身
に
依

っ
て
境
界
づ
け
ら
れ
た
非
合
理
的
な
も
の
と
い
う
泥
濘
の

　　
　

内

へ
、
何
ら
思
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
衝

き
落
す
」。
こ
の
よ
う
な

「理
性
」

を
絶
対
化
し
て
い
る
人
間
の
い
わ
ゆ
る

「常
識
」
は

「開
示
さ
れ
た
有
る
も
の

の
問
の
無

い
明
白
さ
を
、
拠
り
所
と
し
て
引
合

い
に
出
し
、
そ
し
て
如
何
な
る

思
惟
し

つ
つ
問
う
こ
と
を
も
、
健
全
な
る
人
間
悟
性

(
つ
ま
り
常
識
)

へ
の
攻

(751

)

撃
と
し
て
、
健
全
な
る
人
問
悟
性
の
不
幸
な
苛
立
ち
と
し
て
、
解
釈
す
る
」。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「無
矛
盾
」
原
則
の
真
実
性
を
証
明
し
な
い
で
、

「
そ
れ
は
常
識
だ
」、
当
然
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
証
明
す
る
必
要
が
な

い
と
い
う

態
度
は
間
違

っ
て
い
る
。
「常
識
は
そ
れ
自
身

の
必
要
性
を
も

っ
て
い
る
、
常

識
は
常
識

に
の
み
帰
属
し
て
い
る
武
器
を
以

っ
て
、
自
分
の
正
当
さ
を
主
張
す

る
。
そ
の
武
器
と
は
、
常
識
の
提
出
す
る
諸
々
の
要
求
と
か
疑
念
と
か
が
も

っ

て
い
る

《自
明
的
な
る
も
の
》
(ω
巴
び
ω零
9
ω富
昌
自
O冨
昌
)
を
、
拠
り
所
と
し
て

(
851
)

引
合

い
に
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
「自
明
的
な
る
も
の
」
と
は
自
分
自
身

に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
じ
る
理

由
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
す
べ
て

「常
識
」
と
さ
れ
る
確
信
は
哲
学

的
、
学
問
的
な
説
明
に
は
な
れ
な

い
。
常
識
と
さ
れ
た
無
矛
盾
原
則
に
従
う
世

界
観
は
な
ぜ
真
実

で
あ
る
か
を
、
哲
学
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
強
調
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
常
識
的
世
界
観
に
な
れ
て
き
た

我

々
は
、
「《諸

々
の
真
理
》
の
内
に
あ

っ
て
、
吾
々
自
身
安
全
を
確
保
さ
れ
て

い
る
と
妄
想
し
て
い
る
限
り
は
、
吾
々
は
、
常
識

の
も

つ

〈
日
常
的
な
〉
理
解

可
能
性
の
内

で
吾
々
自
身
を
維
持
し
て
い
る
。
吾
々
自
身
が
、
問
に
値
す
る
も

の
の
如
何
な
る
呼
び
要
め
に
も
反
対
す
る

《自
明
的
な
る
も
の
》
の
反
逆
を
、

　　
　

行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。

前
述

の
よ
う
に
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
量
子
力
学
に
お
け
る

「不
確
定
性
原

理
」
が
形
式
論
理
に
従
う
主
客

の
二
元
論
を
も

っ
て
説
明
で
き
な

い
こ
と
を
指
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摘
し
て
、
近
代
的
理
性

の
独
占
支
配

へ
の
疑
問
や
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
い
な
い

が
、
特
定

の
肯
定
を
否
定
す
る
結
果
と
し
て
は
、
必
然
的
に
は
そ
の
特
定

の
肯

定
の
反
対
語
が
出
な

い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
否
定
対
肯
定
」
と

い
う
形
式
論
理

の
枠
を
超
え
て
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
枠

に
入
る
の
で
あ
る
。
「噂
話

の
際

詳
密
に
熟
思
さ
れ
な
い
仕
方

で
、
上
に
挙
げ

ら
れ
た
も
の

(論
理
学
、
諸
価
値
、

神
な
ど
の
11
筆
者
)
に
反
対
し
て
語

っ
て
い
る
も
の
を
、
ひ
と
は
即
座

に
、
上

に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
の
否
認
と
し
て
受
け
取
り
、
而
も
こ
の
否
認
を
破
壊
的
な

も
の
と

い
う
意
味

で
の

「
否
定
的
な
も
の
」
と
し
て
受
取
る
。
(略
)
ひ
と
は

「論
理
学
」
で

一
杯

に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
思

い
こ
み
の
習
慣

と
な

っ

た
怠
惰

に
逆
ら
う
も
の
は
、
す
べ
て
即
座
に
排
棄
さ
れ
る
べ
き
反
対
物
と
し
て

決
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
は
、
熟
知
の
好

ま
し
い
積
極
的
な
も
の
の
許
に
立

ち
留
ま

っ
て
は

い
な
い
す
べ
て
の
も
の
を
、
単
な
る
否
定

(傍
線
は
筆
者
)
と

い
う
予
め
掘

っ
て
置

い
た
穴
の
内

へ
投
げ
込

む
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
単
な

る
否
定
と
は
、
す

べ
て
を
否
認
し
、
そ
の
こ
と
に
依

っ
て
無

に
終
り
、
か
く
し

て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
完
了
す
る
否
定
で
あ
る
。

ひ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
な

道
を
辿
る
こ
と
で
、
論
理
学
を
採
用
し
て
案
出
し
て
置
い
た
或
る

一
つ
の

ニ
ヒ

　　
　

リ
ズ
ム
の
内
で
、
す

べ
て
を
没
落
せ
し
め
る

の
で
あ
る
」
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

い
う

「単
な
る
否
定
」
と
し
て
の
無
は
、
西

田
哲
学

に
お
け
る

「相
対
的
無
」

に
当
た
る
と
い
え
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
に
お
け
る
実
在

の
真
性
は
、
形
式
論
理
の
原
則
に
従
う

こ
と
を
そ
の
前
提
と
し
な
い
。
「真
性

の
歴
運
と
し
て
の
有
に

つ
い
て
言
う
こ

と
の
適
切
さ
が
、
思
索

の
第

一
の
掟

で
あ
る
が
、
論
理
学
の
諸
規
則
で
は
な
い
、

論
理
学
の
諸
規
則
は
、
有

の
掟
に
も
と
つ
い
て
初
め
て
諸
規
則

に
な
り
得
る
の

(161

)

で
あ
る
」
。
ま
ず

「有

の
提
」
を
把
握
し
、
そ
の
論
理
的
規
則
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則
を
実
在
に
つ
い
て
の
思
索

の

出
発
点
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「真
有
」
(ω
Φ旨
)
と
い
う
概
念
は
、
間
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
の
概
念
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
よ
う
す
る
に
真
有
と
し
て
の

　
の
　

「有
」
は

「
そ
れ
自
身
を
与
え
る
と
同
時

に
そ
れ
自
身
を
拒
む
」
と
い
う
直
接

的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
判
断
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「真
有
」
は

「有
る
も
の
」
と
同
じ
よ
う
に
対
象
化
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
「有

(真

有
凵
筆
者
)
は
有
る
も
の
の
よ
う
に
対
象
的
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
も
制
作
さ
れ

る
こ
と
も
出
来
な

い
。
す
べ
て
の
有
る
も
の
に
対
す
る
こ
の
端
的
に
他
な
る
も

(
361
)

の
は
、
有
る
も
の
-
で
無

い
も

の
で
あ
る
」
。
「有
る
も
の
で
は
な

い
も

の
」
は

有
に
対
す
る

「非
有
」

に
す
ぎ
な

い
が
、
「真
有
」
は

「有
即
無
」
で
あ
る
と

言
え
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
無
の
内

に
、
「如
何
な
る
有

る
も
の
に

も
、
有
る
と
い
う
こ
と
の
保
証
を
授
け
て
い
る
も
の
の
広
闊
さ
」
を
経
験
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
そ
の
保
証
を
授
け
て
い
る
の
は
、
有
そ

れ
自
身

で
あ

(悩
)

る

」
。

有

即

無

と

し

て

の

「真

有

」

は

、

単

な

る

有

(有

る
も

の
)

で

は

な

い

こ

と

を

表

す

た

め

に

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

は
、

「
有

の
問

へ
」

(
一
九

五

五
年

)

と

い

う
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論
文

に
お
い
て
、
「有
」
と
い
う
言
葉
を
棒
引
き
し
た
ま
ま
に
使

っ
た
こ
と
は

興
味
深
い
。
よ
う
す
る
に
、
「有
」
と
い
う

言
葉
を
棒
引
き
し
た
ま
ま
使
う
こ

と
に
よ

っ
て
、
彼
は

「真
有
」
が
対
象
化
で
き
な
い
の
で
そ
れ
を
認
識
対
象
と

し
て
解
釈
し
て
は
い
け
な
い
と
戒
め
た
。
棒
引
き
さ
れ
た

「有
」
と
い
う
単
語

を
見

つ
め
る
と
、
ど
う
も

「真
有
」
と
は

「有

る
」
と
同
時

に

「
な

い
」
(パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
)
と
い
う
印
象
が
強
い
。
「十
字
交
叉
と
い
う
仕
方
で
の
抹

消
は
、
差
当
た

っ
て
次
の
こ
と
を
防
止
す
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「有
」

を
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
立

っ
て
お
り
次
に
人
間
の
方

へ
時
と
し
て
初
め
て
近
づ

い
て
来
る
或
る
対
向
と
し
て
、
表
象
す
る
と

い
う
殆
ど
根
絶
さ
れ
得
な
い
習
慣

を
、
防
止
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
表
象
に
従
え
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
人
間

は

「有
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
併
し
乍
ら
、
人
間
は
、

除
外
さ
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
す
な
わ
ち

「有
」

の
内

へ
引
き
入
れ
て
含

ま
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
し
て
、
「有
」
は
、
人
間
本
質
を
用

い
つ
つ
、
そ
れ

自
身
-
だ
け
で
と
い
う
外
見
を
放
棄
す
る
こ
と
に
向

っ
て
指
図
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
、
「有
」
は
ま
た
、
主
観
-
客
観

-関
係
を
包
括
す
る
或
る

一
つ
の

総
括
と
い
う
表
象
が
、
真
と
認
め
よ
う
と
す
る
の
と
は
、
別
の
本
質
の
も
の
で

(
561
)

あ
る
」
。
「真
有
」
は
、
主
観

・
客
観

の
二
元
論

に
お
け
る

「客
観
」
(対
象
)

で
は
な
い
、
し
た
が

っ
て
無
矛
盾
原
則
に
し
た
が
う
形
式
論
理
の
枠
内
で
論
じ

ら
れ
な
い
概
念
で
あ
る
。

西
田
と
違

っ
て
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
概
念
と
直
接
的

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
判
断
を
あ
ま
り
使
用
し
な

い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
著
作
に
お
い
て
は
、
全
然
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う
文
章
が
見

当
た
ら
な

い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
「究
極
的
鐔
口
o
(原
因
)

(鵬
)

と

は

鐔

ぼ
o
の

な

い

蠢

江
o
で

あ

る
」

と

い

う

文

章

が

挙

げ

ら

れ

る

。

以

上

の

文

章

は

、

「
な

ぜ

い

っ
た

い

「
有

」

と

い
う

も

の

が

「
有

る

」

の

か

、

な

ぜ

む

し

ろ

な

に
も

の
も

「
無

い
」

と

い
う

ふ
う

に

な

っ
て

い

な

い

の

か
」

と

い
う

問

題

を

論

じ

て

い

た

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

が

、

そ

の
問

題

に

関

連

し

て
、

..巳
げ
ロ

①
ω
け

ω
ぎ
①

蠢

江
o
昌
Φ
."
(「
全

て

の
出

来

事

に
原

因

が

あ

る
」
)

と

い

う

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

(Ω
・
い
Φ
ま
巳
N
鴇
H
2
①
山
苫

①
)
の

言

葉

を

分

析

し

て

出

し

た

結

論

で

あ

る
。

「
全

.

て

の
出

来

事

に
原

因

が

あ

る
」

と

す

れ

ば

、

そ

の
原

因

に

さ

ら

に
原

因

が

あ

り

、

無

限

の
後

退

に

な

る

が

、

「
究

極

的

原

因

」

(究

極
的

原

理

と

し

て

の
「
巴

o
)

に

は
、

「
原

因

」

が

あ

る

は
ず

は

な

い
。

し

た

が

っ
て

、

「
究

極

的

轟

ぼ
o

(原
因

)

(761
)

は

蠢

缶
o
の
な

い

蠧

菖
o
で
あ

る
」
。

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

哲

学

に

お

い

て

「
形

式

論

理

の
無

」

に

当

た

る
概

念

は

、

存

在

の

否

定

で

あ

る

「
想

像

さ

れ

た

無

」

(α
9
ω
Φ
ぎ
αQ
Φ
ぴ
ま
α
9
Φ

Z
8
げ
叶ρ

(
861
)

Hヨ
9
ひq
ぎ
①
自

Z
o
昏
宣
ひq
澪

ω
ω
)
で

あ

る

。

(
「想

像

さ
れ

た
無
」

は

西

田

の

い
う

「
相

対

的

無
」

で
あ

る
と

言

え

る
)
。

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

に

よ

れ

ば

、

無

を

「
非

有

」

(母

ω

Z
皆
ず
↑
ω
①
ぎ
山
ρ

づ
○
腎

び
Φ
貯
ひq
)
と

し

て

理
解

す

る

こ

と

は

、

古

代

ギ

リ

シ

ア

哲

学

の
特

徴

で

も

あ

る
。

「
古

代

の
形

而

上

学

は
無

を

、

有

る

も

の

で
-
な

い
も

の
、

す

な

わ

ち
形

成

さ

れ

な

い
質

料

と

い
う

意

義

に
於

て
捉

え

て

お

り

、

形

成

さ

れ

な

い
質

料

と

は
、

そ

れ

自

身

を

、

形

態

を

も

っ
た

従

っ

て
或

る

一

つ

の

見

相

(
961
)

(形
相

く
い習
£

V
)

を

呈

す

る

有

る

も

の

へ
、

形

成

し
得

な

い
も

の

で

あ

る

」
。
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そ

れ

に

対

し

て

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
哲

学

に

お

い

て
、

「
パ

ラ

ド

ッ
ク

ス
論

理

の
無

」

に
当

た

る

概

念

は

「
本

来

的

無

」

(量

。。
Φ
戯
①
昌
島

魯

Φ

蜜

o
導

ω
矯
>
9
⊆
巴

Z
9
巨

ヨ
ひq
器

ω
ω
)
で

あ

る

が

、

そ

れ

は

有

の

否

定

で

は

な

い
、

「
否

定

作

用

よ

り

も

一

(071

)

層
根
源
的
で
あ
る
」
。
「「本
来
的
」
無
そ
れ
自
身
1

そ
れ
は
又
し
て
も
、
有

る
無
と
い
う
彼
の
隠
さ
れ
た
併
し
背
理
的
な
概
念
で
は
な
い
の
か
。
今
や
最
後

的
に
、
悟
性
の
提
出
す
る
諸
々
の
異
義
が
、

た
だ
無
の
或
る
根
本
経
験
を
通
し

て
の
み
そ
の
正
当
性
が
証
示
さ
れ
得

る
吾
々

の
探
求
を
、
抑
え

つ
け
て
し
ま
う

(171

)

で
あ
ろ
う
」
(傍
線
は
筆
者
)
、
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
述

べ
て
い
る
。

有
即
無
と
し
て
の

「真
有
」
(本
来
的
無
)
と

い
う
背
理
的
概
念
は

「基
づ

か
れ
て
い
な

い
根
底
」
と
い
う
直
接
的
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
を
意
味
し
て
い
る
。

「形
而
上
学

は
到
る
処
で
有
の
真
性
と
い
う

境
域

の
内
に
動
い
て
い
る
が
、
有

の
真
性
は
形
而
上
学
に
と

っ
て
は
、
形
而
上
学
的
に
言
え
ば
、
知
ら
れ
ざ
る
基

(271
)

づ
け
ら
れ
て
い
な

い
根
底

に
留
ま

っ
て
い
る
」
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「無
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
お
け
る
矛
盾

に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「無
と
は
何

で
あ
る
か
。
こ
の
間

へ
向
う
最
初

の

助
走
か
ら
し
て
既
に
、
或
る
異
常
な
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
問
う

こ
と
の
内

で
、
吾
々
は
最
初
か
ら
無
を
、
か
く
か
く
で

《有
る
》
或
る
も
の
と

し
て
1

或
る

一
つ
の
有
る
も
の
と
し
て
1

設
定
し
て
い
る
。
併
し
、
有
る

も
の
か
ら
無
は
や
は
り
、
ま
さ
し
く
端
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
無
を
問
う
こ

と
ー

そ
れ
が

つ
ま
り
無
が
何

で
あ
り
そ

し
て
如
何

に
あ
る
か

く
と
問
う

こ

と
V
l

は
、
問

い
か
け
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
正
反
対

へ
顛
倒
す
る
。
そ
の
間

(371
)

は
、
そ
の
間
固
有

の
対
象
を
、
奪

い
去
る
」
。
す
な
わ
ち
、
無

は
何
で
あ
る
か

と

い
う
質
問
を
出
す
時
に
は
、
対
象
化
で
き
な
い
無
を

「何

か
」
と
し
て
対
象

化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
無
が
対
象
化
で
き
な

い
理
由
は
、
も
し
何
か
と

し
て
対
象
化
さ
れ
る
な
ら
、
も
は
や
、
何
か
で
は
な

い

「無
」
で
は
な
く
な
る

点
で
あ
る
。
「何
故
な
ら
ば
、
そ
の
答

(無
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
質
問
に
た
い

す
る
答
え
日
筆
者
)
は
必
然
的

に
、
無
は
こ
れ
こ
れ
で

《有

る
》
と

い
う
形
を

と

っ
て
動
く
か
ら
で
あ
る
。
無

に
関
し
て
は
、
問
も
答
も
そ
れ
自
身
に
於
て
、

(471

)

等
し

い
仕
方
で
背
理
的
で
あ
る
」
。

そ
の
た
め
、
「無
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
「思
考

の
限
界
を
超
え
る
も

の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な

「思
考

の
限
界
を
超
え
る
」
思
考
は
、
形
式
論
理

に
従
う
思
考

の
限
界
を
超
え
る
思
考

で
あ
る
。
形
式
論
理
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

「無
を
思
索
す
る
こ
と
」
は

「思
惟
そ
れ
自
身
の
本
質
に
反
対
し
て
動

か
ざ
る

〔
571

)

を
得
な

い
こ
と
に
な
る
」。

従
来

の
形
而
上
学
は
、
実
在
の
本
質
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
「形

而
上
学
は
、
そ
れ
が
有
る
も
の
を
思
惟
す
る
仕
方
を
通
し
て
、
形
而
上
学
が
そ

の
こ
と
を
知

る
こ
と
な
し
に
、
遮
断
木
、

つ
ま
り
人
間
本
質

へ
の
有
の
元
初
的

関
連
を
人
間

に
妨
げ
る
遮
断
木
で
あ
る
こ
と

へ
と
、
指
し
向
け
ら
れ
て
い
る
か

(
671
)

の
如
く
に
、
殆
ど
見
え
る
」
。
従
来

の
形
而
上
学
的
思
索

の
限
界
を
超
え
る
こ

と
に
よ

っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
思
索

の
枠
に
入
る
こ
と

に
よ

っ
て
の
み
、
「真
有
」
(有
即
無
)
を
哲
学

の
モ
デ

ル
と
し
て
思
索
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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3

「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
と

「東
洋
的
無
の
哲
学
化
」

に
関
す
る
諸
問
題

西
田
の
い
う

「東
洋
的
無
」
と
は
、
具
体

的
に
い
え
ば
、
な
に
よ
り
も
仏
教

の

「空
」
(巴
昌
鉾
鋤
)
と
老
子
や
荘

子
な
ど

に
お
け
る
道
教
的

「無
」
(輔
環
)
で

あ
る
。
仏
教
の

「空
」
は
道
教
の

「無
」

の
同
義
語
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
仏
教
の

「空
」
も
道
教
の

「無
」
も

「有
」
に
対
立
す
る
も
の

で
は
な

い
た
め
、
こ
の
意
味

に
お
い
て
の
み
両
者
を
同
じ

「東
洋
的
無
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う
定
義

は
、
仏
教
の

「空
」

の

場
合
は

「空
即
是
色
」
で
あ
り
、
道
教

の

「無
」

の
場
合
は

「無
状
の
状
」
.
で

あ
る
と
い
え
る
。

溝

口
宏
平
氏
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
西
田

の

「無
」
の
概
念
は
、

「
た
し
か
に
東
洋
的
な
、
と
り
わ
け
仏
教
的

な
無
な

い
し
空

の
思
想
と
体
験
と

を
背
後

に
も

つ
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
西

田
は
そ
う
し
た
体
験
を
そ
の
ま
ま

直
接
概
念
化
し
術
語
化
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
彼
は
、
西
洋

の
伝
統
的

な
哲
学

へ
の
反
省
を
通
し
て
そ
の
根
底
に
開

か
れ
て
く
る
場
と
、
彼

の
東
洋
的

と
も
い
え
る
直
接
的
な
体
験
上
の
事
実
と

の
出
会
い
を

「無
」
の
概
念

に
よ

っ

(
771
)

て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
っ
て
も
よ

い
」
。
西
田
は
、
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の

現
象
学

に
み
ら
れ
る
意
識

の

〈ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
〉
構
造
を
そ
の
可
能
根
拠

に
向

か
っ
て
批
判
的
に
反
省
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
意
識
の
根
底

に
こ
う
し
た

意
識
構
造
そ
の
も
の
を
可
能

に
す
る

《意
識

の
野
》
と
し
て
の
場
所
的
な
次
元

(
871
)

を
見
」
出
し
た
。

し
か
し
西
田
の

「絶
対
無
」
を

「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
と
し
て
解
釈

し
な
い
溝
口
氏
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る

「東
洋
的
無
の
哲
学
化
」
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
的
意
味
も
論
じ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
西
田
は
、
こ
の
よ
う
な
東

洋
的

「無
」
の
概
念
を
西
洋

の
哲
学
的
概
念
を
応
用
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
と
い
う
論
以
外
、
彼

は
仏
教
用
語

を
あ
ま
り
使
わ
な
い
し
、
お
経
や
禅
の
語
録
に
言
及
す
る
場
合
も
比
較
的
に
少

な
い
。
と
は
言
え
、
西
田
哲
学
は
、
独
創
的
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時

に
東
洋
の

思
想
的
伝
統
を
受
け
継
ぐ
側
面
が
著
し
い
。
前
述

の
よ
う
に
西
田
は
真
の
弁
証

法
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
そ
の
真
の
弁
証
法
を
西

洋
の
哲
学
に
お
い
て
で
は
な
く
、
仏
教

の

「般
若
の
即
非
的
弁
証
法
」
に
お
い

(971

)

て
見
出
し
た
。

西
田
自
身
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

(絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
的
論
理
)
に
し

た
が
う

「東
洋
的
無
」
の
解
釈
は
、
東
洋
で
支
配
的
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い

(081
)

る
。
彼
は
仏
教
に
お
け
る
即
非

の
論
理
は
、
背
理
の
理

(パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
)

で
あ
る
と
指
摘
し
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「
心
即
是
仏
、
仏
即
是
心

(略
)
対
象
論
理
的
に
我

々
の
心
と
仏
と
が
同

一
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
般
若

　
　
　

真
空

の
論
理
は
、
西
洋
論
理
的
に
は
把
握
せ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
」
。
対
象
論

理
、
す
な
わ
ち
形
式
論
理
に
従
え
ば
、
「心
即
是
仏
」
と
い
う
言
葉
は

「無
意

　　

義
な
る
矛
盾
概
念

に
過
ぎ
な
い
」。
「仏
教
学
者
も
、
従
来

こ
の
即
非

の
論
理
を

(
381
)

明

に
し
て
い
な
い
」
と
主
張
し
た
西
田
哲
学
に
お
け
る

「東
洋
的
無

の
哲
学
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化
」
は

「東
洋
的
無

の
再
編
成
」
と
も
呼
ぶ

べ
き
で
あ
る
、
と
私
は
思

っ
て
い

る
。仏

教
者
も
即
非

の
論
理
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
意
味
を
十
分
理
解
で
き
な
か

っ

た
結
果
と
し
て
、
「心
即
是
仏
」
を
誤

っ
て
形
式
論
理
的

に
解
釈
し
、
仏
教
的

汎
神
論
と
仏
教
の
神
秘
主
義
を
唱
え
る
よ
う

に
な

っ
た
。

な
ぜ
、
仏
教
は
汎
神
論
的
、
西
田
の
い
う

「萬
有
神
教
的
」

で
は
な

い
の
だ

ろ
う
か
。

「大
乗
仏
教
を
萬
有
神
教

の
如
き
に
考

へ
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
大

(
481
)

な
る
誤
解
で
あ
る
」
と
強
調
し
て
い
た
西

田
に
と

っ
て
は
、
「
心
即
是
仏
」

の

汎
神
論
的
解
釈

は
、
形
式
論
理
の
立
場
を
出

発
点
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
「全

心
即
仏
、
全
仏
即
人
」
と
い
う
仏
教
の
教
え

は
、
「対
象
論
理
的

に
は
、
萬
有

(唖

神
教
的
と
も
考

へ
ら
れ
る
」
が
、
そ
れ
に
対

し
て
彼
は
、
「心
即
是
仏
」
に
お

(
681
)

け
る

「即
」
と
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
を
意
味
す
る

「即
非
」
で
あ
り
、
そ

(
781

)

の
た
め

「矛
盾
的
自
己
同

一
的

に
、
全
仏
即
人
、
人
仏
無
異
で
あ
る
」、
「般
若

即
非

の
論
理
的
に
、
心
と
仏
と
の

(個
と
全
と
の
)
矛
盾
的
自
己
同

一
の
義
に

(881

)

解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述

べ
て

い
る
。

汎
神
論
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
わ
な

い
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
汎
神

論
は
、
世
界
そ
れ
自
身
を
神
の
顕
現
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
神
を
世
界

の
う
ち

で
消
滅
せ
し
め
て
、
神
の
超
越
を
認
め
な

い
た
め
、
「内
在
即
超
越
」
で
は
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
汎
神
論
は
、
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
自
己
矛
盾
原
則
に
従

わ
な
い
の
で
あ
る
。

「心
即
是
仏
」
に
お
け
る

「
心
」
(自
己
)
と

「仏
」

(絶
対
)
と
の
パ
ラ
ド

ッ

ク
ス
論
理
的
関
係
は
汎
神
論
的
で
は
な

い
と
強
調
し
て
い
た
西
田
は
、
万
有
内

(981
)

在
神
論

(b
詈
9
9
虫
ωB
ロω
)と
い
う
概
念
を
使

っ
た
。

ロ
マ
ン
主
義

の
哲
学
者

ク
ラ
ウ
ゼ
(内
匿

0
』
・内
鐙
昜
ρ

嵩
。。H
山
。。ωN
)
に
よ

っ
て
唱
え
ら
れ
た
万
有
内

在
神
論
は
、
理
神
論
や
超
越
神
論

の
よ
う
に
世
界
を
神
の
外
部
に
措
定
せ
ず
、

ま
た
汎
神
論

の
よ
う
に
神
を
世
界
の
う
ち
に
消
滅
せ
し
め
ず
、
万
有
は
神
の
う

ち
に
あ
り
神

に
よ

っ
て
包
括
さ
れ
て
い
る
と

い
う
理
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

世
界
の
外
部

に
も
措
定
で
き
な
い
、
世
界
の
内
部

に
も
措
定
で
き
な
い

「神
」

と
は
、
ま
さ
に

「ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
同
時

に
ど
こ
に
も
存
在
す
る
」
と

い
う

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
で
あ
る
か
ら
、
万
有
内
在
神
論
も

「
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
特
殊
タ
イ
プ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
お
け
る

「同

一
」
は
、
「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
で

あ
る
か
ら
、
矛
盾
を
絶
し
、
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
同

一
で
は
な
く
、
矛
盾
そ
の

も

の
を
保
ち
な
が
ら
の
同

一
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
汎
神
論

は
、
超
越
と
内
在
と
の
矛
盾
を
保
た
な

い
の
で
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
わ

な

い
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
仏
教
は

「神
秘
的
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

西
田
は
い
う
。
「東
洋
的
無
の
宗
教
は
即
心
是
仏
と
説
く
。
そ
れ
は
唯
心
論

で
も
な
く
神
秘
主
義
で
も
な

い
。
論
理
的
に
は
多
と

一
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一

(091
)

と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
。
要
す
る
に

「東
洋
的
無
」
は

「
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
神
秘
的
で
は
な
い
。
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西
田
が
批
判
す
る

「神
秘
主
義
」
と
い
う
の
は
、
日
常
的
現
実
を
離
れ
て
絶

対
者
に
触
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
宗
教
的

経
験
、
す
な
わ
ち
自
己
が
絶
対
に
触

れ
る
経
験
で
あ
る
。

形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則

に
従
う
と
、

あ
る
概
念
は
そ
の
反
対

の
意
味
を
も

つ
概
念
と
接
触
点
は
な
い
。
し
た
が

っ
て

「相
対
的
な
も
の
」
は

「絶
対
的
な

も
の
」
の
反
対
語
な
の
で

「相
対
的
自
己
」
と

「超
越
的
絶
対
者
」
と
は
接
触

が
許
さ
れ
て
い
な
い
別
々
の
存
在

と
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「絶
対
者
に

触
れ
る
」
と
い
う
宗
教
的
経
験
は
形
式
論

理
の
無
矛
盾
原
則
に
従
わ
な
い
た
め

非
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
非
合
理

主
義
は

「神
秘
主
義
」
と
き
れ
て
い
た
。

.
し
か
し
、
「自
己
が
絶
対
に
触
れ
る
」
経
験
と
し
て
の
神
秘
主
義
は
完
全
に

は
形
式
論
理
的
意
味
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る

に
神
秘
主
義
的
経
験
に
お
い
て
は
、
自
己
が
相
対
的
な
範
囲

(不
浄
)
を
超
え

て
別

の
次
元
な
る
絶
対
的
範
囲

(無
垢
)
に
入
る
こ
と
は
、
「相
対
的
範
囲
」

を
離
れ
る
と

い
う
意
味

で
あ
る
。
相
対
的
自
己
は
、
例
外
的

に

(神
の
恩
恵
に

よ
っ
て
な
ど
)
「相
対
的
範
囲
」
を
離

れ
る

こ
と
が

で
き

て
も
、
「相
対
的
範

囲
」
そ

の
も

の
は
、
「絶
対
的
範
囲
」

に
は
入
れ
な

い
と
さ
れ
る
。
自

己
は

「不
浄
」
の
世
界
を
離
れ
て

「無
垢
」
の
世
界
に
触
れ
る
、
不
浄
を
離
れ
な

い

と
無
垢
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
は
、
形
式
論
理
に
従
う
側

面
も
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従

っ
て

「絶
対
者
」
に
触
れ
る
こ
と

は
、
「相
対
」
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
「我
々
の
自
己
が
自
己
自
身

の
根
底

に
徹
し
て
絶
対
者

に
帰
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
此
の
現
実
を
離
れ
る
こ
と
で
は

(
191
)

な
い
、
却

つ
て
歴
史
的
現
実

の
底
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
」。

「
心
即
是
仏
」
ど
い
う
仏
教

の
教
え
は
、
神
秘
主
義
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
に
、
西
田
は
禅
に
お
け
る

「平
常
是
道
」
に
言
及
し
て
、
そ
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(
291
)

「禅

に
つ
い
て
の
誤
解
は
、
す
べ
て
対
象
論
理
的
思
惟

に
基
づ
く
の
で
あ
る
」

と
主
張
し
た
西
田
に
と
っ
て
は
、
禅
師
の
教
え
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
に
な
る

の
は
、
な
に
よ
り
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「見
性
成
仏
」

と
は
、
「外
に
対
象
的

に
何
物

か
を
見
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
、
又
内

に
内
省

(391

)

的

に
自
己
自
身
を
見
る
と
云
ふ
の
で
も
な

い
」、
ま
た

「超
越
的
に
仏
を
見
る

と
云
ふ
の
で
は
な
い
」。
「
矛
盾
的
自
己
同

一
の
根
底
に
徹
す
る
こ
と
を
、
見
性

と
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
深
く
背
理
の
理
と
云
ふ
も
の
が
把
握
せ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
禅
宗

に
て
公
案
と
云
ふ
も
の
は
、
之
を
会
得
せ
し
む
る

(
491
)

手
段
に
他
な
ら
な
い
」。

前
述
の
よ
う

に
、
西
田
は
、
仏
教
を
は
じ
め
、
絶
対
的
な
も
の
と
の
接
触
と

(
591
)

い
う
意
味
を
有
す
る

「宗
教
」
は
神
秘
的
で
は
な

い
と
強
調
し
て
い
る
。
彼
は

い
う
。
「宗
教
が
或
特
殊
な
人
間
の
特
殊
な
意
識
で
あ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
、
そ

(
691
)

れ
は
閑
人
の
閑
事
業
た
る
に
過
ぎ
な
い
」。
西
田
に
よ
れ
ば
、
見
性
は
、
人
間

が
仏
陀
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
仏
陀
を
自
分

の

「逆
対
応
」
と
し
て

自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、
何
が
変
わ
る
か
と
い
う
と
、
現
実
を
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認
識
す
る
視
点
が
変
わ
る
。
し
か
し
現
実
を
認
識
す
る
視
点
が
変
わ

っ
て
も
、

日
常
的
常
識
的
現
実

か
ら
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
立
場
か
ら
の
み
禅
に
お
け
る

「平
常
是
道
」
を

説
明
で
き
る
と
思
う
。

(791

)

「宗
教
は
平
常
心
を
離
れ
る
の
で
は
な
い
。
南
泉

は
平
常
心
是
道
と
云
ふ
」。

「平
常
」
と
い
う

の
は
、
肯
定
と
否
定
と
は
両
立
で
き
な
い
と
い
う
我
々
の
形

式
論
理
に
従
う
相
対
的
現
実
の
日
常
的
経
験

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「平
常
」

は

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
側
面
の

一
つ
で
あ
る
。
「絶
対
矛
盾
的
自
己

同

=

は
、
「対
立

(矛
盾
)」
と
同

一
と
を
両
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「平

常
」
は
ま
さ
に
そ
の

「対
立
」
、
す
な
わ
ち

「肯
定
と
否
定
と
の
対
立
」
と

い

う

「常
識
」
に
当
た
る
と
い
え
る
。
平
常

の
立
場

か
ら
み
れ
ば
、
「肯
定
」
は

「否
定
」
で
は
な
い
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
側

面
、
す
な
わ
ち
肯
定
と
否
定
と
の
対
立
は
そ

の
ま
ま
に
保
た
れ
て
い
る
が
、
同

時
に
も
う

一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち

「同

一
」
(肯
定
即
否
定
)
が
あ
る
。
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「絶
対

矛
盾
的
同

一
」
と
は
、
対
立
を
絶

し
た
同

一
で
は
な
く
、
対
立
を
保

っ
た
ま
ま
の
同

一
で
あ
る
た
め
、
「対
立
」

を
離
れ
て

「同

一
」
に
入

っ
て
は
い
け
な
い
。
し
た
が

っ
て

「絶
対
矛
盾
的
自

己
同

一
」
「絶
対
無
」
と
し
て
の
絶
対
者
に
触
れ
る
こ
と
は
、
「平
常
」
を
離
れ

る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
「平
常
底
」
と
し

て
の
行
為
的
直
観
は
日
常
的

「意

識
的
自
己
」
を
離
れ
る
も
の
で
は
な

い
、
「絶
対
無
」

に
触
れ
る
経
験

に
お

い

て
自
己
が
無
意
識

に
な
る
こ
と
で
は
な

い
、
自
己
の

「分
別
」
と
し
て
の
意
識

(891
)

が
広
げ
ら
れ
、
「無
分
別

の
分
別
」
に
な
る
。
「我
々
の
自
己
が
生
命
を
脱
し
て

不
生
不
滅
の
世
界

に
入
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
最
初
か
ら
不
生
不
滅
で
あ
る

(991

)

の
で
あ
る
。
即
今
即
永
遠
で
あ
る
」、
と
西
田
は
強
調
し
て
、
「絶
対
者
に
触
れ

る
」
と
い
う
意
味
を
も

つ
宗
教
的
経
験
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的
構
造
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

西
田
は
言
う
。
「私
の
哲
学
を
神
秘
的
と
考
え
る
人
は
、
対
象
論
理

(す
な

わ
ち
形
式
論
理
凵
筆
者
)
の
立
場

か
ら
考

へ
る
故
で
あ
る
。
私
の
場
所
的
論
理

(002
)

の
立
場
に
於
い
て
は
、
絶
対
否
定
即
平
常
的

で
あ
る
」
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
教
義

に
お
け
る

「平
常
」
と
い
う
概
念
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
的
意
味
は
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
仏
教
は

「出
離

(
跚
)

的
た
る
を
免
れ
な
い
」、
「大
乗
仏
教
と
云

へ
ど
も
、
真
に
現
実
的
に
至
ら
な
か

(202
)

つ
た

」
。

な
ぜ

な

ら

、

「
即

非

」

の
論

理

(
パ
ラ

ド

ッ
ク

ス
論

理
)

は

「
単

に

絶

対

的

受

(
302
)

動
と
か
、
単
に
非
合
理
的
に
無
分
別
と
か
の
み
解
せ
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ

る
。西

田
は
、
禅
の
思
想
的
伝
統

の
中
に
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
が
見
ら
れ
る

と
主
張
し
た
が
、
徹
底
的
な
分
析
を
行
わ
な
か
っ
た
。
さ
て
、
禅
の
思
想
的
伝

統
に
も

「絶
対
的
無
」
と

「
相
対
的
無
」
と
の
区
別
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
仏
教
に
お
い
て
、
西
田
の

「相
対
的
無
」

(「形
式
論
理
の
無
」
)
に
当
た

る
概
念

は

「有
」
を
否
定
す
る

「偏
空
」
で
あ
り
、
「絶
対
的
無
」
(「パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
無
」)
に
当
た
る
の
は

「第

一
義
空
」
(「真
空
」)
で
あ
る
と
言
え
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パ ラ ドックス論理 のニ ヒリズム

る
だ
ろ
う
。
第

一
義
空

(真
空
)、
す
な
わ
ち
最
高

に
し
て
最
勝
の
真
実

で
あ

る
空
は
、
言
葉

に
よ

っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
真
理
で
あ
る
。

龍
樹

(乞
鋤ひq鋤
ユ
篝
鈩

呂
O幽
αO
)
が
小
乗
仏
教

に
お
い
て
究
極
の
理
想
と
し

た

「灰
身
滅
智
」
(煩
悩
も
肉
身
も
完
全
に
滅

ぼ
し
尽
く
す
こ
と
)
と

い
う
概
念

を
批
判
し
て
い
た
の
は
、
す
べ
て
の
意
識
作
用
の
絶
滅

に
な
る

「
灰
身
滅
智
」

(
402
)

の
状
態
は
、
第

一
義
空
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
慧
能

(六
一二
八
-
七

一
三
)

や
大
慧
宗
杲

(
一
〇
八
六
1

=

六
三
)
と

い
う
禅
師

の
教
え

に
お
け
る
い
わ

ゆ
る

「黙
照
禅
」

へ
の
批
評
も
、
「偏
空
」

は

「真
空
」
で
は
な

い
と

い
う
こ

い
つ
き
ゆ
う
そ
う
じ
ゆ
ん

と
に
あ
る
と
言
え
る
。
絶
対
的
無
と
は
、

一
休
宗
純
が
い
う

「空

の
空
」
の
概

(502
)

念
や
慧
能
の

「考
え
な
い
の
に
考
え
る
」
と

い
う

「無
念
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

(
鵬
)

的
意
味
に
当
た
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従
う

「東
洋
的
無

」
と
は
、
仏
教
の

「真
空
」
と
老

(
702
)

子
の

「無
状
の
状
」
だ
け
で
は
な
い
。
西
田
は
イ
ン
ド
の
宗
教
に
お
け
る
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理
に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「ブ

ラ
マ
教
の
神
は
万

物
を
超
え
、
万
物
を
包
む
と
共
に
、
至
る
所
に
内
在
す
る
神

で
あ
る
」
、
ブ
ラ

(802
)

マ
教

の
神
は

「彼
は
動
く
而
も
動
か
な

い
。
遠
く
に
あ
る
而
も
近
く
に
あ
る
」
。

晩
年

の
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
無
の
概
念

に

つ
い
て
論
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、

そ
の
理
由
は
、
彼

の
東
洋
哲
学

へ
の
関
心
で
あ

っ
た
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。

彼
が
、
西
田
の
友
人
で
も
あ
り
西
田
に
も
影

響
を
与
え
た
鈴
木
大
拙

の
禅
に
関

す
る
本
を
読
ん
だ
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
東
洋
の
伝
統
を
全
く
知
ら
な

い
ポ

ッ
セ
ン
テ
ィ
ー
(<
一け什O「一〇
℃
O
ωωΦ昌
叶一
)
も
、
「晩
年

の

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は

(902
)

禅

の
思

想

的

伝

統

に
親

し

み

を

覚

え

た

こ

と

を

忘

れ

て

は

い
け

な

い
」

〈
76
>

と

述

べ

て

い

る
。

ま

た

ヘ
ン

ペ

ル

(=
譽

ω
勺
Φ
け霞

口
Φ
ヨ
b
巴
)
氏

が

『
ハ
イ

デ

ッ

(
012
)

ガ

ー

と

禅

』

(蓐

帆曇

丶

§

駄

昏

ミ
)

と

い
う

本

に

お

い
て

、

禅

と

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー
と
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る
。

最
近
で
は
特

に
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
と
中
国
の
老
荘
思
想
と
の
関
係
の
ほ
う
が
注

目
を
あ
び
て
い
る
理
由
は
、
溝
口
氏
に
よ
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
あ
る
中

国
人
の
手
引
き
で
直
接
老
子
の

『道
徳
経
』
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
報
告
さ

(112

)

れ
た
こ
と
に
あ
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
に
は
、
禅
や
老
子
の
影
響
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
、
徹

底
的

に
論
じ
る
紙
幅
が
な

い
が
、
そ
の
よ
う
な
影
響
が
あ

っ
て
も
な
く
て
も
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
「存
在
」
と
い
う
概
念
を
吟
味
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の

自
己
矛
盾
に
気
が
つ
き
、
そ
の
自
己
矛
盾

に
ひ
か
れ
て
、
も
は
や
形
式
論
理
の

境
を
超
え
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
領
域

に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
、

と
私
は
思
う
。
存
在
と
は
何
か
と
い
う
問

い
は
、
も
は
や
な
ん
ら
か
の
存
在
す

る
も
の

(存
在
者
)
を
通
じ
て
は
答
え
ら
れ
な

い
。
存
在
を
合
理
的
範
囲

に
よ

っ
て
外
部
か
ら
規
定
す
れ
ば
、
非
本
質
的
抽
象
が
生
じ
る
の
み
で
あ
る
。
存
在

は
む
し
ろ
内
か
ら
、
人
間
の
実
存
の
重
要
な
現
象
か
ら
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
「形
而
上
学
と
は
何
で
あ
る
か
」
と

い
う
論
文

に
お
け
る

「無
」

の
概
念
は
日
本
人
に
と

っ
て
非
常
に
分
か
り
や
す
い
が
、
西

洋
人
に
と

っ
て
は
な
ぜ
か
分
か
り
に
く

い
と
い
う
評
価
を
聞
い
て
も
、
全
然
喜

(
膃
)

ば
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
単

に
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
自
尊
心
が
傷
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つ
け
ら
れ
た
か
ら
だ
と
は
言
え
な

い
。
確
か
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
分

の
哲

学
が
西
洋
哲
学
に
お
い
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
理
由

に
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
分
解

の
過
程
が
終
わ
ら
な

い
と

結
論
を
出
し
て
は
い
け
な
い
と
強
調
し
て
、

カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
を
で
き
る
だ
け
避

け
よ
う
と
し
て
い
た
。
鈴
木
大
拙
の
著
作
や
老
子

『道
徳
経
』
の
影
響
が
あ

っ

た
と
し
て
も
、
彼
は
東
洋
の
哲
学

の
理
論
そ
の
ま
ま
を
取
り
入
れ
よ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。

禅
の
教
え
に
お
い
て
は
直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
間
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
が

み
ら
れ
る
。

西
田
は
大
燈
国
師

(
一
二
八
ニ
ー

=
三
二
八
)
の
次

の
よ
う
な
こ
と
ば
を
直
接

的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
判
断
と
し
て
の

「逆
対
応
的
同

一
」
の
好
例
で
あ
る
と
述

(312

)

べ

て

い

る

。

「
億

劫

相

別

、

而

須

臾

不

離

、

盡

日

相

対

、

而

刹

那

不

対

」

、.ω
Φ
-

b
贄

讐

巴

げ
蜜

び
旨

δ

昌

Φ
o
磊

導

鋤
⇒
島

賓
①
叶

昌
o
け

ω
8

霞

讐

Φ
α

①
<
Φ
昌

h
o
「

鋤

ヨ

o
ヨ

①
⇒
け
.
〉

一≦
9
《
ω

賦

o
Φ

けo

量

o
ρ

図
①
叶

≦
①

宦
Φ
<
嘆

目

簿

・
.、
禅

に

お

け

(脳
)

る

「門

の
無
い
の
を
法
門
と
す
る
」
も

「逆

対
応
的
同

一
」

で
あ
る
に
ち
が
い

な

い
。

「逆
対
応
的
」
の
概
念
は
仏
教
に
も
見
ら
れ
、
「生
死
即
涅
槃
」
や

「煩
悩
即

菩
提
」
や

「心
即
是
仏
」
な
ど
は
そ
の
例
に
な
る
と
い
え
る
。
「逆
対
応
的
同

一
」
と
し
て
の
直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
判
断
は
禅
師

の
教
え
に
お
い
て
は

様
々
な
種
類
が
見
ら
れ
る
。

禅

に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
を
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
の
観
点
か
ら
分
析

し
て
、
私
は
ポ
ー
ラ

ン
ド
語

で

『禅

の
哲

学
』
(.、国
δ
N
。h冨

NΦ昌
"♂

勹
煢
Z
"

鬢
穹
ω鎚
≦
鈩

b。O鐔
)
を
発
表
し
た
が
、
本
稿

で
は
、
禅

に
お
け
る
パ
ラ
ド

ッ

ク
ス
的
判
断
と
い
う
問
題

の
み
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

禅
の
語
録
を
読
め
ば
、
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
論
理
に
従
う

「悟
り
の
世
界
」
は

色

々
な
側
面
か
ら
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
か
ら
み
れ
ば
、

真
理
は

「否
定
即
肯
定
」
で
あ
る
た
め
、
肯
定

の
み
は

「
不
正
」
、
否
定

の
み

も

「不
正
」
で
あ
る
。
『無
門
関
』
に
お
け
る

「路
上
で
禅
を
究
め
た
人
に
出

(
512
)

会

っ
た
場
合

に
は
、
言
葉
で
対
し
て
も
沈
黙
で
対
し
て
も

い
け
な
い
」
と
い
う

文
章
は
、
「肯
定
の
み
不
正
、
否
定

の
み
不
正
」
と
い
う
直
接
の
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
的
判
断

の
種
類
に
属
す
る
と
い
え
る
。
同
じ
意
味
を
表
す
公
案
は
少
な
く
な

い
。
例
え
ば

「矛
盾
的
自
己
同

一
の
根
底
に
徹
す
る
こ
と
を
、
見
性
と
云
ふ
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
深
く
背
理

の
理
と
云
ふ
も
の
が
把
握
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

(蜀
)

な
ら
な

い
」
と
主
張
し
た
西
田
は
、
次

の
よ
う
な
公
案
を
引
用
し
て
い
る
。

「首
山
、

一
日
竹
篦
を
挙
し
て
曰
く
、
喚
ん
で
竹
篦
と
な
さ
ば
触
れ
る
、
喚
ん

(
脚
)

で
竹
篦
と
な
さ
ざ
れ
ば
背
く
、
喚
ん
で
何
と
な
す
か
」
。

ま
た
、
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
よ
れ
ば
、
肯
定
と
否
定
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
が
真
理
で
あ
る
か
ら
、
肯
定

の
み
が
真
理
で
も
な
い
し
、
否
定
の
み
が
真
理

で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
肯
定
即
否
定
だ
け
が
真
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
肯
定

も
否
定
も
真
理
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
肯
定
は

「部
分

的
」
真
理
で
あ
り
、
否
定
も

「部
分
的
」
真
理
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め

禅
師
た
ち
が
、
同
じ
質
問
に
た
い
し
て
あ
る
時
肯
定
的
返
事
を
出
し
た
り
、
別
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く

し

の
機
会
で
否
定
的
返
事
を
出
し
た
り
し
た

の
で
あ

る
。
「狗
子

(犬
)
に
か
え

(812
)

っ
て
仏
性
が
有
り
や
」
と
問
う
僧

に
趙
州
が

「無
」
と
答
え
た
。
そ
れ
は
有
名

な
公
案

に
な

っ
た
が
、
趙
州
は
、
別
の
時
に
同
じ
質
問
に
対
し
て

「あ
る
」
と

(
9ユ2
)

答
え
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
以
上

の
公
案
は

「否
定
も
肯
定
も
真
理

の
両
面
で
あ
る
」
と
い
う
間
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
判
断

の
種
類
に
数
え
ら
れ

る
。そ

れ
に
、
多
く
の
公
案
は

「隠
さ
れ
て
い
る
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
で
あ
る
と
言

え
る
。
す
な
わ
ち
文
章
そ
の
も

の
は
矛
盾
的

判
断
で
は
な
い
が
、
吟
味
し
て
み

れ
ば
、
そ
の
意
味
が
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
白

(022
)

隠
禅
師

の

「
い
か
な
る
か
是
隻
手
の
音
声
」

と
い
う
公
案
も
、
「音
を
立
て
な

い
も
の
は
音
を
立
て
る
」
と
い
う
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
で
あ
る
。

「直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
を
論
じ
る
時
、

「逆
対
応
的
同

一
」
と

「非
逆
対

応
的
同

一
」
と
の
微
妙
な
区
別
を
考
慮

に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず

「逆
対
応
的
同

一
」
を
意
味
す
る

「直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
概
念
」

を
分
析
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
反
対
語
の
矛
盾
的
自
己
同

一
で
あ
る
。
西
田
は

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
「逆
対
応
的
同

一
」

と
い
う
直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的

概
念
と
判
断
を
よ
く
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
西
田
の
文

(
跏
)

章

に
お
け
る

「直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
概
念
」

の
例
は
、
「内
在
即
超
越
」
、

(222
)

(嬲

)

「特
殊
即

一
般
」
、
「非
連
続
の
連
続
」
な
ど
で
あ
る
。

前
に
引
用
し
た
西
田
の
哲
学
に
お
け
る

「直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
的
判
断
」

も
、
「逆
対
応
的
同

=

の
例
で
あ
る
と
言

え
る
ー

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」

の
世
界
を
描
写
し
、
定
義
す
る
判
断

で
あ
る
。
「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一

の
世
界
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
の
中
に
自
己
同

一
を
有

つ
と
共
に
、
自
己

(
422
)

自
身

の
中

に
自
己
同

一
を
有
た
な
い
」
。
「
ど
こ
ま
で
も
多
と

一
と
の
矛
盾
的
自

己
同

一
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が

(表
現

11
筆
者
)
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
と
い
う
こ
と
で
あ

(
522
)る

」
。
「矛
盾
的
自
己
同

一
的
世
界
は
、
ど
こ
ま
で
も
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

(躅
)

る
と
共

に
、
ど
こ
ま
で
も
動
揺
的

で
あ
る
」
。

以
上
は

「逆
対
応
的
同

一
」
と
し
て
の

「直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
例

で

あ

っ
た
が
、
「非
逆
対
応
的
同

一
」
と
し
て
の

「直
接
的
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

じ

じ

む

げ

(722
)

「非
逆
対
応
的
同

一
」
と
は
、
華
厳
経
の

「事
事
無
礙
」
の
論
理
、
す
な
わ
ち

=

切
即

一
、

一
即

一
切
」
の
論
理
で
あ
る
と
思
う
。
「事
事
無
礙
」
の
論
理
は
、

「
即
非
」
の
論
理
の
特
殊
タ
イ
プ
で
あ
る
と
言
え
る
。
「即
非
」

の
論
理
の
例
と

し
て
は
、
「空
即
是
色
、
色
即
是
空
」
と
い
う
文
章
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の

へ
ん
ね

ぜ
つ
げ

よ
う
に

「空
」
と
同

一
さ
れ
た

「色
」
と
は

「変
壊
質
礙
」
と
定
義

さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち

「色
」
は
変
化
し
て
壊

れ
、
ま
た
空
間
を
占
め

て
他

の
障
害

(礙
)
に
な
る
モ
ノ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数

の

「色
」
は

「空
」
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他
の
障
害
に
な
る

「礙
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「無
礙
」

を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
事
無
礙
法
界
は
、
事
象
と
事
象
と
が
妨
げ

な
く
交
流

・
融
合
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
立
す
る
も
の
が
同

一
す
る
世

界
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
異
な
る
も
の
が
す

べ
て
同

一
す
る
世
界

で
あ
る
。
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様
々
な

「色
」
は

「空
」

で
あ
れ
ば
、
本
来

す
べ
て
異
な

っ
た
性
質
が
あ
る
よ

う
に
見
え
る

「色
」
は
同
じ

「空
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
同
じ
空
と
さ
れ

る
様
々
な

「色
」
は
、
本
来
異
な
る
性
質
を
持
た
な
い
の
で
、
コ

即

一
切
」

(コ

(色
の

一
種
)
即

一
切

(全
て
他
の
色
)」
)
で
あ
る
と
い
う
理
屈
が
成
り
立

つ
だ
ろ
う
。

事
事
無
礙
法
界
を

一
番
よ
く
あ
ら
わ
す

の
は
、
な
に
よ
り
も

「因
陀
羅

の

網
」
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ダ
ラ
の
宮
殿
に
幾
重

に
も
重
な
り
合
う
よ
う
に
張
り
巡

ら
さ
れ
た
宝
網
、
の
比
喩

で
あ
る
。

一
つ

一
つ
の
結
び
目
に
宝
珠
(ヨ
鋤
巳
)が

つ
け
ら
れ
て
い
て
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
そ
れ
ら
が
光
り
輝
き
、
互
い
に
照

ら
し
映
し
合

い
、
さ
ら
に
映
し
合

っ
て
限
り
な
く
照
応
反
映
す
る
関
係

に
あ
る
。

一
つ
の
宝
珠
が
他

の
す
べ
て
の
宝
珠
を
映
し

て
い
る
が
、
同
時
に
他

の
す
べ
て

の
宝
珠
に
映
さ
れ
て
い
る
。
「因
陀
羅

の
網
」

に
よ

っ
て
象
徴
さ
れ
る
「多
即

一
、

一
即

一
切
」
の
世
界
は
、
ま
さ
に

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」

の
世
界
で
あ
る
。

す
べ
て
の
存
在
が
互

い
に
関
連
し
合

っ
て
際
限
の
な
い
状
態

(「重
重
無
尽
」)

で
あ
り
、
す

べ
て
の
も
の
は
あ
り
方
と
し
て
も
働
き
に
し
て
も
互

い
に
入
り
組

(
822
)

ん
で
い
て
、
ま
さ
に

一
体
不
離

の
世
界
で
あ

る
。
以
上
の
事
事
無
礙
の
世
界
は
、

逆
対
応
的
に
対
立
す
る
も
の
の
同

一
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
異
な
る
も
の
の

同

一
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
常
識
に
逆
ら
う
頂
点

に
達
し
て
い
る
と
言
え
る
。

事
事
無
礙

の
論
理
は
、
華
厳
経
に
描
か
れ

た
釈
迦

の
悟
り
の
論
理
と
も
言
え

る
。
釈
迦
は
悟
り
を
開

い
て
か
ら
、
最
初

は
だ
れ
に
も
教
え
な
い
ま
ま
、
涅
槃

に
入
る
と
決
意
を
し
た
。
悟
り
に
つ
い
で
人

々
に
教
え
よ
う
と
し
て
も
、
だ
れ

も
分
か
ら
な
い
か
ら
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
菩
薩
た
ち
な
ど
に
説
得
さ

れ
、
「方
便
」
を
も

っ
て
人
々
に
解
脱

へ
の
道
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、

(
922
)

と
納
得
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
釈
迦
が
悟

っ
た
真
理
は
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス

論
理
に
従
う
現
実
の
本
質
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
釈
迦
は
な
ぜ

「説
明
し
て
も

だ
れ
も
分
か
ら
な

い
か
」
と
迷

っ
た
の
も
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

西
田
哲
学
に
お
け
る

「非
逆
対
応
的
同

一
」
と
し
て
の
直
接
的
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
的
概
念
は

「無
限
球
」
で
あ
る
、
す
な
わ
ち

「周
辺
な
く
し
て
至
る
所

に
中

心
を
も
つ
無
限
球
」
と
し
て
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
で
あ
る
と
言
え

る
。
そ
の
無
限
球

の
無
数
の
中
心
は
無
数
の
自
己
で
あ
り
、
各
自
己
は
全
世
界

(
032
)

を
映
す
の
で
、
「
因
陀
羅

の
網
」

の
比
喩

に
近

い
と
言
え
る
。
彼
は
述

べ
て
い

る
。
コ

切
即

一
と

い
ふ
の
は
、

一
切
が
無
差
別
的
に

一
と

い
ふ
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
、

一
切
が
そ
れ
に
よ

っ
て
成
立
す

(132

)

る

一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」。

禅

の
思
想
的
伝
統

に
お
い
て
は

「非
逆
対
応
的
同

一
」
と
し
て
の
直
接
的
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
的
判
断
の
多
く
は
、
「
異
な
る
も
の
の
性
質

の
交
換
」
と
い
う
種

ふ

だ
い
し

類

に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
傅
大
士

(四
九
七
-
五
六
九
)
の
次

の
よ
う
な
有

名
な
言
葉
は
そ
の

一
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

人
は
橋
を
渡
る

橋
が
流
れ
て
い
て

(232

)

川
が
流
れ
て
い
な
い
。
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異
な
る
も
の
は
矛
盾
的

に
同

一
し
て
い
る
な
ら
、
川
も
橋
も
矛
盾
的
に
同

一

し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
川
の
性
質
も
橋

の
性
質
も
矛
盾
的

に
同

一
し
て
い

る
な
ら
、
両
者

の
性
質
を

「交
換
」
し
て
も

い
い
。
よ
う
す
る
に
、
「流

れ
て

い
る
」
川
は

「流
れ
て
い
な
い
」
橋
と
同

一
し
て
い
る
な
ら

「橋
が
流
れ
て
い

て
、
川
が
流
れ
て
い
な
い
」
と
言
え
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理

(パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
)
か
ら
み
れ
ば
、
以
上

の
禅

の
文
は

「論
理
的
」
で
あ
る

(形
式
論
理
か
ら
み
れ
ば
、
非
論
理
的

・
非
合
理
的
で
あ
る
)。

西
田
は
、
禅
宗
に
お
け
る
公
案
は
、
自
己

を
知
る
の
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
根
底

に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
真

理
を

「会
得
せ
し
む
る
手
段

に
他

(332

)

な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
禅

の
公
案

に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の

以
上
の
分
析
の
結
果
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
い
え
る
。

実
在

の
本
質

の
論
理
的
法
則
を
、
「矛
盾
法
則
」
と
す
る

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス

論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

の
代
表
に
な
る
思
想
家
た
ち
は
、
問
接
的
に
も
直
接
的

に
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う
概
念
を
使

っ
て
い
る
が
、
実
在
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
論
理
的
構
造
の
描
写
に
と
ど
ま

っ
た
禅
師
た
ち
と
は
違

っ
て
、
西
田
と

ハ

イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
西
洋

の
哲
学
的
伝
統
を
受

け
継
い
で

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
出
発
点
と
す
る
新
し

い
哲
学
体
系
の
作
成

に
挑
戦
し
て
い

た
。

4

西
田
と
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
と
の
比
較
と
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
構
造

西
田
哲
学
を

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
と
比
較
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
論
理
の
構
造
を
考
慮

に
い
れ
な
い
限
り
、
「形
式
論
理
的
」
な
解
釈
に
な

っ
て
し
ま
う
。
西
田
の
哲
学
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
比
較
し
て
鋭

い
結
論

を
出
し
た
著
者

(西
谷
啓
治
や
武
内
義
範
な
ど
)
は
少
な
く
な

い
が
、
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
論
理
枠
内
の
解
釈
と
形
式
論
理
の
枠
を
超
え
な
い
解
釈
と
の
区
別
を
明
確

に
す
る
た
め
に
は
、
「西
田
哲
学
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
」
と
い
う
溝

口
宏
平

氏
の
論
文

に
言
及
し
た
い
と
思
う
。
田
辺
元
や
小
坂
国
継
氏
と
同
じ
よ
う
に
、

溝
口
氏
は
西
田
の

「絶
対
無
」
を

「有
即
無
」
と
し
て
理
解
し
て
も
、
そ
の
概

念

の
意
味
を
形
式
論
理
枠
内
で
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。

溝
口
氏
に
よ
れ
ぼ
、
西
田
の
哲
学
体
系
の
中
心
に
位
置
す
る

「無
」
の
概
念

は
、
「有
と
対
立
す
る
無
、
す
な
わ
ち
非
存
在
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
う
し
た
相
対
的
な
有
無

の
対
立
を
超
え
て
、
そ
の
よ
う
な
対
立
そ
の

(432

)

も
の
を
可
能

に
す
る
根
底
的
な
場
を
指
示
す
る
概
念
で
あ
る
」
。
そ
れ
に
対
し

て
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「無
」
と
い
う
概
念
は
、
「
そ
の
概
念

の
指
示
す
る
事

柄
と
そ
の
存
在
論
的
な
位
置
づ
け
の
点
で
は
西
田
に
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、

な
に
よ
り
も

「無
」

の
所
与
性
、
す
な
わ
ち
無
が
現
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
そ

の
仕
方
と
、
そ
の
概
念

の
も

つ
否
定
性
の
意
味
づ
け
の
面
で
西
田
の
場
合
と
大

(532

)

き
く
異
な

っ
て
い
る
」
。
「
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
場
合
の
無
の
概
念

は
、
な
る
ほ
ど

単
な
る
非
存
在
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
西
田
の
場
合
と
同
様
に
主
観

-
客
観
の
対
立
を
超
え
た
根
源
的
な
場
所
を
指
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

概
念
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
欠
如
的
な
意
味
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
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(
躅
)

を
え
な
い
」。

こ
こ
で
、
ま
ず
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
溝
口
氏
は
西
田
哲
学

に
お
け
る

「無
」
の
概
念
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
お
け
る

「無
」
の
概
念
と
の
共
通

点
を
論
じ
る
時
、
そ
の
二
つ
の

「無
」
の
共
通
性
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
と
の

(
732
)

関
係
を
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

溝

口
氏
は
、
西
田
の
場
合
も
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
場
合
も
、
無
を

「意
識
視

(832

)

野
」
や

「主
観

・
客
観
の
対
立
を
超
え
た
根

源
的
な
場
所
」
と
し
て
定
義
し
て

い
る
が
、
そ
れ
だ
け
を
も

っ
て
両
者
の
哲
学

に
お
け
る

「無
」
の
概
念
を
説
明

す
る
の
は
不
十
分

で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
主
観
1
客

観
の
対
立
を
超
え
た
根
源
的
な
場
所
」
や

「意
識
視
野
」
な
ど
と
い
う
表
現
に

と
ど
ま
れ
ば
、
西
田
の

「絶
対
無
」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「現
実
的
無
」
と
が

対
象
化
さ
れ
、
両
者

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
構
造
が
見
失
わ
れ
る
虞
れ
が
あ

る
。前

述

の
よ
う
に
、
西
田
の
哲
学
に
お
け
る

「無
」
す
な
わ
ち

「否
定
と
肯
定

(
932
)

を
包
む
絶
対
的
無

の
場
所
」
と
は
、
対
象
化

・
想
像
さ
え
で
き
な

い

「絶
対
矛

(042
)

盾
的
自
己
同

一
的
場
所
」
で
あ
る
。
「無
限
球
」
と
し
て
の
こ
の
よ
う
な
場
所

は

「
周
辺
な
く
し
て
至
る
所
が
中
心
と
な
る
、
無
基
底
的

に
、
矛
盾
的
自
己
同

(
142
)

一
的
な
る
球
」、
す
な
わ
ち
、
多
と

一
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
を
意
味

す

る
。
こ
の
よ
う
な

「無
」
は

「無
基
底
的
」

で
あ
る
た
め
、
「無
」
の
自
己
限

(
242
)

定
は
、
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従

っ
て

「限
定
す
る
も

の
な
き
限
定
」、

で
あ

(
嬲
)

り
、
「形
が
形
自
身
を
限
定
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

西
田
は

「無
」
を

「場
所
」
と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は

「究
極
的
場
所
」
を
意

味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「究
極
的
場
所
」
は
対
象
化
さ
れ
な

い

「無
」
で

あ
る
か
ら
。
も
し
、
究
極
的
場
所
は
、
そ
の

「
お
い
て
あ
る
」
場
所
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は

「究
極
的
」
で
は
な
い
。
「存
在
」
は
存
す
る

「場
所
」
が
あ
る
。
「非

存
在
」
は
存
在
し
な
い

「場
所
」
が
あ
る
。
場
所
と
し
て
の

「無
」

の
み
は
、

そ
の
場
所
が
な

い
と
同
時
に
存
在
の
究
極
的
場
所
で
あ
る
、
と
い
う
パ
ラ
ド

ッ

ク
ス
的
論
理
に
よ
る
結
論
に
達
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て

「究
極
的
場
所
」

と
し
て
の

「無
」
は

「無
基
底
的
」
(基
底
に
な
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
も
た

な
い
)
で
あ
る
。

溝

口
宏
平
氏
は
、
西
田
の

「無
」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「無
」
と
を
比
較
し

て
次

の
よ
う
な
二
つ
の
主
な
差
異
を
挙
げ
て
い
る
。
第

一
に
は
、
西
田
が
論
じ

た
弁
証
法
的
発
展

の
問
題
が

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
に
は
見
当
た
ら
な
い
、
第
二

に
は
、
西
田

の

「無
」
よ
り

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の

「無
」
の
方
が

「接

し
や
す

い
」
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
差
異
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
立

場
か
ら
分
析
し
た
い
と
思
う
。

溝

口
氏
は
、
西
田
の

「無
」
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「無
」
と
の
相
違
を
論
じ

て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学

に
お
け
る

「弁
証
法
的
発
展
」
の
欠
如
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
「無

の
概
念

に
も
と
も
と
内
包
さ
れ

て
い
る
否
定
性
が
、
西
田
に
あ

っ
て
は
、
場
所
そ
の
も
の
の
自
己
限
定
の
働
き

そ
れ
自
体
が
否
定
作
用
で
あ
る
ー

を
可
能
に
す
る
内
在
的
原
理
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
理
を
の
ち
西
田
は
、
否
定
性
を
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基
礎
と
す
る
弁
証
法
的
な
論
理
と
し
て
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

(442

)

そ
の
意
味
で
西
田
の

「無
」
の
概
念
は
創
造
的
な
の
で
あ
る
」。

し
か
し
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
哲
学

に
お

い
て
は
、
「弁
証
法
的
発
展
」
が
論

じ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
の

「本
来
的
無
」
は
創
造
的
で
は
な
い
、

と
結
論
づ
け
る
の
は
誤
解

で
あ
る
。
た
し
か
に

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
歴
史
的
世
界

に
お
け
る
弁
証
法
的
変
化

・
発
展
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
が
、
彼
は

「あ
ら
ゆ

(542
)

る

「有
」

の
根
源
が
無
で
あ
る
」
と
述

べ
、
「無
」
の
創
造
性
を
認
め
た
こ
と

は
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則
の
妥
当
性
を
疑
問
視
す
る

際
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
西
洋
哲
学

に
お
け
る

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
伝
統

の
重

要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
形
式
論
理
か
ら
み
れ
ば
矛
盾
し
て
い
る
も
の
は
あ
り

(642

)

え
な

い
の
に
対
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
は

「矛
盾

は
現
実

の
内
的
生
命
で
あ
る
」
こ

と
を
証
明
し
た
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
強
調

し
て
い
る
。

ま
た
、
溝
口
氏
は
両
者

の
哲
学

の
相
違

を
論
じ
る
時
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「無
」
の
方
が
、
西
田
の

「無
」
よ
り
体
験

と
し
て
は
接
触
し
や
す
い
と
指
摘

し
て
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「西
田
の
場
合
に
は
絶
対
無

は
、
自
覚

の
働

き
に
よ

っ
て
近
づ
き
う
る
、

い
わ
ば
意
志

的
で
特
殊
な
経
験

(そ
の
意
味
で
は

(嬲
)

だ
れ
も
が
経
験
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
)」
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
哲
学

に
お
い
て
は
、
「
だ
れ
に
で
も
、

い

つ
で
も
襲

っ
て
く
る
可
能
性
の
あ

る
不
安
と
い
う
気
分
の
う
ち
で
無
は
経
験
さ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、

ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
い
う
無

は
、
現
象
的
に
は
よ
り
普
遍
的
な
地
盤
の
も
と
に
み
ら
れ
て
い

(
嬲
)

る

と

い

っ
て

よ

い
」
。

こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
西
田
の
哲
学
に
お
け
る

「無
」
の
経
験
は
、

「意
志
的
で
だ
れ
で
も
が
経
験

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
溝

口
氏

の
評

価
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
西
田
は
真

の
絶
対
者
、
す
な
わ
ち

「絶
対
無
」
は
、

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従
う

「有
即
無
」
で
あ
り
、
「有
」
.
(有
と
し
て
の
自
己
)

は

「無
」
と
不
離
な
関
係
に
あ
る
と
し
て
、
「我
々
は
い
つ
も
絶
対
に
接
し
て

居
る
の
で
あ
る
。
唯
之
を
意
識
し
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
自
己
矛
盾

の
底

に

深
く
省
み
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
自
己
自
身
を
翻
し
て
絶
対
に
結
合
す
る
の
で
あ

(
盥
V

る
」
、
と
強
調
し
て
い
る
。
人
間
は
い
つ
も

「絶
対
無
」
に
接
し
て

い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
絶
対
者

(絶
対
無
)
と
の

「結
合
」
を
も
た
ら
す

「自
己
矛
盾

の
底
を
省
み
る
」
こ
と
は
、
人
間
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な

い

と

い
う
こ
と
を
看
過

で
き
な
い
。
人
間
が
自
分
の
意
志

に
よ

っ
て
、
「絶
対
」

に
接
触
で
き
れ
ば
、
「絶
対
」
は

.「自
己
」

の
意
志
の
対
象
に
な
り
、
「絶
対
」

は
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
西
田
は
い
う
。
「我

々
が
斯
く
自
己
自

身
の
根
底

に
於
て
自
己
矛
盾
に
撞
着
す
る
と
云
ふ
も
、
自
己
自
身
に
よ
る
の
で

(捌
)

な
く
絶
対

の
呼
声
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「相
対
即
絶
対
」
を
認
め
る
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
論
理

の

「絶
対
」
の
み
が
、
相
対

(自
己
)
の
根
底

に
発
見
し
う
る

も
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
絶
対
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
発
見
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「絶
対

の
呼
び
声
」
に
よ

っ
て
人
間
は
自
己
矛
盾

に

撞
着
す
る
よ
う
に
な
る
。

溝
口
氏
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「無
」
の
方
が

「
い
つ
で
も
襲

っ
て
く
る
可

能
性
の
あ
る
不
安
と
い
う
気
分
の
う
ち
に
経
験
さ
れ
る
」
か
ら
接
し
や
す
い
と
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述

べ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う

か
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
お

け
る

「不
安
」
の
定
義
は
変
わ

っ
て
い
く

こ
と

に
注
目
し
よ
う
。
例

え
ば
、

「形
而
上
学
と
は
何

で
あ
る
か
」
と

い
う
論

文
に
お
け
る

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「不
安
」
と
い
う
概
念
は
日
常
的
気
分
を
意

味
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
言
う
、
「
有
る
も

の
が
全
体
と
し
て
退
け
去

る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
不
安

の
内
で
吾
々
を
周
囲
か
ら
圧
し
迫

っ
て
来

る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
吾
々
を
圧
迫
す
る
。
何
も
拠
り
処
は
無

い
。
た
だ
こ
の

「何
も
無

い
」
だ
け
が
残

さ
れ
て
あ
り
ー

有

る
も
の
が
滑
り
落
ち
て
行
く
こ

(
152
)

と
の
内

で
あ

っ
て
-

吾
々
を
襲

っ
て
来
る
」。
「有
る
も
の
」
が
滑
り
落
ち
て

ゆ
く
と

い
う
経
験
は
、
「無
」
の
体
験

で
あ

る
が
、
こ
の
体
験

に
お

い
て
の

「有
る
も
の
」
と
は
主
観

の
対
象
に
な
る

「
有
る
も

の
」
の
み
で
は
な
い
。
認

識
対
象
と
し
て
の

「有
」
が
後
退
し

て
行

く

(滑
り
落
ち
て
行
く
)
だ
け
で
は

な
く
、
「有
」
と
し
て
の
人
間

(主
観
)
も
同
時
に
後
退
し

て
行
く
よ
う
な
体

験

で
あ
る
。
「吾
々
自
身
1

こ
の
有
る
も

の
と
し
て
の
人
間
達

1

が
、
有

る
も
の
の
真
只
中

に
於

て
、
吾
々
か
ら

〈有
る
も
の
〉
と
共

に
滑
り
落

ち
て
行

(252
)

く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
「有
る
も
の
が
全
体
と
し
て
滑
り
落
ち
て
行
き
、

そ
の
よ
う
に
し
て
ま
さ
し
く
無
が
押
し
迫

っ
て
来
る
が
故
に
、
無

に
直
面
し
て

(
352
)

は
如
何
な
る

「
あ
る
」
と
⊥
言
う
こ
と
も
沈
黙
す
る
」。
し
か
し
不
安

に
お
い
て

迫

っ
て
く
る

「無
」
は

「有
」
を
消
滅
し

な
い
。
「有
る
も
の
」
は

「不
安
に

依

っ
て
殲
滅
さ
れ
て
、
か
く
し
て
無
を
残
す

の
で
は
な
い
」、
「無
は
そ
れ
自
身

を
、
全
体
と
し
て
滑
り
落
ち
て
行
く
も
の
と
し
て
の
有
る
も
の
と
と
も
に
且

つ

(452
)

そ
の
有
る
も
の
に
於
て
、
明
確

に
告
知
す
る
」
。
こ
の
よ
う
な

「有
即
無
」
の

体
験

に
お
い
て
は

「現
有
」

(∪
鋤
ω蝕
昌
)
、
す
な
わ
ち

「
人
間
の
脱
自
的
本
質
」

が
見
ら
れ
る
。
「そ
こ
に
於
て
は
現
有
が
何
も
の
に
も
拠
り
処
を
も
ち
得
な

い

こ
の
浮
動
が
徹
底
的
に
振
動
す
る
こ
と
の
内

に
純
粋

に
現
に
-
有
る
こ
と
、
た

(
552
)

だ
そ
の
こ
と
だ
け
が
な
お
其
処
に

〈現
に
〉
有
る
」。

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

無

の
体
験
は
、
個
人
的
自
己
の
背
理
的
本
質
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。

西
田
の
哲
学
に
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「不
安
」

の
よ
う
な
概
念
が
出
て
こ

な
い
の
は
両
者

の
大
き
な
差
異
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
西
洋
の

「有

の
文
化
」
の
代
表
者
で
あ
る

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
単
な
る

「非
有
」
と
し
て
の

「無
」
で
は
な
く
、
「有
即
無
」
と
い
う

「無
」
を
初
め
て
体
験
す
る
こ
と
を
反

省
す
る
と
、
不
安
が
伴
う

の
は
不
思
議
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

そ
の
体
験
に
よ

っ
て
そ
れ
ま
で
常
識
と
さ
れ
た

「存
在
論
的
」
現
実
観
が
破
壊

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ぼ
、
彼
に
と

っ
て
は

「有

即
無
」
の
体
験
は

「帰
家
静
座
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「地
震
」

の
よ
う
な
も

の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

「有
即
無
」
と
い
う

「
東
洋
的
無
」

の
伝
統
を
誇
る
西
田
は
、
「主
観
的
」
態
度
を
取
ら
ず
に
、
「有
即
無
」
と
い
う

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
を

「客
観
的
」
に
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

現
実
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
で
あ
る
証
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
質
問

に
答
え
よ
う
と
し
て
、
西
田
は
認
識
作
用
だ
け
で
は
な
く
宗
教
的
経
験
や
科
学

的
経
験
な
ど
も
分
析
し
て
い
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「不
安
」
に
近
い
東
洋
的

概
念
は
、
禅

の
修
行
に
お
け
る
す

べ
て
の
拠
り
所
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
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「大
疑
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「有
即
無
」
を
体
験
す
る
た
め
に
は
、
形
式
論
理
的

「対
象
的
分
別
」
か
ら
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的

「無
分
別
の
分
別
」

へ
の
変
化
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
変
化
は
、
西
田
に
お
け
る
自
己

・
世
界

の
自
己
矛
盾
の
追
究

の
結
果
と
し

て
も
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「真
有
」

の
本
質

の
把
握

の
結
果
と
し
て
も
、
「無
」

の
体
験
は
、
意
志
的
で
も
な
く
非
意
志
的

で
も
な
い
、
超
越
的

で
も
な
く
内
在

.的

で
も
な
い
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
に
従
う

も
の
で
あ
る
。

溝
口
氏
は

「無
は
、
意
味
的
構
造
を
も

つ
世
界
そ
の
も
の
の
経
験
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
意
味
構
造
と
無
と
の
関
係
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
り
、
場
所
的
な
世

界
と
、
そ
の
な
か
に
現
出
す
る
存
在
者
と

の
関
係
も
不
明
な
ま
ま
に
と
ど
ま

っ

(652
)

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
哲
学

に
お
け
る

「無
」

を

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
無
」
と
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
不
明
な
と
こ
ろ

が
多
く
な
る
と
思
う
。
「
無
」
を
経
験
す
る
存
在
者
は

「
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
、

つ
ま
り
単
な
る
知
覚
像

な
の
か
、
実
体
的
な
も
の
な
の
か
、

意
味
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
西
田
の
よ
う
に
影
像

の
如
き
も
の
な
の
か
、

そ
う
し
た
こ
と
も
、
不
問
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
溝

口
氏
は
述

(752
)

べ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
お
け
る

「無

」
を
体
験
す
る
存
在
者
は

「
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
も
の
」
か
と
い
う
質
問
に
答
え
る
前

に
、
以
上
の
溝
口
氏
の
文

章
に
お
け
る
西
田
哲
学
の
解
釈
に
注
意
し

て
お
き
た
い
。
よ
う
す
る
に
、
西
田

の
哲
学
に
お
け
る

「無
」
を
体
験
す
る
存

在
者
は

「影
像
」
で
あ
る
が
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
の
場
合
は
そ
れ
が
不
明
で
あ
る
、
と
溝
口
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
西
田
の
哲
学

に
お
け
る

「無
」
を
経
験
す
る

「存
在
者
」
と
は
、

単
な
る

「影
像
」
で
は
な
い
。
溝
口
氏
は

「無
」
を
経
験
す
る
存
在
者
は

「
影

像
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
次

の
よ
う
な
西
田
の
文
章
を

引
用
し
て
い
る
。
「あ
ら
ゆ
る
実
体
化
と
対
象
化

の
可
能
性
を
消
去
し
た
絶
対

無

に
お
い
て
は
、

一
切
も
は
や
実
体
的
な
基
体
を
そ
の
背
後
に
も
た
な

い
影
像
、

す
な
わ
ち

「本
体
な
き
影
像
」
あ
る
い
は

「純
粋
性
質
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に

な
る
。

つ
ま
り
、
「唯
自
ら
無

に
し
て
自
己
の
中

に
自
己
の
影
を
映
す
も
の
が

(
8P
O
2

)

あ
る
の
み
で
あ
る
」。
そ
れ
は
確

か
に
西
田
が

一
九
二
七
年
に
執
筆
し
た

「働

く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」
と
い
う
論
文
の
文
章
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「無
」

を
経
験
す
る
存
在
と
し
て
の

「自
己
」
の
側
面
の

一
つ
だ
け
を
説
明
す
る
文
章

で
あ
る
。

一
九
三
九
年
の

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
に
お

い
て
、
西
田
は

「自

己
」
を
は

っ
き
り
と
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
に
従

っ
て
定
義

し
て
い
る
。

「我

々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
の
底
に
自
己
を
超
え
た
も
の
に
お
い
て

(952

)

自
己
を
有

つ
、
自
己
否
定

に
お
い
て
自
己
自
身
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
「多

と

一
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
の
個
物
と
し
て
は
個
物

(自
己
)
が
世
界

(㎜
)

(絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
世
界
)
を
映
す
」、
「自
己
が
世
界
を
映
す
こ
と
が

(162

)

逆

に
世
界
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
フ
の

一
観
点
で
あ
る
」。
要
す
る
に

「自
己
」

は
単
に

「絶
対
無
」
の
限
定
と
し
て
の

「影
像
」
で
は
な

い
、
「映

す
影
像
」

と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
「絶
対
無
」
に
よ

っ
て
映
さ
れ
た
自
己
は
、

自
ら

「絶
対
無
」
を
映
す
。
こ
の
よ
う
な

「映
す
」
自
己

は
、
「無
限
球
」

の
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無
数
の
中
心
の
中
で
の

一
つ
の
中
心
で
あ
る
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
的

結
論
に
な
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
に
お
け
る

「無
」
を
経
験
す
る

「存
在
者
」
は
、
「
い

っ
た
い
な
に
も
の
か
」
と
い
う
質
問
に
も
ど
れ
ば
、
確
か
に
形
式
論
理
の
立
場

か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
を

「限
定
」
で
き
な

い
か
ら
不
明
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対

し
て
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
論
理
の
枠
で

い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
存
在
者
は
対
象
化
で
き
な
い

「有
即
無
」
で
あ
る
。

ハ

イ
デ

ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「人
間
だ
け
実
存

す
る
」
と
い
う
命
題
が
意
味

し
て

い
る
こ
と
は
、
「人
間

は
そ
れ
の
有
が
、
有

(真
有

11
筆
者
)
の
非
覆
蔵
性

の

内

に
開
け
立
ち

つ
つ
内
に
立

つ
こ
と
に
依

っ
て
、
有
の
方
か
ら
有

に
於
て
際
立

、

、

、

、

(262
)

た
さ
れ
て
あ
る
有
る
も
の
で
あ
る
」

(傍
点
は
筆
者
)。
人
間
は
、
実
体
的
主
観

と
し
て
は
、
自
分

に
対
立
す
る

「有
」
に
対
面
す
る
の
で
は
な

い
。
「有

の
開

け
」
(=
oぽ
§
αq
)、
す
な
わ
ち
真
有
の
真
性

と
し
て
の

「開
け
」
が
生
起
す
る

(362

)

限
り
に
於
て
の
み
、
有
は
そ
れ
自
身
の
自
性
を
人
間

に
委
ね
る
」

の
で
あ
る
。

単
な
る
否
認
で
は
な
い

「真

の
無
」
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人

間
が

「も
う

一
度
、
有
の
近
さ
の
内

へ
入

っ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
場
合
に
は
彼
は
、
名
前
無
き
も
の
の
内
で
実
存
す
る
こ
と
を
、
先
ず

(
462
)

最
初

に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
」
、
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
述

べ
て
い
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
お
け
る

「無
」
を
体
験
し

て
い
る

「存
在
者
」
は
、
西
田
の

場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
客
観

に
対
立
す
る
主
観
で
は
な
い
た
め
、
背
理
的
存
在

者
で
あ
る
と
言
え
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則
を
批
判
し
て
も
、
西
田
の
よ

う
に
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
を
真
理
と
す
る
新
し
い
論
理
学
的
構
造
を
設
立
し

な
か

っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「解
体

批
評
」

の
方
法
に
あ
る
。
彼
は

「常
識
」
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
概
念
を
解
体
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
「空
想
な
る
あ
ら
ゆ
る
習
慣
的

概
念
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
根
源
的
で
形
而
上
学
的
存
在
の
体
験
を
取

(
鰤
)

り
出
す
」
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
概
念
の
解
体

に
よ

っ
て
の
み
、
真
の
存
在

の
姿
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
信
じ
て
、
解
体
に
夢
中
に
な

っ
た

ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、
解
体
過
程
の
直
接

の
結
果
で
な
い
す
べ
て
の
理
論
を
拒
否
し
て

い
た
。
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
を
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
て
い
て
も
、
な
か
な
か

避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間
の

「
現
有
」
に
と

っ

て
本
質
的
な
深
い
意
味
を

「聞
き
取
る
」
こ
と
が
で
き
た
ド
イ
ツ
の
神
秘
主
義

者
や
ド
イ
ツ
の
詩
人
な
ど
か
ら
言
葉
を
借
り
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
概
念
の

ギ
リ
シ
ア
語
の
源
来
の
意
味
を
探
る
こ
と
に
よ

っ
て
概
念

の

「再
編
成
」
と
新

概
念

の
作
成
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
西
田
は

「私
の
云
ふ
所
が
独
断
論
的
と
考

へ
ら
れ
る
で
あ
ら

(662

)
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
西
洋

の
形
而
上
学

で
は

「真

の
存
在
」
の
意
味
が
忘
れ

ら
れ
て
き
た
と
唱
え
た

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
違

っ
て
、
彼
は

「解
体
的
」
立
場
に

は
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
理
由
の

一
つ
は
、
彼
は
東
洋
文
明
に
お
け
る
長

い
歴
史
を
も

つ

「東
洋
的
無
」
の
哲
学
を
高
く
評
価
し
て
、
形
の
な
き
も
の
を

見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く

「東
洋
的
無
」
の
文
化
と
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
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一
的
論
理
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
た

こ
と
に
あ
る
。
西
田
は
従
来

「無

の
哲
学
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
意
味
が
十
分
に
把
握
さ
れ
な
か

っ
た
と
は

主
張
し
た
が
、
東
洋
哲
学

の
解
体
批
評

に
向

か
う
こ
と
な
く
、
東
洋
哲
学
に
お

け
る

「無
」
の
概
念
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
西
田
に
と

っ
て
重
要
で

あ

っ
た
の
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
数
多
く
の
概
念
の

作
成

・
再
編
成
で
は
な
く
、
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
諸
問
題
を
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
論
理
の
立
場
か
ら
再
評
価
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

前
述
の
よ
う

に
西
田
は
、
「無
の
自
己
限
定
」
に
よ
る
歴
史
的
世
界

に
お
け

る
発
展
を
重
要
な
問
題
と
し
た
が
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
側
面
を
無
視
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
相
違
の
裏
付
け

に
な
る
の
は
、
西
洋
に
お
け
る
弁

証
法
的
歴
史
的
発
展
の
長

い
哲
学
的
伝
統
と
東
洋

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
伝
統

の
欠
如
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
に
は

「無
常
」
と
い
う

概
念
が
表
す
よ
う
に
、
「変
化
」
の
意
識
が
強
か

っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
う
し
た

「変
化
」
の
意
識
は
、
弁
証
法
的
進
化
論

に
発
達
し
な
か

っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
洋
弁
証
法
論
に
お

い
て
、
そ
れ
ま
で
十
分
に
認
識
さ

れ
な
か

っ
た
の
は
、
「我
在
り
ω
¢
ヨ
」

の
自

己
矛
盾
、
す
な
わ
ち

「有
る
も
の

の
有
り
方
」
に
お
け
る
自
己
矛
盾
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
西
田

と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
的
伝
統
の
欠
如
を
補
い
、
そ
の
結

果
と
し
て
は
、
西
田
は
真
の
弁
証
法
的

「進
化
論
」
を
重
視
す
る
よ
う
に
な

っ

た
の
に
対
し
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
無
と

「真
有
」
と
の
関
係
に
重
心
を
お

い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「形
式
論
理
的
存
在
論
」
の

一
種
と
し
て
の

「形
式
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

「形
式
論
理
的
存
在
論
」
と
は
、
「自
己
矛
盾
」
と

「存
在
」
と
は
両
立

で
き

な
い
と
前
提
す
る
世
界
観
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ぼ
、
「存
在
す
る
モ
ノ
」
は

限
定
さ
れ
特
定

の
矛
盾
し
な
い
性
質
を
も

つ

「有
」

で
あ
る
こ
と
は

「形
式
論

理
的
存
在
論
」
の
前
提

に
な
る
。
例

え
ば
、
丸

い
と
同
時

に
丸
く
な
い

「
モ

ノ
」
は
存
在
で
き
な

い
と
思
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
西
田
に
よ
れ
ば
、
経
験

は

「
モ
ノ
」
が
形
式
論
理
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
な

い
。
例
え
ば
、

「私
が
馬
を
見
る
」
と
い
う
時
、
私

の
経
験
を
言
葉

で
表
す
こ
と
に
な
る
。
し

か
し

「あ
そ
こ
に
馬
が
あ
る
」
と
い
う
文
章
は

「存
在
」
と
い
う
概
念
を
前
提

(
762
)

に
す

る
言

い
方

で
あ
り
、
「経
験

の
固
定
化
」

に
す
ぎ

な

い
。
(ヒ

ュ
ー
ム

U
鋤く
置

=
郎
ヨ
ρ

嵩
一一山
ミ
①
の
哲
学
に
も
同
じ
結
論
が
見
ら
れ
る
)。
こ
の
よ
う

な
西
田
の
態
度
は
操
作
主
義
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
前
述
の
よ
う
に
操
作
主
義

的
方
法
論
と
は
、
あ
る
モ
ノ
の
概
念
を
構
成
し
て
そ
の
も
の
の
存
在
を
仮
定
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
概
念
が
思

っ
た
よ
う
に
働
く
か
ど
う
か
実
験
で

調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
操
作
主
義
は
形
式
論
理
の
法
則
で
あ
る
排
中
律
を

出
発
点

に
し
な

い
の
で
あ
る
。
思
惟
の
必
然
的
法
則
(形
式
論
理
)
が
あ
る
と
い

う
前
提
を
も
と
に
し
て
、
論
理
に
合
わ
な

い
結
論
が
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
判
断
の
確
実
性
を
実
験
に
よ

っ
て
確
か
め
る
ほ
か

(跚
)

な

い
、
と
西
田
は
強
調
し
て
い
る
。
排
中
律

の
法
則

は
人
間
の

「心
的
構
成
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物
」
や

「
心
的
作
用
」

の
法
則

(例
え
ば
、
偶
数
と
奇
数
の
区
別
)
に
す
ぎ
な
い

が
、
現
実
全
体

の
法
則
で
は
な
い
。
操
作
主
義
的
方
法
論
を
高
く
評
価
し
た
西

田
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
実

の
経
験

(心
理
的
、
宗
教
的
、
物
理
学
的
経
験
)
を
分
析

し
た
結
果
、
現
実
の
法
則
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
に
従
う
と

い
う
結

論

に
達
し
た
。
と
は
い
え
操
作
主
義
は
直
ち

に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
と
関
連
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
操
作
主
義
は
、
形
式
論
理
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
も

現
実
を
理
解
す
る
出
発
点
と
し
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
科
学
哲
学
論
と
し
て
の
操
作
主
義

は

「形
式
論
理
」
の

「自
明
性
」

を
否
定
し
て
、
「形
式
論
理
的
存
在
論
」
の
基
盤
を
揺
る
が
す
こ
と
に
よ

っ
て
、

「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

へ
の
道
を
開

い
た
と
言
え
よ
う
。

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

(冨
H巴
o
×
亠
o
ひq
け
巴

巳
巨
一ω目
)
は
、

広

い
意
味

で
の

「存
在
論
」、
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
も
の
が
形
式
論

理
の
無

矛
盾
原
則
に
従
う
と
い
う
前
提
に
立

つ

「形
式
論
理
的
存
在
論
」
と
並
ぶ
、
哲

学
の
も

っ
と
も
根
本
的
概
念
で
あ
る
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
。
す
べ
て
の
哲
学

的
発
想
の
出
発
点
は
、
必
ず
そ
の
二
つ
の
思
潮
の
ど
れ
か
に
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た

い
の
は
、
「形
式
論
理

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

は
、
「形
式
論
理
的
存
在
論
」
の
特
殊
タ
イ
プ

に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
存
在
論

に
お
い
て
も
、
「
形
式
論
理

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
も
、

論
理
的
に
は

「肯
定
」
と

「
否
定
」
と
が
共
存
で
き
な
い
も
の
と
し
て

「肯
定

に
対
す
る
否
定
」

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
は
形
式
論
理
の
無
矛
盾
原
則
に

従

っ
て
、
「有
」
の
否
定
と
し
て

「無
」
の
定
義
を
認
め
る
。

し
か
も
、
旦
ハ体
的
な
例
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
「
形
式
論
理
の

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
」
と
は
、
「有
」
の
存
在
を
否
定
し

「な

に
も
存
在
し
な

い
」
と
い
う
主

張
で
は
な
い
。
「何
も
存
在
し
な
い
」
と
主
張
し
て
も
、
そ
れ
は
真
理

(「正
」
)

で
は
な

い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
認
識
対
象
す
べ
て
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、

「
な
に
も
存
在
し
な
い
」
と
主
張
し
て

い
る
人
間

(自
己
)
が
存
在
す
る
こ
と

を
認
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「形
式
論
理
の
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
発
想

の
前
提
は
、
「有
に
対
す
る
無

(非
有
)」
と

い
う

概
念
よ
り
は
、
む
し
ろ

「肯
定

に
対
す
る
否
定
」
や

「普
遍

に
対
す
る
非
普

遍
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「形
式
論
理
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
は
、
存
在
論

の
根

本
的
概
念

(普
遍
的
真
理
と
か
、
普
遍
的
原
理
と
か
普
遍
的
価
値
と
か
)
を
否
定

す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「形
式
論
理
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の

一
番
代

表
的
な
特
殊
タ
イ
プ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
な
に
よ
り
も

「
反
有
神
論
的

ニ

ヒ

リ

ズ

ム
」
(四
けび
Φ
一ωけ一〇
昌
一プ
一一一ωb
日)
と

「価

値

論

的

ニ

ヒ

リ

ズ

ム
」

(鋤×
巨

oひQけ
巴

三
巨
δ
ヨ
)
で
あ
る
。
「
反
有
神
論
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
は
、
普
遍

的
真
理
の

「保
証
人
」
と
し
て
の
神
の
存
在
を
拒
否
す
る

一
九
世
紀

の
革
命
的

運
動
や
社
会
的
運
動
に
対
し
て
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教

の

「聖
書
」
を
近
代
科
学

の
視
点
か
ら
批
判
す
る
結
果
と
し
て

「神

の
存
在
を
認
め
な
い
」
立
場
は
、
社

会

の
道
徳
的
腐
敗

を
招
く
の
で
は
な

い
か
、
と
ア
ウ

エ
ル
バ
ッ

ハ
(Ud
●〉
器
雫

σ
碧
戸

H
。。旨
亠
。。。。N
)な
ど
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「価
値
論
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
は
、
人
間
を
超
越
す
る
普
遍

的
価
値
が
な
く
、
相
対
的
な
道
徳
価
値
が
人
間
に
よ
っ
て
適
当
に
定
め
ら
れ
る
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パ ラ ドックス論理 のニ ヒリズム

も
の
と
す
る
考
え
方

で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
社
会
的
主
動
力
と
し

て
の
権
力

へ
の
意
志
を
強
調
し
た

ニ
ー
チ
ェ
の
い
わ
ゆ
る

「能
動
的

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
は
、
形
式
論
理
の

「価
値
論
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と

い
え
る
。
ま
た
、

一
九
世
紀
に
ゴ
ー
レ
ス
(一
.
O
o
貸
Φω)
と
ラ
ド
ヴ

イ
ッ
ツ
(旨
罎
.
閑
巴
。
<
欝
)
は

一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

「順
応
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と

呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は

ニ
ー
チ

ェ
の

「能
動
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
同
じ
で
は
な

い

に
せ
よ
、
な
お
か

つ

「価
値
論
的

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
の
例
だ
と
言
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
「順
応
的

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
に
立

つ
、

一
定
の
価
値
観
を
も
た
な

い
利
己
主

義
的
個
人
は
、
道
徳
的
価
値
観

に
無
関
心
で
あ
り
、
ま
た
は
自
分

の
利
益
の
た

め
な
ら
、
適
当

に
価
値
観
を
変
え
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
普
遍
的
価
値
を
認

(
跚
)

め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
「パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
と

「形
式
論
理
の

ニ

ヒ
リ
ズ
ム
」
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
そ
の
区
別
を
明
確

に

す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
論
理

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
思
潮

の

特
殊
タ
イ
プ
と
し
て
、
西
田
幾
多
郎

の

「絶
対
無
」
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

「本

来
的
無
」
(量
ω
Φ
戯
2
島
9
Φ
呂
o
窪
ω)
と
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。
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K

『
西
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、
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・
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、
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N
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第
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四
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前
掲

、
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頁
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西
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郎

「
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学

」

N
K

第
九

巻
、
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七

八
頁
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)

西
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多

郎

「
論
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と
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N
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第

=
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、

六
〇

頁

(9
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前
掲

、

六
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頁
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西

田
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多

郎
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論
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宗
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的
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観

」

N
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第

一

一
巻

、

三
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一
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前
掲

、

四

四
三
頁
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前
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、

四

四
六
頁

(
13
)
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冒
P

零

6

c。

(14
)

前
掲

、

(翻
訳

者

の
壽

①
身

ω
冨
妻

髫

詳
惹

o
匡

の
後
書

き

)

二
〇
九
頁

(15
)

溝

口
宏
平

「
西

田
哲

学

と

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
哲
学

」
大

峯
顕

編

『
西

田
哲
学

を
学

ぶ

人

の
た
め

に
』
世

界
思

想
社

、
京

都
、

一
九

九

六
年
、

六

一
頁

(16
)

西

田
幾

多
郎

「場

所

的
論

理

と
宗

教

的

世
界

観

」

N
K

第

一
一
巻

、

三

九
九

頁

(17
)

前
掲

、

四
五
九
頁

(
18
)

前
掲

、

三
九
九
頁

(
19
)

洒

田
幾

多

郎

「場

所

の
自

己
限

定

と
し

て

の
意

識
作

用
」

N

K

第

六
巻
、

九
七

頁

(
20
)

西
田
幾

多
郎

「経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、

二
九

一
頁

(
21
)

西
田
幾

多
郎

「場

所

の
自
己

限
定

と

し

て

の
意

識
作

用
」

N
K

第

六
巻
、

九
四
頁

(
22
)

西

田
幾
多

郎

「
場

所
的

論

理

と
宗

教
的

世

界

観
」

N

K

第

一

一
巻
、

四

三
〇
頁

(
23
)

西
田
幾

多
郎

「永

遠

の
今

の
自
己

限
定

」

N
K

第

六

巻
、

二

一
九
頁

(
24
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、
三

〇

一
頁

(
25
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、

二
七

八
頁

(
26
)

西

田
幾

多
郎

「
論

理

と
数
理

」

N
K

第

一
一
巻
、

六

〇
頁

(
27
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、

二
四
七
頁

(
28
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、

二
七
八
頁

(
29
)

西

田
幾

多

郎

「
知
識

の
客

観
性

に

つ

い
て
」

N
K

第

一
〇

巻
、

三

六

二

頁
(
30
)

前

掲
、

三
六

一
頁

(31
)

西

田
幾
多

郎

「
経
験

科
学

」

N
K

第
九
巻

、

二
九

一
頁

(32
)

西

田
幾

多
郎

「知

識

の
客

観

性

に

つ
い
て
」

N

K

第

一
〇
巻

、

三
九

七

頁
(33
)

西

田
幾
多

郎

「
経
験

科
学

」

N
K

第

九
巻

、

二
九

九
頁

(
34
)

前
掲

(
35
)

マ
ル
テ

ィ

ン

・
ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

「
有

の
問

へ
」

H

M
、
五

〇

二
頁

(
36
)

小
坂

国
継

『西

田
幾

多
郎

を

め
ぐ

る
哲
学

者
群

像

-
近
代

日
本
哲

学

と
宗

教
』

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書

房
、

京
都

、

一
九
九

七
年

、

一
〇

六
頁

(
37
)

前

掲
、

一
〇
七
頁

(
38
)

前

掲
、

一
一

一
ー

一
一
二
頁

(
39
)

溝

口
宏

平

「
西

田
哲
学

と

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
哲

学

」
大
峯

顕
編

『西

田
哲

学

を
学

ぶ
人

の
た

め

に
』

世
界

思
想

社
、

一
九
九

六
年

、
六

七
頁

(
40
)

西

田
幾
多

郎

「
場

所
的

論

理

と
宗

教

的
世

界

観
」

N

K

第

=

巻
、

四

三
五
頁

(
41
)

西

田
幾

多
郎

「絶

対
矛

盾
的

自
己

同

一
」
第

九
巻

、

二

一
八
頁

(
42
)

西

田

幾
多

郎

「
場

所
的

論

理

と
宗

教

的
世

界

観
」

N

K

第

一

一
巻
、

三

九

七
頁

(
43
)

西

田
幾

多
郎

「場

所

の
自
己

限
定

と

し

て
の
意
識

作
用

」

N
K

第

六
巻

、

九

六
頁

(
44
)

西

田
幾

多
郎

「
絶

対
矛

盾
的

自
己

同

一
」

N
K

第

九
巻

、

一
四

七
頁

(
45
)

西

田
幾

多

郎

「
場

所
的

論

理

と
宗

教
的

世

界
観

」

N

K

第

一

一
巻
、

四

〇

〇
頁

(
46
)

西

田
幾

多
郎

「
物

理

の
世
界

」

N
K

第

一
一
巻
、

一
〇

頁

(
47
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第
九

巻
、

二
七

二
頁
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(
48
)

西

田
幾

多
郎

「
永

遠

の
今

の
自
己

限
定

」

N
K

第

六
巻

、

一
九

六
頁

(
49
)

前

掲
、

二

一
二
頁

(
50
)

前

掲

(
51
)

西

田

幾
多

郎

「
知
識

の
客
観

性

に

つ

い
て
」

N
K

第

一
〇

巻

、
三

五

六

頁
(
52
)

前

掲
、

三
五

三
頁

(
53
)

西

田
幾

多
郎

「
永

遠

の
今

の
自
己

限
定

」

N
K

第

六
巻

、

一
九

六
頁

(
54
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、

二
四

一
頁

(
55
)

西

田

幾
多

郎

「
知

識

の
客

観
性

に

つ

い
て
」

N
K

第

一
〇

巻

、

四
〇

三

頁
(
56
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、

二
七
五
頁

(
57
)

西

田

幾
多

郎

「
知

識

の
客

観
性

に

つ

い
て
」

N
K

第

一
〇

巻

、

四
〇

三

頁
(
58
)

前

掲
、

四
〇

四
頁

(
59
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻

、

二
七
三
頁

(
60
)

前

掲
、

二
五
二
頁

(
61
)

前

掲
、

二
七

一
頁

(
62
)

前

掲
、

二
九

八
頁

(
63
)

前

掲
、

二
五

二
頁

(
64
)

前

掲
、

二
七

九
頁

(
65
)

前

掲
、

三
〇

二
頁

(
66
)

金

子
務

『
ア
イ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン

・
シ

ョ
ッ
ク
』
第

二
巻

、
河

出
書

房
新

社
、

東

京
、

一
九

八

一
年
、

一
三
〇

1

=
一二

頁

、

ア
イ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

「
い
か

に
し

て
私

は
相
対

性

理
論
を

創

っ
た

か
」

と

い
う

講
演

、

石
原
純

『
ア
イ

ン

ス

タ
イ

ン
教
授

講
演

録
』

改
造

社
、
東

京

、

一
九

二
三
年

を
参

照

(
67
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻
、

二
二
四
頁

(
68
)

前

掲
、

二
三
九
頁

(
69
)

≧

び
Φ
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国
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爰
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(
『蝋
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U
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(
70
)

前

掲
、

二
〇

七
頁

(
71
)

西

田
幾

多
郎

「
経

験
科

学
」

N

K

第

九
巻
、

二
二
四
頁

(
72
)

前

掲
、

二
三
二
頁

(
73
)

前

掲
、

二
三
二

ー

二
三
三
頁

(
74
)

前

掲
、

二
六

三
頁

(
75
)

前

掲
、

二
二
三
頁

(
76
)

前

掲
、

二
五
〇
頁

(
77
)

前

掲
、

二
六

九
頁

(
78
)

前

掲
、

二
四
三
頁

(
79
)

前

掲
、

二
二
六
頁

(
80
)

前

掲
、

二
二
七
頁

(
81
)

前

掲
、

二
二
九
頁

(
82
)

前

掲
、

二
九

五
頁

(
83
)

前

掲
、

二
八
九
頁

(
84
)

前

掲
、

二
九

五
頁

(
85
)

前

掲
、

二
八
九
頁

(
86
)

前

掲
、

二
四
七
頁

(
87
)

前

掲
、

二
六

九
頁

(
88
)

前

掲
、

二
八
二
頁

143



(89
)

前
掲

(90
)

前
掲

、

二

八
三
頁

(91
)

前
掲

(92
)

前
掲

、

二
九

三
頁

(93
)

前
掲

、

三
〇

二
頁

(94
)

前
掲

、

二

八
○
頁

(95
)

前
掲

、

三
〇

三
頁

の
英
文

(96
)

と

び
Φ
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田

磊
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鉱
P

国
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一
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(97
)

西

田
幾
多

郎

「
経
験

科
学

」

N
K

第
九

巻
、

三
〇

一
頁

(98
)

前
掲

(99
)

前
掲

、

二
九

七
頁

(001
)

≦

暮
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ユ
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℃
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ω
ω
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N
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訌

瞿

鴇
い
ロ
び
一一P

一
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。。
磚
P

8

(101
)

西

田
幾
多

郎

「
私

と
汝
」

N

K

第

六
巻

、

三
九
〇
頁

(201
)

西

田
幾
多

郎

「
経
験

科
学

」

N
K

第
九

巻
、

二
九

七
頁

(301
)

前
掲

、

三
〇

一
頁

(
401
)

前
掲

、

二
九

七

ー
二
九

八
頁

(
501
)

前
掲

、

二
九

五
頁

(601
)

前
掲

、

二
七

四
頁

(
701
)

西

田
幾

多

郎

「
知
識

の
客
観

性

に

つ
い

て
」

N

K

第

一
〇

巻
、

三

四

四

頁

(801
)

西

田
幾
多

郎

「
経
験

科
学

」

N

K

第
九
巻

、

二
七

二
頁

(901
)

前
掲

、

二
七

四
頁

(011
)

前
掲

、

二
八

七
頁

(m
)

前
掲

、

二
四

二
頁

(211
)

前
掲

、

二
三

六
頁

(311
)

前
掲

、

三
〇

二
頁

(411
)

西

田
幾

多

郎

「
知
識

の
客
観

性

に

つ
い

て
」

N

K

第

一
〇
巻

、

三

四

四

-
三
四

五
頁

(511
)

前
掲

、

三
四

四

-
三
四

五
頁

(611
)

前
掲

、

三
八

五
頁

(711
)

前
掲

、

三
四

五
頁

(811
)

前
掲

、

三
四

六
頁

(911
)

前
掲

(021
)

前
掲

、

三
五
〇

頁

(121
)

前
掲

(221
)

苗剛
掲

、

三
六

二
頁

(321
)

西

田
幾
多

郎

「
経
験

科
学

」

N
K

第
九
巻

、

二

二
九
頁

(421
)

前
掲

(521
)

前
掲

、

二
三

七
頁

(621
)

前
掲

、

二

二
八
頁

(721
)

前
掲

、

二

二
九
頁

(821
)

前
掲

、

二
九
九

頁

を
参

照

(921
)

前
掲

、

二
三

三
頁

(031
)

西

田
幾
多

郎

「
論

理
と
数

理

」

N
K

第

=

巻
、

六

三
頁
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(131
)

西

田
幾
多

郎

「
経
験

科
学

」

N
K

第
九

巻
、

二
六
九
頁

(231
)

前
掲

、

二
七
〇

頁

(331
)

前
掲

、

二
三

五
頁

(431
)

前
掲

、

二
六

六
頁

(531
)

西

田
幾

多

郎

「知

識

の
客
観

性

に

つ
い
て
」

N

K

第

一
〇

巻
、

三

九

四

頁
(631
)

前
掲

、

三
九
九

頁

(731
)

前
掲

(831
)

前
掲

、

三
九

四
頁

(931
)

マ
ル

テ
ィ

ン

・
ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

「有

の
問

へ
」
H

M
、

五
〇

四
頁

(041
)

西

田
幾

多

郎

「
知
識

の
客
観

性

に

つ
い

て
」

N

K

第

一
〇

巻
、

三

五

四

頁
(
141
)
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困
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)

西

田
幾
多

郎

「
行
為

的
直

観

の
立
場

」

N

K

八
巻

、

二

=
二
頁

(341
)

西

田
幾

多

郎

「
デ

カ

ル
ト
哲

学

に

つ
い

て
」

N

K

第

一

一
巻
、

一
七

八

頁
(441
)

溝

口
宏

平

「
西
田
哲

学

と

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
哲
学

」

大
峯

顕
編

『
西

田
哲
学

を
学

ぶ
人

の
た

め
に
』

世
界

思
想

社
、

一
九

九
六
年

、

六
〇

頁

(
541
)

西

田
幾

多

郎

「
場
所

的

論

理

と
宗
教

的

世

界
観

」

N

K

第

一

一
巻

、

三

九

八
頁

(641
)

前
掲

、

四

一
五
頁

(741
)

西

田
幾
多

郎

「
行
為

的
直

観

」

N
K

第

八
巻

、

五
四

三
頁

(841

)

西

田

幾

多

郎

「
絶

対

矛

盾

的

自

己

同

一
」

N

K

第

九

巻

、

一
六

三

頁

(941

)

前

掲

、

一
五

五

頁
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)
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