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1西田哲学における「絶対無の場所」の論理をめぐって

　
日
本
の
最
初
の
独
創
的
哲
学
者
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
（
一
。
・
刈
O
l
一
言
㎝
）
は
、

西
欧
の
哲
学
を
包
摂
す
る
よ
う
な
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
論
理
で
も
っ
て
自
ら

の
哲
学
を
樹
立
し
た
。
こ
の
場
所
の
論
理
は
、
対
象
論
理
を
基
礎
と
す
る
自
我

の
立
場
を
自
覚
の
立
場
へ
と
思
惟
の
方
向
を
転
換
さ
せ
、
更
に
こ
の
自
覚
の
立

場
は
、
こ
の
自
覚
を
表
現
す
る
立
場
へ
と
深
ま
り
、
遂
に
は
、
こ
の
表
現
の
立

場
は
突
破
さ
れ
て
、
個
の
自
己
は
絶
対
無
の
場
の
開
け
へ
と
開
け
て
い
く
。

　
何
故
こ
の
よ
う
な
論
理
が
西
田
に
お
い
て
探
究
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
人
間

に
お
け
る
普
遍
的
な
立
場
と
し
て
の
類
の
立
場
や
、
こ
れ
が
形
や
声
の
世
界
へ

と
表
現
さ
れ
た
文
化
の
世
界
で
あ
る
特
殊
の
立
場
と
し
て
の
種
の
存
立
の
み
な

ら
ず
、
単
独
者
の
立
場
で
あ
る
個
の
「
自
己
」
が
、
前
二
者
の
普
遍
と
特
殊
に

対
し
て
独
立
自
存
に
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

類
と
種
と
個
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
、
相
互
に
全
く
独
立
に
成
り
立
つ
だ
け
で

は
な
ぐ
、
こ
れ
ら
三
者
の
立
場
が
根
源
的
に
は
相
即
的
に
一
な
る
も
の
と
し
て

成
り
立
つ
た
め
に
は
、
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
類
と
種
と
個
の
相
互
の
独
立
性
と
、
こ
れ
ら
三
者
の
根
源
的
な
一
性
（
相

即
性
）
と
い
う
相
反
す
る
両
者
の
立
場
の
成
立
が
何
故
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
ら
両
者
、
即
ち
三
者
の
独
立
性
と
相
即
性
が
同
時

に
成
り
立
つ
と
き
に
初
め
て
、
人
間
の
人
間
ら
し
さ
、
つ
ま
り
、
自
由
、
平
等
、

慈
悲
と
い
っ
た
人
間
の
自
然
性
（
自
ず
か
ら
然
る
）
の
み
な
ら
ず
、
万
物
の
万

物
ら
し
さ
（
例
え
ば
、
西
谷
哲
学
の
「
自
体
の
立
場
」
）
も
万
物
の
繊
悔
（
例

え
ば
、
生
の
存
在
学
を
突
破
し
て
、
死
の
弁
証
法
に
生
港
る
と
い
う
田
辺
元
の
「
骸

黒
道
と
し
て
の
哲
学
」
）
も
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
普
遍
の
立
場
と
特
殊
の
立
場
と
個
の
立
場
と
が
同
時
に
一
な
る

も
の
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
は
、
西
田
に
お
い
て
は
、
個
が
普
遍
の
立
場
と
一

な
る
こ
と
を
経
験
し
た
内
実
を
表
現
し
た
立
場
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
か
ら
理
解

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
を
論
理
的
に
説
明
で
き
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、

尋
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個
の
自
覚
が
普
遍
と
し
て
の
世
界
の
自
覚
と
】
な
る
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
第
二
に
、
個
は
普
遍
と
根
源
的
に
は

一
で
あ
る
と
い
う
経
験
の
自
覚
が
形
や
声
の
世
界
、
つ
ま
り
、
文
化
の
世
界
と

し
て
の
特
殊
の
世
界
に
表
現
さ
れ
た
も
の
が
、
同
時
に
も
う
一
度
、
普
遍
の
次

元
へ
と
突
破
し
た
次
元
を
開
き
、
こ
の
文
化
を
無
我
の
心
で
見
る
者
を
そ
の
普

遍
の
開
け
へ
と
引
き
込
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
を
成
り
立
た

せ
る
の
が
、
絶
対
無
の
場
所
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
簡
単
に
見
た
西
田
の
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
を
、
以
下
に
お

い
て
、
先
ず
、
そ
の
論
理
の
始
原
と
し
て
の
、
西
田
に
お
け
る
宗
教
経
験
と
そ

の
表
現
を
通
し
て
詳
論
し
た
い
。
次
い
で
、
こ
の
論
理
の
現
代
に
お
け
る
意
義

を
考
察
し
た
い
。

隔
、
西
田
に
お
け
る
根
源
的
な
宗
教
経
験
と
そ
の
表
現

　
①
宗
教
経
験
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」

　
西
田
は
、
彼
の
最
後
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、

「
哲
学
者
は
、
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
」
（
1
）
と
語
っ
て
い
る
。
西

田
の
こ
の
言
葉
は
、
宗
教
の
事
実
は
、
先
ず
経
験
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
単
に
頭
の
中
で
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
が
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
宗
教
は
哲
学
的
に
考

え
ら
れ
た
り
、
造
ら
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
先
ず
心
身
一
如
の
次
元

に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
体
得
さ
れ
て
、
そ
こ
か

ら
先
ず
自
己
が
覚
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
自
ら
が
語

っ
て
い
る
よ
う
に
（
2
）
、
宗
教
経
験
と
は
、
個
人
が
先
ず
有
っ
て
、
そ
の
個

人
が
宗
教
経
験
を
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
経
験
に
よ
っ
て
個
と
し
て
の

自
己
が
目
覚
め
、
こ
の
個
の
自
己
が
同
時
に
万
物
を
包
摂
す
る
世
界
で
も
あ
る

と
い
う
二
重
の
意
味
に
お
け
る
自
己
が
覚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
西
田
自
身
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
経
験
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

二
重
の
意
味
を
含
む
自
己
が
覚
し
、
こ
の
宗
教
経
験
は
「
純
粋
経
験
」
と
名
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
宗
教
経
験
は
、
W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
け
る

よ
う
な
心
理
的
な
経
験
で
は
な
く
、
「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と
↓
体
」

と
い
う
境
涯
の
経
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
心

身
】
如
の
根
源
的
な
宗
教
経
験
で
も
あ
る
。
西
田
は
宗
教
を
マ
心
霊
上
の
事
実
」

（
3
）
と
規
定
し
、
哲
学
を
こ
の
マ
心
霊
上
の
事
実
」
と
し
て
の
宗
教
の
説
明

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
西
田
の
規
定
に
従
っ
て
、
西
田
は
宗
教
的
根
本
経
験

と
し
て
の
純
粋
経
験
が
如
何
な
る
経
験
で
あ
る
か
を
、
最
初
の
主
著
『
善
の
研
究
』

（一

I
＝
年
）
か
ら
最
後
の
「
宗
教
論
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
場
所
的
論
理
と
宗

教
的
世
界
観
」
（
一
㊤
心
㎝
年
）
に
至
る
ま
で
記
返
し
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
説
明
に
お
い
て
は
、
西
田
が
抱
い
た
「
純
粋
経
験
が
唯
］
の
実
在
で
あ

る
」
一
こ
れ
は
、
西
田
の
宗
教
的
行
で
の
直
観
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
西
田
に

お
け
る
宗
教
と
し
て
の
「
心
霊
上
の
事
実
」
で
あ
る
一
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
、
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一
切
の
思
想
や
世
界
観
や
哲
学
が
根
拠
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
根
拠
律
』
（
4
）
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の

も
の
に
は
そ
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
根
拠
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
根
拠

律
に
よ
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
、
根
拠
無
く
し
て
存
す
る
も
の
は
な
い
の
で

あ
る
（
昌
出
り
旨
①
ω
一
の
一
昌
①
ヨ
底
O
口
①
）
が
、
こ
の
根
拠
律
そ
の
も
の
を
根
拠
づ
け
る

更
な
る
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
す
べ
て
の
事
実
の
究
極
的
な
根
拠
は
、

「
根
拠
な
き
根
拠
」
、
あ
る
い
は
「
無
底
の
底
」
（
5
）
と
し
て
の
「
心
霊
上

の
事
実
」
と
し
か
表
現
の
仕
様
が
な
い
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
原
事
実
と
し
か
呼

ば
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
原
事
実
で
あ
る
「
根
拠
無
き
根
拠
」
と
し
て
の
「
心
霊
上
の
事
実
に

の
経
験
に
よ
っ
て
、
自
己
と
世
界
と
の
二
重
の
自
己
を
意
味
す
る
「
自
己
」
に

西
田
は
覚
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
純
粋
経
験
』
を
書
い
た
後
、
西
田
は
全
生
涯

の
間
こ
の
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
の
純
粋
経
験
を
根
底
と
し
、
こ
の
根
底
な
き

根
底
と
し
て
の
深
淵
（
6
）
か
ら
、
す
べ
て
の
他
の
思
想
や
世
界
観
や
文
化
等
々

と
対
決
し
、
そ
れ
ら
を
説
明
し
尽
く
そ
う
と
試
み
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
西
田
に
お
け
る
宗
教
経
験
な
い
し
は
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
の
純

粋
経
験
が
如
何
な
る
経
験
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
田

に
お
け
る
根
源
的
事
実
あ
る
い
は
宗
教
的
事
実
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
と
は
、

人
間
の
個
と
万
物
と
が
一
体
と
成
り
切
っ
て
い
る
真
っ
只
中
の
「
意
識
の
統
一
」

（
7
）
を
意
味
す
る
。
西
田
の
言
葉
に
従
え
ば
、
純
粋
経
験
と
は
、
「
色
を
見
、

音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
こ
れ
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
が
こ
れ
を
感
じ

て
い
る
と
か
い
う
よ
う
な
考
え
の
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
色
、
こ
の
音
は
何

で
あ
る
か
と
い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら
な
い
前
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
純

粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
」
（
8
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
西
田
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
純
粋
経
験
と
は
、
西
田
に
お

け
る
宗
教
経
験
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
一
切
の
判
断
や
反
省
や
考
察
の
出

て
く
る
以
前
の
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
、
西
田
哲
学
の
要
と
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
の
原
事
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
純
粋
経
験
は
「
唯
一
の
実
在
で

あ
る
」
と
西
田
に
お
い
て
は
語
ら
れ
て
い
る
。
西
田
哲
学
は
、
こ
の
「
純
粋
経
験
」

の
説
明
と
し
て
そ
の
後
発
展
し
、
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
「
純
粋
経
験
」

と
い
う
表
現
も
、
西
田
哲
学
の
深
ま
り
と
共
に
、
「
絶
対
意
志
」
と
表
現
さ
れ

直
さ
れ
、
更
に
「
場
所
」
（
絶
対
無
の
場
所
）
と
表
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
以
上
の
表
現
の
変
化
、
即
ち
、
純
粋
経
験
か
ら
絶
対
意
志
へ
、
更
に
、
絶
対

意
志
か
ら
場
所
へ
、
と
い
う
西
田
哲
学
の
要
で
あ
る
立
場
を
表
現
し
た
用
語
の

変
化
は
、
西
田
哲
学
の
発
展
途
上
に
お
け
る
飛
躍
的
な
深
ま
り
と
広
が
り
を
意

味
す
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
原
事
実
と
し

て
の
宗
教
経
験
が
、
つ
ま
り
実
在
の
根
源
的
経
験
が
、
哲
学
の
レ
ベ
ル
で
説
明

さ
れ
、
反
省
さ
れ
、
論
理
化
さ
れ
て
行
く
と
き
に
、
純
粋
経
験
と
表
現
さ
れ
た

も
の
が
純
粋
意
志
と
表
現
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
の
立
…
場
は
、
「
意
志
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
な
お
「
自
己
」
の
個
的
な
発
展
を
目
指
す
方
向
が
、
つ
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ま
り
目
的
的
な
あ
り
方
が
そ
の
内
に
残
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
絶
対
意
志
の
立
場
が
、
絶
対
無
の
場
所
（
立
場
な
き
立
場
）
に
転
換

す
る
と
き
に
は
、
そ
の
「
立
場
な
き
立
場
」
と
し
て
の
「
立
場
」
は
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
目
的
的
立
場
と
無
目
的
的
な
機
械
的
な
立
場
と
の
根
源
の
レ
ベ
ル
へ

と
突
破
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
西
田
は
、
個
の
自
己
が
世
界
と
絶
対
に
矛

盾
し
な
が
ら
、
し
か
も
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
正
に
「
純

粋
経
験
」
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
西
田
哲
学
が
、
純

粋
経
験
と
い
う
宗
教
的
原
事
実
の
基
礎
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
の
原
事
実
の

説
明
、
反
省
と
い
う
仕
方
で
発
展
、
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

次
に
、
西
田
に
お
け
る
哲
学
の
深
ま
り
を
順
次
、
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
宗
教
的
原
事
実
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
哲
学
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
表
現
の

　
　
深
ま
り

　
　

　
ね
判
断
的
一
般
者
の
立
場
か
ら
自
覚
的
一
般
者
の
立
場
へ

　
判
断
の
立
場
と
は
、
一
般
的
に
は
何
事
か
が
真
で
あ
る
と
命
題
に
よ
っ
て
表

さ
れ
る
時
に
、
そ
の
真
理
が
所
謂
主
語
的
論
理
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
立
場
を

意
味
し
て
い
る
。
主
語
的
論
理
と
は
、
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の

に
基
体
な
い
し
は
実
体
と
し
て
の
真
理
を
認
め
る
立
場
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

の
真
理
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま

で
の
主
客
分
離
の
基
礎
の
上
に
樹
立
さ
れ
て
い
た
所
謂
本
質
哲
学
の
立
場
の
二

毛
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
主
語
論
理
を
一
例
で
以
て
示
し
て
お
こ
う
。
例

え
ば
「
神
は
永
遠
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
お
い
て
、
神
に
、
何
ら
か
の
永
遠

の
実
体
性
が
認
め
ら
れ
、
且
つ
自
己
原
因
性
が
認
め
ら
れ
る
立
場
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
語
的
論
理
か
ら
更
に
進
ん
で
、
対
象
化
で
き
な
い
自
己

を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
主
語
的
な
も
の
は
一
般
的
な
も
の
、
即
ち
、
主
語
の

お
い
て
あ
る
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
が

い
っ
さ
い
を
対
象
的
に
見
る
立
場
か
ら
、
対
象
化
で
き
な
い
自
己
を
考
察
す
る

場
合
に
必
然
的
に
伴
う
視
点
の
転
換
が
西
田
哲
学
の
出
発
点
と
な
る
。
そ
し
て
、

右
に
述
べ
た
よ
う
な
自
己
の
お
い
て
あ
る
場
な
い
し
は
開
け
が
、
先
ず
第
一
段

階
と
し
て
、
判
断
的
一
般
者
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
9
）
。

　
さ
て
、
自
覚
の
立
場
と
は
、
専
ら
自
ら
の
外
に
向
け
ら
れ
て
い
た
自
ら
の
眼
が
、

百
八
十
度
転
換
し
て
自
ら
の
内
に
向
け
ら
れ
る
立
場
を
意
味
す
る
。
自
覚
と
は
、

西
田
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
二
六
年
の
論
文
「
場
所
」
以
降
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、

自
覚
は
、
自
己
の
自
覚
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
自
覚
で
も
あ
る
。
何
故

な
ら
ば
、
一
九
二
六
年
以
後
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
一
と
多
と
の
、
自
己

と
世
界
と
の
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
、
主
客
分
離
の
判
断
の
立
場
に
お
い
て
は

絶
対
的
に
対
立
、
矛
盾
す
る
と
見
な
さ
れ
る
二
元
的
な
も
の
、
両
極
的
な
も
の

が
自
己
同
一
的
に
成
り
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
自
己
同
一
的
と
は
、
主
客
分
離
の
対
象
論
理
の
立
場
に
お
い
て
は
二
元
論
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的
、
両
極
的
と
理
解
で
き
る
も
の
も
、
主
客
の
分
離
以
前
の
次
元
に
お
い
て
は
、

し
か
も
対
象
化
で
き
な
い
個
の
身
体
を
備
え
た
自
己
に
お
い
て
は
尚
更
の
こ
と
、

そ
れ
ら
の
二
元
的
、
両
極
的
な
も
の
は
、
絶
対
的
に
矛
盾
し
、
対
立
す
る
と
同

時
に
、
根
源
的
な
一
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
は
、
身
体
を
備
え
た
個
の
自
己
と
、
そ
の
「
お
い
て
あ
る
」

絶
対
無
の
場
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
払

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
話
を
元
に
戻
す
と
、
右
に
述
べ
た
、
二
元

的
な
も
の
、
両
極
的
な
も
の
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
成
り
立
つ
こ
と
が

自
覚
的
に
成
り
立
つ
場
が
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
「
自
覚
的
一
般
者
」
と
名

づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
西
田
に
お
け
る
判
断
的
一
般
者
の
立
場
の
特
徴
が
、
カ
ン
ト
に
お
け

る
叡
智
的
一
般
者
の
立
場
を
も
包
摂
す
る
立
場
（
1
0
）
で
あ
り
、
述
語
論
理

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
立
場
が
主
体
的
に
深
ま
っ
た
自
覚
の
立
場
は
、
自
己

の
自
覚
に
つ
い
て
は
述
語
的
論
理
で
あ
る
と
言
え
て
も
、
世
界
の
自
覚
を
も
含

め
た
自
覚
の
立
場
は
具
体
的
一
年
忌
の
立
場
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
に
お
け
る
述
語
的
論
理
と
は
、
対
象
的
判
断
の
立

場
が
突
破
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
開
け
て
い
る
判
断
的
一
般
者
に
お
け
る
論
理
で
あ
る
。

即
ち
、
場
所
で
あ
る
述
語
が
場
所
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
主
語
を
包
む

と
い
う
包
摂
関
係
に
あ
る
論
理
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
述
語
論
理
を
一
例

で
も
っ
て
示
せ
ば
、
「
私
は
罪
悪
深
重
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
お
い
て
は
、

罪
悪
深
重
さ
に
お
い
て
あ
る
の
が
私
で
あ
り
、
罪
悪
深
重
さ
が
私
を
包
み
込
ん

で
い
る
が
故
に
、
私
は
一
切
の
罪
悪
の
源
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
立
場
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
一
般
者
（
1
1
）
の
立
場
は
、
一
般
者
が
一
般
者

自
身
を
限
定
し
、
同
時
に
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
一
般
者
の
う
ち
に
、
個
物
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
立
場
で
あ
る

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
（
1
2
）
。
そ
こ
で
は
、
一
般
者
が
個
と
同
時
的
に
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
個
の
立
場
が
一
般
者
の
内
に
成
り
立
っ
て
い
る

と
言
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
西
田
哲
学
の
い
わ
ば
前
半
期
の
最

後
の
段
階
で
あ
る
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
表
現
は
「
ノ
エ
シ
ス
の
ノ
エ
マ
化
」

と
、
す
な
わ
ち
、
「
意
識
の
作
南
面
の
対
象
化
」
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
表
現
の
立
場
は
、
具
体
的
一
般
者
の
立
場
に
対
応
す
る
。
従
っ
て
、
個
と

一
般
者
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
本
来
的
関
係
は
、
最
終
的
な
開
け
で

あ
る
弁
証
法
的
一
般
者
に
お
い
て
初
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
こ
の
段
階
に

お
い
て
は
未
だ
顕
わ
と
は
な
っ
て
い
ず
、
自
己
と
世
界
と
の
自
覚
の
立
場
に
お

け
る
こ
の
段
階
で
の
関
係
に
お
い
て
は
、
自
己
の
自
覚
に
つ
い
て
は
述
語
論
理

が
妥
当
し
、
世
界
の
自
覚
に
つ
い
て
は
具
体
的
一
般
者
の
、
つ
ま
り
表
現
の
論

理
が
妥
当
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
両
者
の
自
覚
は
、
更
に

表
現
的
一
般
者
へ
と
深
め
ら
れ
、
最
後
的
に
は
、
無
底
の
底
な
い
し
は
深
淵
と

し
て
の
弁
証
法
的
一
派
者
の
立
場
（
絶
対
無
の
場
所
）
へ
と
開
か
れ
て
行
か
ね
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ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
弁
証
法
的
一
般
者
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自
己

の
み
な
ら
ず
、
万
物
の
自
己
も
、
自
ら
の
絶
対
の
否
定
を
通
し
て
真
に
自
由
に

生
き
得
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
に
お
い
て
は
、
自
己
を
も
他
己
を
も
、
ま
た
種

と
し
て
の
諸
民
族
や
諸
国
家
を
も
、
更
に
類
と
し
て
の
人
類
の
立
場
を
も
生
か

す
仕
方
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
森
羅
万
象
に
も

妥
当
す
る
。
し
か
も
同
時
に
世
界
も
自
ら
の
絶
対
の
否
定
を
通
し
て
真
に
世
界

と
し
て
、
つ
ま
り
森
羅
万
象
の
個
を
も
種
を
も
生
か
す
世
界
と
し
て
成
り
立
つ

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
最
後
に
、
具
体
的
↓
般
者
の
立
場
を
示
す
一
例
を
示
し
て
お
き

た
い
。
神
経
験
の
表
現
で
あ
る
「
マ
タ
イ
受
難
曲
は
、
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
作
曲

さ
れ
た
」
と
い
う
例
に
よ
っ
て
。
神
経
験
は
一
般
者
の
経
験
で
あ
る
が
、
そ
の

対
象
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
た
マ
タ
イ
受
難
曲
の
内
に
は
、
バ
ッ
ハ
と
い
う
個
が

包
摂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
た
マ

タ
イ
受
難
曲
と
い
う
例
は
、
具
体
的
↓
仁
者
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
。
し
か
し
、

個
を
含
む
一
般
者
と
し
て
の
具
体
的
一
般
者
は
、
西
田
自
身
に
お
い
て
は
、
対

象
化
さ
れ
う
る
絶
対
者
と
し
て
の
神
（
絶
対
有
と
し
て
の
神
）
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
西
田
に
お
い
て
は
、
対
象
化
さ
れ

る
絶
対
有
の
神
で
は
な
く
、
対
象
化
さ
れ
得
な
い
絶
対
無
の
神
が
重
要
で
あ
っ

た
と
理
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

　
価
自
覚
的
一
般
者
の
立
場
か
ら
表
現
的
一
般
者
の
立
場
へ

　
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
と
い
う
「
自
己
の
自
覚
」
か
ら
、
こ
れ
と
、

世
界
が
世
界
に
お
い
て
世
界
を
見
る
と
い
う
「
世
界
の
自
覚
」
と
の
相
即
性
の

成
り
立
つ
自
覚
的
一
般
者
の
立
場
は
、
表
現
的
一
般
者
へ
と
開
け
て
行
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
覚
が
表
現
の
形
を
と
る
。
西
田
に
お
い
て
は
表
現
は
形
と
な
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
形
は
、
特
殊
の
「
種
」
の
世
界
と
し
て
文
化
を
形
成
し

て
い
く
。
つ
ま
り
、
種
は
形
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
1
3
）
。
し
か
し
、
表
現
は
、

意
識
の
作
用
面
と
し
て
の
ノ
エ
シ
ス
の
ノ
エ
マ
（
意
識
の
対
象
面
）
化
と
し
て

自
覚
的
に
な
さ
れ
る
限
り
（
1
4
）
、
私
た
ち
の
行
為
的
自
己
に
対
し
て
絶
対
の

死
（
大
死
）
を
要
求
し
、
私
た
ち
の
一
人
↓
人
に
、
全
表
現
に
お
け
る
一
表
現

点
と
な
る
こ
と
を
強
要
す
る
。

　
判
断
的
一
般
者
に
お
い
て
は
、
場
が
個
を
包
摂
し
、
個
は
未
だ
本
来
の
自
己

の
自
覚
に
は
達
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
自
覚
的
一
般
者
の
立
場
に
お
い
て
は
、

各
人
の
自
我
は
大
死
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
的
一
般
者
の
↓
表
現
点
に

な
り
果
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
例
を
以
て
こ
の
事
実
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う

に
語
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
バ
ッ
ハ
が
マ
タ
イ
受
難
曲
に
お
い
て
神
経
験
を
表
現

す
る
場
合
に
は
、
神
と
バ
ッ
ハ
と
の
｝
体
性
と
同
時
に
バ
ッ
ハ
の
神
の
前
に
お

け
る
、
単
独
者
と
し
て
の
罪
意
識
と
が
一
つ
に
な
っ
て
マ
タ
イ
受
難
曲
に
結
晶

し
て
い
る
。
し
か
し
、
表
現
さ
れ
た
作
品
は
完
成
さ
れ
た
以
上
は
、
作
曲
家
か

ら
は
独
立
し
た
作
品
と
し
て
幾
世
紀
も
存
続
し
て
い
く
。
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
作
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曲
さ
れ
た
こ
の
曲
は
、
こ
の
曲
に
魅
せ
ら
れ
た
魂
を
、
こ
の
曲
の
奥
底
に
流
れ

て
い
る
神
経
験
へ
と
引
き
入
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
バ
ッ
ハ
自
身
は
、
こ
の
曲

に
自
ら
の
神
経
験
を
表
現
し
た
後
は
、
表
現
的
一
般
者
の
一
表
田
田
と
成
り
果

て
て
、
即
ち
こ
の
曲
に
自
ら
を
葬
っ
て
、
絶
対
無
へ
と
脱
却
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
も
し
も
、
バ
ッ
ハ
が
自
ら
の
作
曲
し
た
作
品
に
、
こ
の
曲
は
我
が
曲

で
あ
る
と
執
着
す
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
自
ら
が
作
曲
し
た
作
品

で
あ
る
と
い
う
事
実
に
固
執
し
て
バ
ッ
ハ
自
身
が
こ
の
作
品
か
ら
脱
却
せ
ず
、

自
ら
と
作
品
と
を
切
り
離
す
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
私
物
化
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、

決
し
て
万
人
の
心
の
琴
線
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
曲
者
が
、

表
現
的
一
般
者
か
ら
絶
対
無
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
弁
証
法
的
一
般

者
に
脱
委
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
曲
は
初
め
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
人

間
の
個
が
作
る
も
の
と
し
て
作
曲
し
た
創
造
的
作
品
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

造
る
も
の
が
表
現
的
一
般
者
か
ら
弁
証
法
一
般
者
に
突
破
し
て
い
る
と
き
に
、

つ
ま
り
、
弁
証
法
的
一
般
者
に
生
き
る
者
で
あ
る
時
に
、
初
め
て
表
現
さ
れ
た

作
品
は
、
絶
対
無
の
境
涯
を
表
現
し
た
作
品
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
も
し
も

作
曲
家
が
自
ら
の
作
曲
し
た
曲
を
私
物
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
曲
は
、
絶
対
の

無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
に
お
け
る
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

何
故
な
ら
ば
、
絶
対
無
の
開
け
に
生
き
て
い
な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
場
で
作

ら
れ
た
作
品
は
、
閉
じ
ら
れ
た
作
品
で
あ
り
、
万
入
に
開
か
れ
た
作
品
で
あ
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
右
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
自
覚
的
一
般
者
の
立
場
（
場
）
か
ら
表
現
的
一

般
者
へ
の
飛
躍
の
要
と
な
る
の
は
、
自
我
の
大
死
で
あ
る
。
判
断
的
一
般
者
か

ら
自
覚
的
一
般
者
へ
の
自
己
の
転
換
も
、
自
ら
の
眼
を
自
ら
の
外
か
ら
内
へ
と

向
け
直
す
こ
と
も
、
自
ら
の
外
的
世
界
で
の
死
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
未
だ
自
ら
は
大
死
を
遂
げ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
覚
的
一
般
者

か
ら
表
現
的
一
般
者
へ
の
飛
躍
は
、
各
個
人
の
自
ら
の
絶
対
の
死
、
つ
ま
り
大

死
（
絶
対
の
自
我
否
定
）
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
作
品
を
作
る
も
の
が
、
た

だ
表
現
的
一
般
者
の
枠
組
み
の
内
部
に
の
み
生
き
て
い
て
、
絶
対
無
の
具
体
化

さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
弁
証
法
的
一
般
者
の
深
み
ま
で
に
突
破
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
作
ら
れ
た
作
品
は
表
現
的
一
般
者
に
お
け
る
作
品
で
あ
っ
て
も
、
完

全
に
は
絶
対
無
の
表
現
に
は
成
り
き
っ
て
い
な
い
。
表
現
的
一
般
者
の
立
場
で

だ
け
で
作
ら
れ
た
作
品
は
、
未
だ
自
我
の
意
志
の
立
場
を
た
と
え
僅
か
で
は
あ

っ
て
も
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
開
け
に
生
き
る

者
の
作
っ
た
作
品
に
は
、
自
我
の
大
死
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
覚
し
て

い
る
結
果
、
作
っ
た
も
の
の
自
我
の
意
志
が
捨
て
去
ら
れ
て
お
り
、
自
己
と
自

然
と
超
越
的
次
元
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
無
我
の
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
無
我
の
作
品
に
触
れ
る
者
は
、
自
ら
の
心
を
空
し
く
し
て
い
る
限
り
、

そ
の
作
品
の
無
我
性
の
内
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
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¢
表
現
的
一
般
者
か
ら
絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る
原
事
実
へ
の
帰
還

　
表
現
的
一
般
者
か
ら
、
絶
対
無
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
弁
証
法
的

一
般
者
へ
の
突
破
は
、
自
ら
の
宗
教
経
験
が
表
現
さ
れ
た
芸
術
作
品
な
り
文
学

作
品
な
り
、
あ
る
い
は
、
哲
学
的
な
い
し
宗
教
的
思
想
な
り
が
、
先
に
述
べ
た

宗
教
経
験
と
し
て
の
原
体
験
の
場
に
帰
還
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
自
己

の
発
展
と
い
う
目
的
的
な
形
成
作
用
と
、
自
我
の
大
死
に
よ
っ
て
宗
教
経
験
を

表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
何
ら
か
の
作
品
を
作
り
だ
す
と
い
う
表
現
的
な
形
成
作

用
と
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
で
、
世
界
の
形
成
は
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
生
命
の
歩

み
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
形
成
と
世
界
形
成
と
い
う
両
方
向
が

一
つ
に
成
り
立
っ
て
い
る
場
の
開
け
に
お
け
る
宗
教
経
験
に
よ
っ
て
、
真
の
自

己
に
覚
し
、
こ
れ
を
表
現
し
た
も
の
か
ら
そ
の
根
源
に
も
う
一
度
帰
還
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
生
命
（
1
5
）
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
形
が
形
自

身
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
形
が
形
自
身
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
は
、

肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
永
遠
の
生
命
の
要
求
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る

（
1
6
）
。
自
己
自
身
を
形
成
す
る
永
遠
の
形
は
、
西
田
で
は
美
と
見
な
さ
れ
て

い
る
（
1
7
）
。
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
生
命
の
自
覚
に
お
い
て
、
自
己
の
自
覚

と
世
界
の
自
覚
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
の
歴
史

的
生
命
の
自
覚
の
論
理
は
、
身
体
的
自
己
に
お
い
て
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
自

己
の
自
覚
の
論
理
と
名
づ
け
ら
れ
得
よ
う
（
1
8
）
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
歴
史
的
生
命
の
自
覚
に
お
い
て
も
、

表
現
的
形
成
作
用
の
方
向
の
み
な
ら
ず
、
目
的
的
形
成
作
用
の
方
向
も
、
共
に

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
自
己
の
自
覚
の
論
理

に
お
い
て
も
、
目
的
的
形
成
作
用
の
方
向
の
み
な
ら
ず
、
表
現
的
形
成
作
用
の

方
向
も
そ
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

二
、
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
の
現
代
に
お
け
る
意
義

　
①
西
田
に
お
け
る
論
理
の
意
味

　
西
田
に
お
い
て
論
理
と
は
、
世
界
の
自
己
形
成
の
形
式
で
あ
る
（
1
9
）
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
論
理
は
、
記
号
的
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
世

界
の
言
語
的
自
己
表
現
の
形
式
で
あ
る
（
2
0
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
に

お
い
て
は
矛
盾
は
許
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
は
思
惟
の
三
原
理
が
支
配
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
で
は
、
矛
盾
は
自
己
発
展
の
方
式
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
理
に
対
し
て
西
田
に
お
い
て
は
論
理
は
、
実
在
の
ロ
ゴ
ス
的
自
己

限
定
の
形
式
（
2
1
）
で
あ
り
、
思
惟
の
方
式
で
あ
る
。
　
西
田
の
絶
対
無
の
場

所
の
論
理
に
お
い
て
は
、
種
々
の
二
元
性
、
両
極
性
に
お
け
る
両
刀
は
、
対
象

論
理
に
お
い
て
絶
対
矛
盾
的
に
相
反
す
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
自
己
同
一
的
に
成

り
立
っ
て
い
る
。
個
の
場
合
の
「
自
己
同
一
」
と
は
、
自
ら
に
よ
っ
て
は
対
象

化
さ
れ
え
な
い
自
ら
の
個
の
身
体
的
自
己
に
お
い
て
は
一
切
の
二
元
性
、
両
極

性
の
両
項
は
、
対
象
論
理
的
に
は
絶
対
的
に
矛
盾
す
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
根
源

的
に
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
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の
世
界
は
、
目
的
的
形
成
作
用
と
表
現
異
形
成
作
用
と
の
同
時
的
に
成
り
立
っ

て
い
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
世
界
で
あ
り
、
行
為
的
直
観
の
世
界
で
あ
る
。
行
為

的
直
観
と
は
、
各
々
の
自
己
が
自
己
矛
盾
的
に
客
観
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
逆
に
、
各
々
の
自
己
が
客
観
か
ら
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
2
2
）
。
ま
た
、

行
為
的
直
観
の
世
界
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
が
現
在
に
同
時
存
在
し
て
い
る

世
界
で
あ
る
と
も
語
ら
れ
て
い
る
（
2
3
）
。

　
ま
た
、
西
田
の
論
理
が
実
在
の
ロ
ゴ
ス
的
自
己
限
定
の
形
式
で
あ
る
と
右
で

述
べ
た
が
、
そ
の
場
合
の
「
実
在
」
と
は
、
西
田
の
最
初
の
宗
教
的
経
験
の
表

現
で
あ
る
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
に
お
け
る
実
在
で
あ
り
、
目

的
的
作
用
と
表
現
的
作
用
の
交
錯
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
開
け
て
く
る
ポ
イ
エ
ー

シ
ス
の
世
界
で
も
あ
る
。
が
、
こ
の
よ
う
な
実
在
は
、
　
「
矛
盾
的
自
己
同
一
と

し
て
自
己
自
身
を
形
成
し
て
行
く
も
の
」
（
2
4
）
で
あ
る
。
実
在
は
、
絶
対
無

と
も
言
い
直
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
絶
対
無
と
は
「
全
て
に
対
し
超
越
的
な
る

と
と
も
に
、
す
べ
て
が
之
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
」
（
2
5
）
で
あ
る
。
更
に
コ
絶

対
無
の
場
所
」
は
、
そ
の
後
こ
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
弁
証
法
的

一
般
者
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
過
現
未
が
そ
こ
で
同
時
存
在
的
な
「
行
為
的
直

観
」
の
立
場
と
し
て
直
接
化
さ
れ
、
場
所
は
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
絶
対
現
在

　
（
2
6
）
と
見
な
さ
れ
る
に
至
る
。
絶
対
現
在
と
は
、
永
遠
の
今
と
も
呼
ば
れ
、

例
え
ば
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
時
と
永
遠
の
自
己
同
一
的
に

成
り
立
っ
て
い
る
瞬
間
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
②
思
惟
の
三
原
理
と
龍
樹
の
空
の
論
理

　
西
田
の
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
思
惟
の
三
原

理
（
同
一
律
、
矛
盾
律
、
排
中
律
）
を
越
え
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
的
な
、

影
の
論
理
（
9
0
冒
ぴ
q
涛
α
窃
Q
り
O
げ
①
ぎ
ψ
誤
謬
推
理
と
し
て
の
我
、
理
想
と
し
て

の
神
、
二
律
背
反
と
し
て
の
自
由
と
自
然
法
則
と
い
う
三
理
念
に
貫
か
れ
て
い

る
純
粋
理
論
理
性
の
形
而
上
学
的
素
質
と
し
て
の
影
の
論
理
）
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の

弁
証
法
を
も
突
破
し
て
い
る
。
西
田
の
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
は
、
龍
樹
の
テ

ト
ラ
・
レ
ン
マ
（
四
句
分
別
）
（
2
7
）
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

西
田
自
身
は
龍
樹
の
空
の
論
理
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
西
田
は
、
そ
れ
よ
り
も
、

華
厳
の
四
種
法
界
（
事
法
界
、
理
法
界
、
理
事
無
血
法
界
、
事
事
算
置
法
界
）

（
2
8
）
に
言
及
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
。
テ
ト
ラ
．
レ
ン

マ
に
つ
い
て
は
山
内
並
立
が
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
（
一
ゆ
謹
）
に
お
い
て
詳
し

く
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
直
接
に
龍
樹
の
『
中
（
観
）
論
』
と

の
連
関
に
お
い
て
、
思
惟
の
三
原
理
と
空
の
論
理
の
相
違
に
つ
い
て
簡
単
に
述

べ
て
お
き
た
い
。

　
思
惟
の
三
原
理
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
主
客
分
離

の
次
元
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
用
語
に
従
え
ば
、
「
存
在
す
る
も
の
の

存
在
」
（
α
田
ω
　
Q
り
①
一
”
　
α
O
ω
　
m
W
①
凶
O
昌
ユ
㊦
口
）
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に
妥
当
す
る
論

理
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
A
は
A
で
あ
っ
て
（
同
一
律
）
、
A
は
非
A
で
は
な
く
（
矛

盾
律
）
、
A
は
B
で
あ
る
か
非
B
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
（
排
中
律
）
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こ
と
を
内
容
と
す
る
思
惟
の
三
原
理
は
、
自
覚
を
等
閑
視
し
た
論
理
で
あ
り
、

思
惟
の
三
原
理
の
判
断
を
す
る
主
体
が
、
自
ら
の
主
体
に
眼
を
向
け
る
こ
と
な

く
し
て
、
客
体
を
対
象
化
し
た
場
合
に
成
立
す
る
原
理
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
空
の
論
理
（
所
謂
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
）
は
、
自
覚
を
要
と

し
た
、
主
客
未
分
離
の
場
（
次
元
）
に
お
け
る
、
実
在
の
論
理
で
あ
る
。
空
の

論
理
は
、
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
に
よ
っ
て
の
み
表
現
さ
れ
う
る
の
で
は
な
く
、
西

田
や
西
谷
啓
治
（
2
9
V
に
お
け
る
よ
う
に
華
厳
の
四
種
法
界
や
臨
済
の
四
料

簡
（
3
0
）
や
洞
山
の
正
偏
五
位
（
3
1
）
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
田
に
お
け
る
論
理
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
実
在
の
ロ
ゴ
ス
的
自
己
表

現
の
形
式
で
あ
り
、
思
惟
の
方
式
で
あ
る
か
ら
、
対
象
論
理
で
あ
る
思
惟
の
三

原
理
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
述
べ

た
華
厳
の
四
種
法
界
や
臨
済
の
四
料
簡
や
洞
山
の
正
偏
五
位
と
い
う
よ
う
な
伝

統
的
な
空
の
論
理
の
表
現
を
、
仏
教
の
四
句
分
別
に
一
括
し
、
山
内
得
立
に
よ

る
四
句
分
別
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
で
あ
る
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
を
西
田
哲
学
の
絶
対

無
の
場
所
の
論
理
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
西
田
や

西
谷
の
思
索
の
基
礎
は
大
乗
仏
教
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
四
種
法
界
や
四
料
簡

や
正
偏
五
位
に
よ
っ
て
空
や
絶
対
の
無
の
場
所
の
論
理
を
説
明
す
る
ほ
う
が
分

か
り
安
い
の
で
は
あ
る
が
、
西
洋
の
思
惟
の
三
原
理
と
の
連
関
で
空
や
場
所
の

論
理
が
究
明
さ
れ
る
場
合
に
は
、
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
の
方
が
便
利
で
あ
る
。
し

か
し
、
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
に
よ
っ
て
も
、
絶
対
無
の

場
所
の
論
理
は
、
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
実
在
の
経
験
の
「
ロ
ゴ
ス
的
自
己
限

定
の
形
式
」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
表
現
さ
れ
た
そ
の
根

源
の
実
在
経
験
そ
の
も
の
は
、
各
個
人
の
覚
し
た
自
己
の
体
得
、
体
認
に
よ
っ

て
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
は
、

空
の
経
験
が
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
形
式
、
つ
ま
り
哲
学
の
用
語
と
な
っ
た
表
現
で

あ
る
の
で
、
絶
対
無
の
内
実
で
あ
る
空
な
い
し
は
縁
起
の
経
験
そ
の
も
の
は
、

経
験
に
よ
っ
て
体
得
、
体
認
さ
れ
る
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
空
が
体
得
、
体
認
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
空
は
事
と
し
て
、
あ
る

い
は
理
と
し
て
、
あ
る
い
は
理
事
無
磯
の
世
界
と
し
て
、
ま
た
事
事
無
礫
の
世

界
と
し
て
、
対
象
化
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
と
は

言
え
、
こ
れ
ら
の
立
場
が
自
覚
さ
れ
る
た
め
に
は
、
長
い
年
月
が
過
ぎ
去
る
こ

と
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
内
実
は
、
自
己
の
自
覚
と
世
界

の
自
覚
と
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
歴
史
的
生
命
の
形
成
作
用
の
要
で

あ
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
自
己
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
な
の
で

あ
る
。

　
思
惟
の
三
原
理
に
よ
れ
ば
、
コ
切
は
空
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
対
し
て
は
、

以
下
の
三
つ
の
判
断
が
成
り
立
つ
の
み
で
あ
る
。
即
ち
、
①
一
切
は
空
で
あ
る
。

②
］
切
は
空
で
な
い
。
③
一
切
は
空
で
あ
る
か
、
空
で
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
人
の
自
覚
は
問
題
に
な
ら
ず
、
主
客
分
離
の
立
場
で
命

題
が
語
ら
れ
、
吟
味
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
句
分
別
（
テ
ト
ラ
・



　
　
レ
ン
マ
）
（
3
2
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
理
は
自
覚
の
論
理
を
核
心
と
す
る
実
在

　
　
の
論
理
で
あ
る
か
ら
、
空
が
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
形
式
と
し
て
の
絶
対
無
の
場
所

　
　
の
論
理
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
①
一
切
は
絶
対
無
で
あ
る
（
仏

　
　
教
的
に
は
、
「
色
即
是
空
」
）
。
②
一
切
は
絶
対
無
で
は
な
い
（
仏
教
的
に
は
「
色

　
　
は
不
空
」
。
③
↓
切
は
絶
対
無
で
あ
る
と
同
時
に
絶
対
無
で
は
な
い
（
仏
教
的

　
　
に
は
、
「
色
即
是
空
」
に
し
て
色
は
不
空
」
）
。
④
一
切
は
絶
対
無
で
あ
る
の
で

て
．
も
な
け
れ
ば
、
絶
対
無
で
な
い
の
で
も
な
い
。

転
　
　
右
に
述
べ
た
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
に
よ
る
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
に
よ
る
「
空
」

勘
（
・
れ
は
、
・
ゴ
・
化
さ
れ
る
と
「
絶
対
無
」
と
表
現
さ
れ
る
）
の
経
験
は
、

纏
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
が
；
で
あ
…
の
自
覚
…
て
初
め
て
根

の
　
本
的
に
体
得
、
体
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
テ
ト
ラ
’
レ
ン
マ
に

　踊
・
る
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
の
説
明
は
、
自
・
の
空
の
宗
教
的
経
験
…
て

緬
初
め
て
各
人
の
自
ら
に
よ
っ
て
納
得
さ
れ
・
・
と
が
で
き
・
．
し
か
」
実
在

糊
空
絶
対
無
と
は
何
か
・
つ
い
て
は
、
テ
ト
・
レ
ン
マ
は
語
っ
て
い
な
い
の

「　
　
で
あ
り
、
自
覚
を
ロ
ゴ
ス
化
、
対
象
化
し
て
表
現
を
通
し
て
の
み
伝
え
る
こ
と

る鮒
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
実
在
と
し
て
の
空
や
そ
の
・
ゴ
・
化
と

教
し
て
の
羅
対
訳
」
な
い
し
は
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
表
現
の
理
解
は
、
絶
対

晒
無
を
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
に
よ
・
て
知
的
頭
脳
だ
け
で
対
象
的
に
理
解
す
る
・
と

西
　
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
り
・
同
時
に
・
各
人
の
自
ら
が
・
表
現
的
一
般
者
の
視

11　
　
点
か
ら
更
に
一
歩
進
ん
で
、
絶
対
無
の
場
所
に
、
つ
ま
り
、
宗
教
経
験
の
原
事
実

と
し
て
の
「
空
」
（
西
田
の
場
合
に
は
、
「
純
粋
経
験
」
と
表
現
さ
れ
た
「
宗
教
経

験
の
原
事
実
」
）
の
開
け
に
常
に
帰
還
し
、
そ
の
開
け
に
常
に
生
き
る
こ
と
が
要
請

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
絶
対
無
の
場
所
（
即
ち
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
空
）

に
常
に
生
き
得
る
た
め
に
は
、
空
の
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
テ
ト
ラ
・
レ

ン
マ
を
た
と
え
理
論
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
れ
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
「
空
」
（
絶
対
無
）
の
体
験
に
よ
る
体
得
、
体
認
が
必
要

で
あ
る
か
と
い
う
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
こ
れ
迄
西
欧
の
伝
統
的
形
而

上
学
に
お
い
て
は
、
大
乗
仏
教
的
な
空
と
か
、
そ
の
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
形
式
と

し
て
の
「
絶
対
無
」
と
か
「
場
所
」
が
中
心
的
な
哲
学
の
問
題
と
な
っ
た
こ
と

が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
十
世
紀
か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
現
代
に

お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
問
題
理
解
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
的
な
問
題
理
解

が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
代
の
哲
学
的
、
宗
教
的
問
題

そ
の
も
の
が
、
地
球
的
規
模
で
の
、
ま
た
宇
宙
的
規
模
で
の
問
題
解
決
を
私
た

ち
に
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
迄
の
、
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
お
い
て
長
ら
く
問
題
と
な
っ
て

き
た
相
対
的
有
（
以
下
、
相
対
有
と
略
記
）
、
相
対
的
無
（
以
下
、
相
対
無
と

略
記
）
、
絶
対
的
有
（
以
下
、
絶
対
量
と
略
記
）
、
虚
無
の
究
明
は
、
絶
対
無

（
空
）
の
解
明
、
究
明
な
し
に
は
、
十
全
な
究
明
と
は
な
り
得
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
の
み
な
ず
、
相
対
有
、
相
対
尽
、
絶
対
有
、
虚
無
そ
し
て
絶
対
無

の
究
明
な
く
し
て
は
、
二
十
一
世
紀
の
哲
学
は
消
滅
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
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は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
③
有
と
無
の
関
係

　
ラ

　
a
相
対
有
の
立
場

　
（

　
相
対
有
の
世
界
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
以
来
の
西
欧
の
主
流
の
伝
統
的

形
而
上
学
に
お
い
て
、
探
究
の
中
心
的
課
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

永
遠
の
属
さ
ぬ
有
限
な
世
界
と
し
て
い
わ
ば
永
遠
の
影
の
世
界
と
見
な
さ
れ
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
有
る
も
の
の
有
（
存
在
す
る
も
の
の
存
在
、

自
霧
●
。
。
ヨ
臣
。
ω
。
。
o
δ
巳
窪
）
が
何
で
あ
る
か
が
究
め
ら
れ
る
場
合
に
、
従
属
的
な

意
味
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
相
対
有
は
、
こ
の
世
界
の

現
象
界
に
有
る
も
の
（
存
在
す
る
も
の
）
で
あ
る
た
め
に
、
あ
る
時
が
く
れ
ば

朽
ち
果
て
て
行
く
有
（
存
在
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
有
の
こ
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
は
相
対
有
と
し
て
の
森
羅
万
象
の
、
一
々
の
個
物
の
核
心
と
な

っ
て
い
る
永
遠
な
る
も
の
（
哲
学
で
は
、
竃
。
P
o
野
阜
⑦
乙
。
㎝
等
々
、
宗
教
で

は
神
、
仏
等
々
）
が
重
視
さ
れ
、
相
対
有
は
、
究
極
的
に
は
常
に
軽
視
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
論
理
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
対
象

論
理
な
い
し
は
思
惟
の
三
原
理
が
核
心
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
対

有
の
立
場
は
、
カ
ン
ト
以
来
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
は
決
定
的
に
重
要
な
役
割

を
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ハ
イ
ゼ
ン

ベ
ル
グ
や
N
・
ボ
ー
ア
に
よ
る
新
し
い
物
理
学
の
出
現
と
こ
れ
に
対
応
す
る
新

し
い
哲
学
の
出
現
に
よ
っ
て
、
相
対
有
の
立
場
は
、
空
や
絶
対
無
の
立
場
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
3
3
）
。

　
　

　
価
相
対
無
の
立
場

　
相
対
無
の
立
場
は
、
不
安
と
か
絶
望
と
か
、
神
や
仏
の
前
で
の
罪
意
識
等
々
の
、

精
神
や
魂
や
心
に
お
け
る
目
に
は
見
え
な
い
相
対
的
な
無
の
世
界
の
中
心
問
題

と
な
っ
て
き
た
。
相
対
無
は
、
古
代
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
や
十
九
世
紀
の
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
祖
と
す
る
実
存
思
想
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
前
期
の
実
存
哲
学
に

お
い
て
の
よ
う
な
、
人
間
の
探
究
に
際
し
て
、
中
心
的
な
問
題
と
見
な
さ
れ
て

き
た
。
相
対
無
は
、
絶
対
無
と
は
相
違
し
て
、
相
対
有
と
一
体
的
に
成
り
立
っ

て
い
る
、
い
わ
ば
相
対
有
の
裏
面
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、

例
え
ば
、
精
神
的
不
安
は
、
物
質
的
豊
か
さ
に
お
け
る
驕
慢
さ
の
裏
面
と
し
て

成
り
立
っ
て
お
り
、
真
の
自
己
探
究
（
己
事
究
明
）
を
避
け
て
の
権
力
の
絶
頂

に
お
け
る
傲
慢
さ
は
、
や
が
て
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
自
我
の
没
落
や
頽
廃
に
よ
る

無
力
さ
に
対
す
る
絶
望
と
共
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
示

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
存
哲
学
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
相
対
無
を
核
心
に
お
く

哲
学
の
思
索
は
、
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
思
索
で
あ
る
。

こ
の
立
場
は
、
主
と
し
て
自
己
の
自
覚
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
た
め
に
、
述
語

的
論
理
を
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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c
絶
対
有
の
立
場

　
（

　
絶
対
有
の
立
場
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
門
送
り
。
ロ
ω
昼
①
乙
。
ω
を

中
心
と
す
る
哲
学
や
、
中
世
の
あ
る
特
定
の
時
期
に
お
け
る
、
例
え
ば
、
ア
ン

セ
ル
ム
ス
（
〉
島
Φ
ぎ
島
く
8
0
§
冨
「
9
q
）
の
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
等
に
お

い
て
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
て
き
て
い
る
。
絶
対
有
は
、
永
遠
、
普
遍
に
し
て

不
変
な
る
も
の
を
実
体
と
し
て
自
ら
の
内
に
蔵
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
般
的

に
は
、
絶
対
有
の
立
場
は
表
現
的
一
般
者
を
そ
の
基
礎
に
し
て
い
る
と
言
う
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
絶
対
有
に
お
い
て
は
、
人
間
の
個
は
、
絶

対
有
の
自
己
表
現
の
一
表
銀
点
と
成
り
果
て
て
、
絶
対
の
自
己
否
定
、
大
死
に

至
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
神
の
死
」

を
語
っ
て
以
来
、
絶
対
有
の
立
場
は
、
妥
当
性
を
失
っ
て
き
て
い
る
の
を
、
現

代
で
は
何
人
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

　
d
虚
無
の
立
場

　
（

　
一
切
が
虚
無
に
帰
し
、
一
切
の
生
が
生
き
る
意
味
も
目
的
も
見
失
い
、
価
値

の
転
倒
が
起
こ
り
、
時
の
充
実
が
生
じ
得
な
い
虚
無
に
お
い
て
は
、
た
だ
動
物

的
な
本
能
の
み
が
支
配
す
る
世
界
が
露
わ
と
な
る
。
そ
こ
で
支
配
す
る
の
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
同
じ
も
の
の
永
劫
回
帰
に
耐
抜
こ
う

と
す
る
「
力
へ
の
意
志
」
に
支
え
ら
れ
て
の
運
命
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
「
超
人
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
生
き
抜
け
る
者
は
い
な
い
。
勿
論
ニ
ー
チ
ェ
の
時

代
批
判
や
予
言
に
お
け
る
洞
察
力
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ニ
ー
チ
ェ
自
ら
が
自
ら
の
思
想
に
生
き
抜
け
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を

如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
虚
無
の
次
元
の
真
っ
只
中
を
自
ら
経

験
し
て
通
り
抜
け
て
行
く
こ
と
な
し
に
は
馬
私
た
ち
の
誰
一
人
と
し
て
、
絶
対

無
の
開
け
に
開
け
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
無
の
開
け
へ
は
、

勿
論
、
相
対
有
の
立
場
か
ら
も
、
相
対
無
の
立
場
か
ら
も
、
ま
た
、
絶
対
有
の

立
場
か
ら
も
突
破
し
て
行
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

そ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
、
絶
対
無
が
開
け
て
く
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
個
の
自
己
が
絶
対
無
へ
と
開
け
て
行
く
こ
と
と
、
絶
対
無
が
個

に
開
け
て
く
る
こ
と
と
は
、
自
己
の
目
的
的
形
成
作
用
と
世
界
の
表
現
骨
形
成

作
用
と
の
交
錯
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
歴
史
的
生

命
の
自
覚
」
と
し
て
、
同
時
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
突
破
や
絶
対
無
の
側
か
ら
の
開
け
に
際
し
て
は
、
常
に
虚
無
が
露
わ
と
な
る
。

何
故
な
ら
ば
、
相
対
有
か
ら
絶
対
無
が
開
け
て
く
る
時
、
な
い
し
は
相
対
有
か

ら
絶
対
無
へ
と
突
破
し
て
行
く
時
に
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
虚
無
が

露
わ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
相
対
無
、
絶
対
有
の
場
合
に
も
同
様
の
こ
と
が
妥

当
す
る
。
と
い
う
の
も
、
自
覚
の
論
理
、
実
在
の
論
理
に
お
い
て
は
、
各
々
の

レ
ベ
ル
か
ら
絶
対
無
へ
の
転
換
に
際
し
て
、
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有
、
虚

無
に
、
無
底
の
底
で
あ
る
絶
対
無
が
、
深
淵
か
ら
い
わ
ば
虚
無
へ
と
姿
を
変
え
て
、

そ
の
深
淵
に
お
い
て
あ
る
各
段
階
に
、
た
と
え
瞬
間
的
に
で
は
あ
っ
て
も
、
虚

無
が
露
わ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
無
は
、
絶
対
無
の
場
の
開
け
以
外
の
場
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に
お
い
て
は
、
虚
無
と
し
て
し
か
受
け
取
ら
れ
得
な
い
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
虚
無
と
絶
対
無
の
根
本
的
相
違
は
、
空
虚
さ
と
充
溢
と
の
相
違
、

無
意
味
や
無
目
的
と
時
の
充
溢
や
目
的
自
体
と
の
相
違
、
あ
る
い
は
、
空
回
り

と
し
て
の
永
劫
回
帰
と
歴
史
的
生
命
の
自
覚
と
の
相
違
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　

　
色
絶
対
無
の
立
場

　
絶
対
無
の
立
場
は
、
西
田
哲
学
の
立
場
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
は
大
乗
仏
教
に

あ
り
、
そ
の
論
理
は
、
華
厳
の
四
種
法
界
や
龍
樹
の
中
（
観
）
論
の
核
心
で
あ

る
四
句
分
別
（
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
に
述

べ
た
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
の
場
所
一
こ
れ
は
、
先
に
見

た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
空
が
ロ
ゴ
ス
的
に
自
己
限
定
さ
れ
て
表
現
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
一
に
お
い
て
は
、
個
と
普
遍
、
個
人
と
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て

の
世
界
と
は
、
対
象
論
理
的
に
見
れ
ば
絶
対
に
矛
盾
し
、
対
立
し
て
い
る
に
も

係
わ
ら
ず
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず

れ
か
　
方
に
優
位
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
個

の
自
己
の
目
的
的
形
成
作
用
と
世
界
の
表
現
的
形
成
作
用
と
が
、
同
様
に
絶
対

矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
者
の
時
間
的
側
面
と
後
者
の
空

間
的
側
面
と
は
、
歴
史
的
生
命
の
自
覚
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
的
実
在
（
謎
）
、
歴
史
的
生
命
は
、
自
己
の
自
己
目
的
的
側
面
と
世
界
の

表
現
的
側
面
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
性
の
う
ち
で
同
時
的
に
成
る
立
っ
て

お
り
、
こ
れ
は
、
身
体
を
持
つ
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
自
己
の
自
覚
の
論
理
で
も
あ
る
。

　
絶
対
無
の
立
場
に
お
い
て
は
、
実
在
の
論
理
で
も
あ
る
西
田
の
所
謂
繋
辞
の

論
理
が
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
右
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
的

生
命
の
論
理
で
も
あ
り
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
自
己
の
自
覚
の
論
理
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
四
句
分
別
（
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
）
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
思
惟
や
思
索
の
枠
組
み
が
放
た
れ
て
い
る
が
故
に
、

主
語
と
述
語
が
相
互
互
換
さ
れ
て
も
、
当
該
の
命
題
が
妥
当
す
る
。
と
い
う
の
も
、

繋
辞
の
論
理
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
そ
の
生
成
、
形
成
の
真
っ
只
中
で
、
つ
ま

り
実
在
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
論
の
テ

ー
マ
で
あ
る
色
と
空
と
で
述
べ
れ
ば
、
「
色
即
是
空
」
と
「
空
即
是
色
」
と
が

共
に
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
論
理
と
し
て
妥
当
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
、

自
己
が
自
己
に
覚
し
、
ま
た
歴
史
的
生
命
が
自
覚
す
る
宗
教
的
経
験
を
経
て
初

め
て
個
に
よ
っ
て
体
得
、
体
認
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
述
べ
て
き
た
場
の
論
理
、
実
在
の
論
理
、
あ
る
い
は
ポ
イ
エ

ー
シ
ス
的
自
己
の
自
覚
の
論
理
な
い
し
は
歴
史
的
生
命
の
論
理
は
、
西
欧
の
こ

れ
ま
で
の
哲
学
の
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有
、
虚
無
の
論
理
が
、
今
後
そ
こ

へ
と
開
け
て
行
く
べ
き
論
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
論
理
の
ロ
ゴ
ス
化

さ
れ
る
前
の
「
空
」
そ
の
も
の
の
経
験
と
し
て
の
宗
教
経
験
は
、
座
禅
や
念
仏

や
祈
り
等
々
の
宗
教
的
行
に
よ
る
以
外
に
も
、
己
事
究
明
で
あ
る
よ
う
な
芸
道
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や
芸
術
や
そ
の
他
の
表
現
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
そ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
現
は
特
殊
の
世
界
で
あ
る
「
種
」
の
世

界
に
固
有
の
形
を
と
る
が
、
種
の
論
理
（
田
辺
元
）
と
西
田
の
「
場
所
の
論
理
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
た
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

　
さ
て
、
西
田
に
お
け
る
宗
教
経
験
の
論
理
化
（
ロ
ゴ
ス
化
な
い
し
は
表
現
）

と
し
て
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
は
、
今
世
紀
末
か
ら
来
世
紀
始
め
の
哲

学
に
お
い
て
最
も
重
要
な
論
理
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

個
と
普
遍
、
一
と
多
、
あ
る
い
は
、
理
と
事
の
み
な
ち
ず
、
各
分
野
に
お
け
る

二
元
性
や
両
極
性
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
あ
り
方
は
、
差
異
性
、
分
裂
性
、

分
化
性
が
支
配
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
同
時
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
論
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

注（
1
）
　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
、
第
十
一
巻
、
三
七
一
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、

　
一
九
六
五
年
。

（
2
）
同
右
掲
書
、
第
一
巻
、
二
八
頁
。

（
3
）
注
の
一
に
同
じ
。

（
4
）
ζ
㊤
三
ロ
＝
巴
。
ひ
q
伽
q
。
ぴ
O
①
馨
＄
⊆
ω
，
q
菩
ρ
し
⇔
陣
δ
θ
①
「
ω
欝
く
。
ヨ

　
O
毎
巳
）
》
≦
き
ユ
。
固
。
ω
件
①
§
碧
P
一
り
雪

（
5
）
白
穏
禅
師
の
『
坐
禅
和
讃
』
に
出
て
く
る
言
葉
。
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）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

19　　18　　17　　16　　15　　14　　13　　12　　11　　10　　9　　8　　7　　6
）　　　　　　　　）　　　　　　　）　　　　　　　　）　　　　　　　）　　　　　　　）　　　　　　　　）　　　　　　　）　　　　　　　）　　　　　　　　）　　　　　　　）　　　　　　　　）　　　　　　　　）　　　　　　　）

客
出
①
凶
圭
冠
ゆ
q
g
U
9
ω
寒
く
。
ヨ
O
謹
上
曽
ψ
逡
鴇
Z
窃
開
ρ
一
ゆ
㎝
N

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
巻
、
三
頁
。

同
再
掲
書
、
同
声
。

同
右
掲
書
、
第
九
巻
、
四
頁
。

一
般
者
（
普
遍
の
立
場
）
に
個
物
の
立
場
が
含
ま
れ
て
い
る
。

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
七
巻
、
四
三
頁
参
照
。

同
勢
調
書
、
五
〇
頁
。

同
量
落
書
、
第
八
巻
、
三
六
六
頁
、
四
五
五
頁
参
照
。

同
量
悪
書
、
第
七
巻
、
一
九
五
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
第
一
〇
巻
、
一
三
一
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
＝
二
二
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
同
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
第
九
巻
、
七
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
第
一
〇
巻
、
一
四
八
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
第
一
二
巻
、
二
六
六
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
第
八
巻
、
三
九
〇
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
第
九
巻
、
一
七
三
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
第
八
巻
、
．
八
六
頁
参
照
。

同
右
掲
書
、
五
六
五
頁
。

同
右
掲
書
、
第
九
巻
、
六
頁
。
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（
2
6
）
同
気
掲
書
、
第
十
巻
、
九
八
頁
参
照
。

（
2
7
）
四
句
分
別
は
、
仏
教
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
と

　
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
山
内
得
立
の
著
書
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
」
に
お
け

　
る
四
句
分
別
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
で
あ
る
。

（
2
8
）
西
谷
啓
治
は
、
日
本
の
哲
学
者
で
あ
り
、
西
田
幾
多
郎
（
一
。
。
刈
O
l

　
一
逡
O
）
と
田
辺
元
（
一
。
。
。
。
㎝
1
一
8
卜
。
）
と
の
両
哲
学
者
の
弟
子
の
一
人
で

　
あ
る
。

（
2
9
）
華
厳
教
の
「
四
（
種
）
法
界
」
は
、
事
法
界
、
理
法
界
、
理
事
無
磯

　
法
界
、
事
事
無
磯
法
界
の
四
つ
の
真
理
の
見
方
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
3
0
）
臨
済
義
手
（
噌
－
叙
刈
）
の
四
料
簡
は
、
若
人
不
奪
境
、
半
面
不
賢
人
、

　
人
境
両
倶
奪
、
人
境
不
倶
奪
の
四
つ
の
悟
り
の
見
方
か
ら
成
り
立
っ
て
い

　
る
。

（
3
1
）
洞
山
の
正
偏
五
位
と
は
、
以
下
の
五
つ
の
悟
り
の
見
方
を
意
味
す
る
。

　
①
正
中
偏
、
②
偏
中
正
、
③
正
中
来
、
④
兼
中
至
、
⑤
兼
中
到
。

（
3
2
）
大
乗
仏
教
の
「
空
」
の
哲
学
的
体
系
化
を
行
っ
た
龍
樹
（
o
P
一
㎝
O
l

　
卜
。
切
O
艶
∪
．
）
の
中
（
観
）
論
の
四
句
分
別
に
よ
れ
ば
、
空
の
論
理
は
以
下

　
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
①
一
切
は
空
な
り
。
②
一
切
は
不
空
な
り
。
③

　
↓
切
は
空
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
切
は
不
空
な
り
。
④
一
切
は
非
空
で
あ

　
る
と
同
時
に
、
一
切
は
非
不
空
な
り
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
空
は
上

　
記
の
何
処
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
空
は
、
上
記
の
い

　
ず
れ
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え

　
ら
れ
て
い
る
。

（
3
3
）
ρ
間
く
8
≦
Φ
幽
N
ω
9
9
冨
「
（
一
㊤
一
ト
。
1
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
M
・
ハ

　
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
一
淺
り
！
一
㊤
刈
①
）
だ
け
は
、
自
然
科
学
を
探
究
し
な
が
ら
、

　
こ
れ
と
対
応
す
る
哲
学
を
思
索
す
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、

　
精
神
科
学
の
内
部
で
の
哲
学
の
探
究
に
よ
っ
て
、
古
い
哲
学
の
脱
却
を
試

　
み
た
偉
大
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
4
）
　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
八
巻
三
頁
参
照
。

付
記
本
稿
は
、
一
九
九
九
年
八
月
に
北
米
の
フ
ェ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
で
開

　
催
さ
れ
た
I
I
F
B
（
国
際
場
所
論
学
会
）
第
三
回
世
界
大
会
の
発
表
に

　
招
か
れ
て
発
表
し
た
も
の
を
邦
訳
し
、
こ
れ
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ

　
と
を
付
記
致
し
た
い
。


