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哲
学
に
お
け
る

「
同
一
性
」

と

「
自
己
同
一
性
」
の
問
題

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
を
介
し
て

花

岡
　
永
　
子

　
人
間
と
は
何
か
、
自
ら
の
自
己
と
は
何
か
、
ま
た
私
と
は
何
か
、
更
に
は
、
他

者
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
で
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
以

来
、
様
々
に
応
答
さ
れ
て
き
て
い
る
。
絶
対
者
と
し
て
の
絶
対
的
な
有
の
神
や
仏

に
対
す
る
信
仰
に
生
き
得
る
間
は
、
そ
れ
ら
は
、
神
や
仏
に
支
え
ら
れ
、
神
や
仏

に
存
在
を
与
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
と
単
純
に
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
や

個
的
な
各
々
の
自
己
や
私
や
他
者
の
存
在
は
そ
の
恩
寵
や
慈
悲
に
よ
る
支
え
に
よ

っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
に

よ
っ
て
「
神
が
死
ん
だ
」
と
か
「
我
々
が
神
を
殺
し
た
」
と
語
ら
れ
て
以
来
、
絶

対
有
と
し
て
の
、
祈
り
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
、
絶
対
的
な
人
格
と
し
て
対
象
化

さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
理
解
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
個
々
の
人
間
、

自
己
、
私
、
汝
、
他
者
等
々
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
間
の
個

や
個
物
の
根
拠
、
あ
る
い
は
同
一
性
が
一
体
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
が
大
き
な
問

題
と
な
り
、
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
に
二
十
一
世
紀
が
迎
え
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
『
根
拠
律
』
　
（
O
魯
ω
9
。
空
く
。
日
O
旨
巳
）
に
お
い
て
語
っ
て

い
る
よ
う
に
、
根
拠
律
に
従
え
ば
、
如
何
な
る
も
の
も
根
拠
な
く
し
て
こ
の
世
に

存
し
て
い
る
も
の
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
如
何
な
る
も
の
も
根
拠
な

く
し
て
存
す
る
も
の
は
な
い
」
　
（
ロ
一
7
一
一
　
‘
Φ
ω
け
　
6
0
一
旨
Φ
　
『
9
什
一
〇
昌
Φ
）
と
い
う
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
根
拠
律
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
も
指
摘
す
る
如
く
、
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
す
べ
て

の
も
の
の
根
拠
は
、
後
漢
の
『
四
十
二
章
経
隔
の
中
の
言
葉
に
従
え
ば
、
　
「
無
爵

の
底
」
と
し
か
表
現
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
語
る
「
脱
底
」
な

い
し
は
「
深
淵
」
（
〉
σ
σ
q
2
巳
）
の
上
に
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
の
一
人
ひ
と
り
が
何
で
あ
り
、
何
に
根
拠
づ
け
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
同
一
性
や
自
己
同
一
性
の
問
題
、
更
に
は
他
者
性
の
問
題
は
、
一
体
ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
、
個
物
や
個

的
自
己
の
同
一
性
、
自
己
同
一
性
、
更
に
は
個
的
自
己
に
対
す
る
他
者
性
の
問
題

を
、
以
下
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
に
お
け
る
「
同
一
性
」
と
西

田
幾
多
郎
の
絶
対
無
の
哲
学
に
お
け
る
「
自
己
同
一
性
」
の
問
題
の
究
明
を
介
し

て
、
考
察
し
た
い
と
思
う
。

1
．
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
同
一
性
」
の
問
題

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
お
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
欧
の

伝
統
的
な
主
流
の
形
而
上
学
は
、
有
（
あ
る
い
は
「
存
在
」
、
。
。
Φ
一
夢
以
下
「
有
」

　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
訳
語
に
統
一
）
の
忘
却
の
歴
史
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
伝
統
的
な
主
流
の
形
而
上
学
は
、
　
「
有
る
も
の
の
有
」
　
（
存
在
す
る
も
の
の
存

在
、
量
ω
ω
Φ
ぎ
Ω
o
ω
ω
9
Φ
巳
Φ
p
以
下
「
有
る
も
の
の
有
」
と
い
う
訳
語
に
統
一
）

の
解
明
に
の
み
係
わ
っ
て
き
て
い
て
、
　
「
有
る
も
の
の
有
」
（
α
9
。
ω
ω
①
旨
α
Φ
ω
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ω
Φ
冨
己
魯
）
が
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
「
有
そ
の
も
の
」
　
（
「
存
在
そ
の
も

の
」
、
匿
の
。
り
Φ
旨
。
・
Φ
一
σ
ω
計
以
下
「
有
そ
．
の
も
の
」
に
訳
語
を
統
一
）
を
忘
却
し

て
し
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
主
張
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
後
の
西
欧
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、
そ
の
始
原
に
退
歩

し
、
有
そ
の
も
の
に
帰
還
（
閣
Φ
一
目
冒
①
7
『
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
問
題
の

一
つ
と
し
て
、
　
「
有
る
も
の
の
有
」
（
α
餌
口
。
　
ω
Φ
一
昌
　
α
Φ
g
o
　
ω
Φ
一
〇
昌
α
Φ
＝
）
と
「
有
そ
の
も

の
」
（
α
曽
ω
　
ω
O
一
昌
　
o
o
Φ
防
げ
ω
叶
）
と
の
差
異
性
と
同
一
性
と
、
更
に
は
こ
れ
ら
両
者
の

同
一
性
の
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
の
解
明
に
は
現
有
（
α
拶
の
　
］
）
O
o
o
①
一
口
）

の
本
質
と
し
て
の
実
存
（
胸
×
一
〇
ロ
甘
Φ
昌
N
）
の
問
題
と
、
先
に
触
れ
た
根
拠
律
と
、
こ
れ

が
い
わ
ば
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
深
淵
の
問
題
が
係
わ
っ
て
い
る
。

a
．
　
「
有
る
も
の
の
有
」
と
「
有
そ
の
も
の
」
と
の
差
異
性
と
同
「
性

　
「
有
る
も
の
の
有
」
（
α
僧
ω
　
Q
つ
①
一
画
　
ロ
Φ
ω
　
ω
Φ
一
〇
昌
α
O
口
）
と
い
う
差
異
性
の
い
わ
ば

「
多
」
の
次
元
の
解
明
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来

の
伝
統
的
な
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
が
解
明
し
て
き
た
中
心
的
な
課
題

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
　
「
有
る
も
の
の
有
」
の
解
明
と
は
、
こ
の
現
象

界
に
存
す
る
も
の
（
相
対
的
有
）
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う
問
題
の
解
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
明
に
お
け
る
本
質
と
は
、
例
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
は
イ
デ
ア
（
原
型
、
一
〇
＄
）
と
、
そ
の
弟
子
プ
ラ
ト
ン
に
よ

っ
て
は
ウ
ジ
ア
（
本
質
、
o
二
一
〇
）
と
、
ま
た
後
者
の
弟
子
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ

っ
て
は
エ
イ
ド
ス
（
形
相
、
Φ
一
q
o
。
・
）
と
見
な
さ
れ
た
。
ま
た
ギ
リ
シ
ア
の
古
代
の

哲
学
と
原
始
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
や
葛
藤
に
よ
る
両
者
の
調
和
や
総
合
や
融

合
の
後
は
、
現
象
界
に
存
す
る
も
の
の
本
質
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
．
神
と
見
な
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
世
の
現
象
界
に
存
す
る
も
の
は
、
や
が
て
時
が
く
れ
ば
朽
ち
果
て

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
イ
デ
ア
、
ウ
ジ
ア
、
エ
イ
ド
ス
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト

教
の
神
の
よ
う
に
絶
対
有
（
絶
対
の
存
在
）
で
は
な
く
し
て
、
相
対
的
な
有
で
あ

る
。
従
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
有
る
も
の
」
は
「
相
対
的
有
」
と
、

ま
た
「
有
る
も
の
の
有
」
は
、
　
「
有
る
も
の
の
有
」
の
統
一
性
な
い
し
は
普
遍
性

と
し
て
の
、
つ
ま
り
、
同
一
律
に
従
っ
て
の
同
一
性
の
根
拠
で
あ
る
本
質
と
理
解

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
有
そ
の
も
の
」
（
α
帥
。
自
　
ω
Φ
一
コ
　
o
ロ
O
一
σ
ω
け
）
と

い
う
、
い
わ
ば
一
と
か
一
性
の
意
味
に
お
け
る
同
一
性
の
い
わ
ば
「
＝
の
次
元

な
い
し
は
「
開
け
」
の
考
察
は
、
　
「
有
る
も
の
の
有
」
と
い
う
有
る
も
の
の
本
質

を
求
め
る
考
え
方
の
丁
度
逆
の
方
向
か
ら
の
考
え
方
で
あ
る
。
即
ち
、
　
「
有
る
も

の
」
（
O
口
ω
　
ω
O
一
①
昌
O
Φ
）
も
「
有
る
も
の
の
有
」
（
O
p
ω
ω
Φ
一
口
O
①
ω
ω
①
一
Φ
巳
9
）
も
、

共
に
そ
こ
か
ら
性
起
し
て
く
る
（
ω
一
9
Φ
器
一
σ
Q
器
口
）
と
、
あ
る
い
は
現
成
し
て
く

る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
根
源
か
ら
の
思
索
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
無
底

の
底
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
深
淵
（
〉
げ
σ
q
『
§
α
）
か
ら
の
思
索
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
お
け
る
無
謬
の
底
で
あ
る
よ
う
な
こ
の
よ
う
な
「
脱
底
」
な
い
し
深
淵
は
、

先
に
述
べ
た
超
越
論
的
根
拠
と
し
て
の
イ
デ
ア
、
ウ
ジ
ア
、
エ
イ
ド
ス
、
あ
る
い

は
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
有
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
神
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
り
は
、

む
し
ろ
後
述
の
「
絶
対
無
」
に
限
り
な
く
近
い
次
元
を
表
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
有
そ
の
も
の
」
は
、

「
有
る
も
の
」
の
世
界
全
体
が
無
に
帰
し
た
と
こ
ろ
（
虚
無
）
か
ら
開
け
る
、
い

わ
ば
虚
無
の
底
の
抜
け
た
無
益
の
底
と
し
て
の
「
深
淵
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
　
「
絶
対
無
」
に
限
り
な
く
近
い
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る

「
有
そ
の
も
の
」
は
、
西
欧
の
形
而
上
学
と
し
て
の
主
流
の
哲
学
に
お
い
て
は
忘

却
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
主
張
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
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述
べ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
は
、
自
ら
を
何
処
ま
で
も
隠
す
と
い

う
仕
方
で
、
」
「
有
る
も
の
の
有
」
や
「
有
る
も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な

仕
方
で
現
象
界
に
性
起
し
て
く
る
（
段
9
0
器
一
σ
Q
口
9
）
か
ら
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
．
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
前
の
主
流
の
形
而
上
学
に
は
、
自
ら
を
ど
こ
ま
で
も
隠
す

と
い
う
仕
方
で
、
　
「
有
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
有
る
も
の
の
有
」
と
し
て
し
か
現

象
界
に
は
理
解
さ
れ
得
な
い
「
有
そ
の
も
の
」
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
忘
却
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、
た
だ
対
象
的
に

理
解
さ
れ
得
る
「
有
る
も
の
」
や
「
有
る
も
の
の
有
」
の
み
に
係
わ
っ
て
き
た
。

西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
　
「
有
そ
の

も
の
」
の
豆
幹
の
歴
史
（
の
⑦
旨
ω
σ
。
Φ
ω
o
試
。
暮
Φ
）
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
え
方

か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
の
忘

却
の
歴
史
上
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
有
そ
の
も
の
の
忘
却
の
歴
史
を
経
て
、

初
め
て
「
有
そ
の
も
の
」
が
自
ら
を
隠
す
と
い
う
仕
方
で
自
ら
を
露
わ
に
し
て

い
る
の
が
、
約
三
千
年
に
及
ぶ
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
こ
の
伝
統
的
な
形
而
上

学
と
し
て
の
哲
学
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
人
間
の
一
人
ひ
と

り
に
露
わ
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
間
も
な
く
迎
え
ら
れ
る
第
三
の
千
年

期
に
お
い
て
は
、
正
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
「
有
そ
の
も
の
」
と
理
解
さ
れ

て
い
た
次
元
が
、
私
た
ち
人
間
を
本
当
の
人
間
に
す
る
よ
う
な
根
本
的
な
経
験

（
O
歪
巳
巽
富
冨
毎
σ
q
）
と
し
て
開
か
れ
て
く
る
と
予
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
な
西
洋
の
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い
て
支

配
的
な
対
象
論
理
に
お
い
て
妥
当
す
る
「
思
惟
の
三
原
理
」
の
一
つ
で
あ
る
同
一

律
「
A
は
A
で
あ
る
」
に
お
い
て
は
、
　
「
有
る
も
の
」
の
同
一
性
の
根
拠
が
、
当

該
の
そ
の
も
の
自
身
の
う
ち
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
、
有
る
も
の
の
世
界
の
全
体
の
統
一
性
と
し
て
の
同
一
性
を
表
し
て
い

（
2
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上

学
は
克
服
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
伝
統
的
な
西
欧
の
主
流
の
形

而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
も
の
の
真
の
姿
で
あ
る
事
柄
そ
の
も
の
に

お
け
る
姿
が
露
わ
と
は
な
ら
ず
、
も
の
の
対
象
化
さ
れ
た
本
質
面
の
み
し
か
把
握

さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
．
そ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
物
や
人
間
の
各
々
が

何
で
あ
る
の
か
を
、
も
っ
と
事
柄
に
即
し
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
一
切
を
「
有
そ
の
も
の
」
か
ら
、
し
か

も
「
有
そ
の
も
の
」
は
隠
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
性
起
し
て
き
て
い
る
と
理
解

す
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
の
現
象
界

に
属
す
る
一
切
の
も
の
の
根
拠
は
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
世
に
「
有
る
も
の
」
や
こ
の
世
に
「
有
る
も
の
の
有
」
は
、
　
「
有
そ
の
も
の
」

か
ら
性
起
な
い
し
は
現
成
し
て
き
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も

「
有
そ
の
も
の
」
と
は
相
違
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
　
「
有
る
も
の
」
や

「
有
る
も
の
の
有
」
は
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
と
は
ど
こ
ま
で
も
「
差
異
性
」
の
う

ち
に
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
現
有
（
現
存
在
、
O
o
ω
Φ
一
P

以
下
「
現
有
」
と
い
う
訳
語
に
統
一
）
の
現
e
9
）
に
は
「
有
そ
の
も
の
」
が
開
け

て
い
る
の
で
、
究
極
的
に
は
、
　
「
有
る
も
の
」
や
「
あ
る
も
の
の
有
」
と
「
有
そ

の
も
の
」
と
の
差
異
性
は
同
一
性
へ
と
開
か
れ
て
い
く
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ

る
。b

，
現
有
の
本
質
で
あ
る
「
実
存
」

　
現
有
の
本
質
は
そ
の
実
存
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
　
（
一
〇
N
㊤
）
の
一
九
四
九
年
の
序
文
の
な
か
で
語
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
有
の
本
質
が
実
存
の
う
ち
に
存
す
る
根
拠
は
、
　
「
有
そ

の
も
の
」
の
「
開
け
」
（
O
庸
⑦
弓
Φ
津
）
が
、
　
「
現
有
」
（
旨
ω
Φ
旨
）
の
「
現
」
（
O
p
）

の
う
ち
に
開
か
れ
て
お
り
、
現
有
は
そ
れ
に
耐
え
る
（
9
¢
◎
o
q
o
叶
⑦
7
Φ
昌
）
こ
と
に
よ
っ
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て
現
有
と
し
て
存
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
実
存
（
閣
×
一
〇
〇
け
①
コ
N
）
の
ラ
テ
ン

語
に
お
け
る
語
源
は
．
Φ
〒
。
。
冨
8
お
．
で
あ
り
、
Φ
〒
は
「
1
か
ら
外
へ
」
を
、
ま

た
巴
斡
興
①
は
有
る
こ
と
（
存
在
）
を
意
味
し
、
実
存
の
根
本
的
な
語
源
上
の
意

味
は
、
　
「
有
る
こ
と
」
か
ら
外
へ
と
存
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
我
執
を
脱
却
し
た

「
脱
自
存
在
」
　
（
脱
自
有
）
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
森
羅
万
象
の

現
有
の
「
現
」
に
は
「
有
そ
の
も
の
」
の
開
け
が
開
か
れ
て
い
て
、
現
有
の
本
質

で
あ
る
各
個
人
の
実
存
も
、
正
に
そ
れ
故
に
、
自
己
の
根
拠
を
自
ら
の
実
存
に
お

く
対
象
化
の
次
元
で
の
同
一
性
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
う
ち
に
の
み
閉
じ
て
存
す

る
対
象
化
の
次
元
に
お
け
る
同
一
性
に
加
え
て
、
同
時
に
「
有
そ
の
も
の
」
に
よ

っ
て
も
自
ら
の
根
拠
を
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
人
間
の
実
存
の
理
解

に
は
、
各
実
存
の
自
己
が
相
互
に
絶
対
の
断
絶
を
お
く
対
等
な
あ
り
方
が
究
め
ら

れ
て
い
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
相
互
の
実
存
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
相
互
に

対
等
で
あ
っ
て
絶
対
の
独
立
自
存
の
あ
り
方
を
保
ち
な
が
ら
も
、
し
か
も
同
時
に

「
有
そ
の
も
の
」
と
も
絶
対
に
相
違
し
な
が
ら
も
同
時
に
そ
れ
ら
の
一
（
同
一
性
）

が
保
た
れ
る
か
が
究
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
各
実
存
は
、
　
「
有
そ
の
も

の
」
の
番
人
（
O
①
同
田
コ
）
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、

、
「
有
る
も
の
の
有
」
と
「
有
そ
の
も
の
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
の
断
絶
を
置
き

な
が
ら
も
両
者
が
一
（
あ
る
い
は
一
性
）
の
う
ち
に
な
り
た
つ
で
い
る
こ
と
な

し
に
は
、
ま
た
、
他
方
で
は
、
五
車
存
在
（
脱
自
有
）
と
し
て
の
各
実
存
と
「
有

そ
の
も
の
」
と
は
、
絶
対
の
断
絶
を
置
き
な
が
ら
も
、
両
者
が
一
（
あ
る
い
は
一

性
）
の
う
ち
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
な
し
に
は
、
世
界
は
世
界
と
し
て
成
り
立

つ
こ
と
も
、
ま
た
自
己
の
実
存
も
真
に
実
存
と
し
て
脱
自
存
在
（
即
自
有
）
と
し

て
実
存
す
る
こ
と
も
、
更
に
、
実
存
相
互
が
独
立
自
存
性
の
う
ち
に
真
に
自
由
に

生
き
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
で

の
世
界
や
各
実
存
や
各
実
存
に
対
す
る
他
者
は
、
究
極
的
に
は
「
有
そ
の
も
の
」

へ
と
吸
収
さ
れ
尽
ぐ
し
て
し
ま
い
、
真
の
自
由
に
生
き
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ど
ん
な
も
の
で
も
根
拠
な
く
し
て
存
す
る
も
の
は
な
い
、
と
い
う

根
拠
律
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
有
る
も
の
」
（
量
。
。
ω
Φ
一
Φ
巳
Φ
）

や
「
有
る
も
の
の
有
」
（
α
9
g
◎
　
ω
Φ
一
昌
　
α
O
q
o
　
Q
◎
Φ
一
Φ
昌
α
O
コ
）
と
い
う
よ
う
な
対
象
化

さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
う
る
も
の
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
、
「
有
そ
の

も
の
」
に
は
、
根
拠
律
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
　
「
有
の

命
運
」
（
α
9
0
0
　
0
①
ω
O
ず
一
〇
7
　
α
①
ω
　
ω
Φ
一
謬
ω
）
か
ら
す
る
と
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
無
底
の
底
」
あ
る
い
は
「
下
底
」
と
し
て
の
深
淵
（
〉
げ
廃
朝
α
）
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
　
「
有
そ
の
も
の
」
と
根
拠
と
の
「
一
」
な
い
し
は
二
性
」
か
ら
、

「
有
そ
の
も
の
」
の
命
運
（
O
Φ
Q
o
O
7
一
〇
冒
）
と
し
て
「
有
る
も
の
」
が
有
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（。。

ｳ
貯
ω
ぴ
。
Φ
。
。
o
ぼ
。
耳
⑦
）
と
し
て
性
起
し
て
く
る
。
し
か
し
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
あ

る
い
は
「
根
拠
」
は
、
自
ら
を
隠
す
と
い
う
仕
方
で
性
起
す
る
た
め
に
、
　
「
有
そ

の
も
の
」
あ
る
い
は
鋼
製
と
し
て
の
根
拠
は
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
一
方
で
は
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
と
「
有
る
も
の
」
と
の
、
ま

た
他
方
で
は
、
　
「
有
そ
の
も
の
」
の
命
運
に
お
け
る
脱
掛
な
い
し
は
無
底
の
底
と

し
て
の
「
根
拠
」
と
そ
の
「
性
起
」
し
て
き
た
も
の
と
の
差
異
性
と
同
一
性
と
は
、

究
極
的
に
は
同
一
性
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
お
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
差
異
性
と
同
一
性
と
の
究
極
的
な
同
一
性
は
露

わ
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
．
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

お
い
て
は
、
個
の
自
己
（
実
存
）
の
自
由
や
各
個
の
相
互
の
あ
り
方
に
お
け
る
所

謂
「
事
事
無
碍
」
的
な
自
由
は
、
真
に
は
実
現
さ
れ
得
な
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
先
に
述
べ
た
、
個
の
実
存
が

最
終
的
に
は
「
有
そ
の
も
の
」
の
番
人
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
ま
つ
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て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
．
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
自
己
同
一
性
」
の
問
題

　
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
以
来
の
西
欧
の
伝
統
的
な
形

而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
現
象
界
の
す
べ
て
を
主
客
の
分
離
の
上
で
の
主
観
に
よ

る
対
象
化
、
客
観
化
の
上
に
成
り
立
っ
た
哲
学
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
従
っ
て
そ

の
根
源
に
遡
っ
て
一
切
が
新
た
に
根
源
か
ら
考
察
し
直
さ
れ
よ
う
と
試
み
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
点
ま
で
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
西
田
と
の
哲
学
は
、

同
様
の
問
題
意
識
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
前
者

は
、
そ
の
よ
う
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
始
原
（
霞
割
9
胃
旨
。
な
一
当
）
に

遡
ろ
う
と
し
て
、
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
か
ら
そ
の
始
原
へ
の
退
歩
を
思
索

e
⑦
夢
雪
）
に
よ
っ
て
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
始
原
は
、
も
う
一
つ
の
、
別

　
　
　
　
　
（
5
）

の
詩
作
e
一
〇
ヨ
9
）
」
で
あ
る
こ
と
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（
ざ
冨
弓
O
ξ
一
ω
圧
雪

即
一
①
一
一
9
＝
o
①
冠
興
一
貯
℃
一
↓
ざ
山
。
。
お
）
の
詩
の
世
界
を
通
し
て
暗
示
さ
れ
て
い

る
と
理
解
さ
れ
得
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し

て
の
哲
学
の
思
惟
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
、
脱
却
し
つ
つ
そ
れ
ら
を
も
成
り
立
た
せ
、

し
か
も
同
時
に
そ
れ
ら
を
全
く
超
脱
し
た
新
た
な
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
新
た
に

切
り
開
い
て
、
そ
こ
か
ら
一
切
が
哲
学
し
直
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

西
田
哲
学
に
お
け
る
思
索
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
、
　
「
絶
対
無
」
で
あ
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
「
絶
対
無
」
は
、
仏
教
に
お
い
て
妥
当
す
る
「
縁
起
」
や
「
空
」

の
論
理
化
さ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対
無
」

は
、
実
在
の
論
理
を
表
現
す
る
用
語
と
な
っ
て
い
る
。
西
欧
の
こ
れ
ま
で
の
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

的
な
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
け
る
思
惟
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
大
き

く
分
け
る
と
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
即
ち
、
①
相
対
的
有

（
以
下
、
　
「
相
対
有
」
と
略
記
。
相
対
有
と
は
、
こ
の
現
象
界
に
有
る
も
の
に
妥

当
す
る
「
有
」
　
（
存
在
）
で
、
時
が
来
れ
ば
朽
ち
果
て
る
も
の
。
こ
れ
が
絶
対
視

さ
れ
れ
ば
、
唯
物
論
と
な
る
）
、
②
相
対
的
無
（
以
下
、
　
「
相
対
無
」
と
略
記
。

相
対
無
と
は
、
相
対
的
有
分
裏
面
で
あ
り
、
例
え
ば
、
実
存
思
想
や
実
存
哲
学
に

お
け
る
不
安
や
絶
望
や
罪
意
識
等
々
が
挙
げ
ら
れ
る
）
、
③
絶
対
的
有
（
以
下
、

「
絶
対
有
」
と
略
記
。
絶
対
有
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
に
お
け
る
イ
デ

ア
［
一
α
Φ
欝
原
型
］
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
ウ
ジ
ア
［
o
ロ
。
。
冨
糟
本
質
］
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
お
け
る
エ
イ
ド
ス
［
Φ
置
。
ω
り
形
相
］
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
絶
対
有

と
解
釈
さ
れ
た
場
合
の
神
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
有
そ
の
も
の
」
等
々
が

挙
げ
ら
れ
る
）
、
④
虚
無
（
例
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
に
見
ら
れ
よ
う
な
、
　
「
神
の
死
」

に
よ
っ
て
神
の
座
が
空
白
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
一
切
が
無
価
値
、

無
目
的
、
無
意
味
と
な
っ
た
世
界
の
あ
り
方
が
挙
げ
ら
れ
る
）
、
と
い
う
四
つ
の
、

思
惟
の
枠
組
み
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
の
実
在
の
論
理
と
し
て
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」

に
お
け
る
要
で
あ
る
「
絶
対
無
」
は
、
右
に
挙
げ
た
四
つ
の
思
惟
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

と
自
ら
の
考
案
し
た
思
索
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
と
の
五
つ
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
い
ず
れ
を
も
絶
対
の
中
心
と
し
て
重
視
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
も
周
辺
化
し
て
相
対
化
す
る
。
と
い
う
の
も
、
思
索
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
で
あ
る
「
絶
対
無
」
は
、
い
か
な
る
思
惟
の
枠
組
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

を
も
絶
対
視
だ
け
す
る
こ
と
が
な
い
と
同
時
に
、
自
ら
の
思
索
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で

あ
る
「
絶
対
無
」
を
も
絶
対
視
だ
け
す
る
こ
と
が
な
く
、
常
に
同
時
に
相
対
化
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
思
索
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
は
、

自
ら
を
も
含
め
た
い
ず
れ
の
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
も
相
対
化
だ
け
し
て
無
視
す

る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
思
索
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
は
、
思
惟

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
「
絶
対
無
」
以
外
の
い
か
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
も
絶
対
視
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の
み
し
な
い
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
思
索
の
各
々
の
場
合
に
応
じ
て
、
い

ず
れ
が
絶
対
の
中
心
と
し
て
の
枠
組
と
し
て
妥
当
す
る
か
を
示
し
得
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
実
在
の
論
理
の
要
で
あ
る
「
絶
対
無
」
の
「
絶
対
」
と
は
自
ら
の

絶
対
の
自
己
否
定
を
意
味
し
、
ま
た
「
絶
対
無
」
の
「
無
」
は
一
切
が
無
実
体
的

に
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
　
「
絶
対
無
」

は
、
一
切
の
も
の
と
一
切
の
思
惟
と
一
切
の
思
索
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合

に
応
じ
て
我
執
が
捨
て
ら
れ
、
真
の
自
己
が
露
わ
と
な
る
よ
う
な
、
ま
た
真
の
自

己
同
一
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
、
思
索
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
　
「
絶
対
無
」
の
思
索
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
真
の
自
己
同
一
が
露
わ
と
な
る
の

は
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
、
西
田
に
お
い
て
は
、
自
己
と
世
界
と
が
絶
対
に
対
立

し
矛
盾
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
相
即
的
に
成
り
立
つ
開
け
（
西
田
の
用
語
で
は

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
）
と
し
て
考
案
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
も
、
世
界
が
究
極
的
に
は
絶
対
視
さ
れ
て
、
自
己
が
世
界
に
吸
収
さ
れ
尽

く
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
全
体
で
あ
る
世
界
と
霊
的
自
己
と
の
関
係
と
い
う
視

点
か
ら
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
世
界
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
西
欧
の
伝
統
的
な
形

而
上
学
と
し
て
の
哲
学
や
、
あ
る
い
ば
最
終
的
に
は
永
遠
の
神
の
栄
光
の
た
め
に

殉
教
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
見
な
さ
れ
る
場
合
の
絶
対
的
な
唯
一

の
神
や
、
あ
る
い
は
共
産
主
義
に
し
ろ
、
全
体
主
義
的
な
国
家
に
し
ろ
、
個
を
無

視
す
る
全
体
主
義
的
な
国
家
権
力
の
次
元
と
類
似
の
関
係
に
お
い
て
あ
り
、
歴
史

上
の
こ
れ
ま
で
の
そ
の
よ
う
な
次
元
か
ら
の
弊
害
か
ら
脱
却
し
切
れ
て
は
い
な
い

も
の
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
逆
に
、
個
的
自
己
が
絶
対
視
さ
れ
て
世
界
が

等
閑
視
さ
れ
る
場
合
に
は
、
他
者
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
個
人
主
義
と
か
極
端
な

実
存
偏
重
の
実
存
思
想
に
陥
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
生
殺
与
奪
の
権
力
を
握
る

支
配
者
の
君
臨
す
る
世
界
の
構
造
と
類
似
の
次
元
に
「
自
己
」
は
堕
落
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。

　
西
田
哲
学
に
お
け
る
よ
う
な
、
世
界
と
自
己
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
成

り
立
つ
世
界
は
、
西
洋
で
は
例
え
ば
、
ル
タ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
に
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
者
は
、
全
て
の
入
に
仕
え
る
下
僕
で
あ
る
と
同
時

に
、
神
以
外
の
全
て
の
も
の
の
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
、
世
界
と
自
己
と
の
理
解

の
仕
方
に
は
、
自
己
が
神
を
除
く
一
切
の
絶
対
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
単
に

世
界
に
奉
仕
す
る
周
辺
で
し
か
な
い
と
い
う
自
己
理
解
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
ル
タ
ー
の
場
合
に
は
、
神
の
例
外
が
存
す
る
。
正
統
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い

て
は
、
神
と
人
間
の
間
に
は
、
人
間
は
罪
を
犯
す
が
、
神
は
決
し
て
罪
を
犯
さ
な

い
と
い
う
絶
対
の
断
絶
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
の

絶
対
無
に
お
い
て
は
、
個
的
自
己
と
絶
対
無
の
間
に
、
両
者
の
絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一
か
ら
例
外
と
し
て
除
外
さ
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
西
田
に
お
い
て
、
個
的

な
自
己
と
世
界
と
が
絶
対
に
対
立
し
矛
盾
し
な
が
ら
も
、
相
即
的
に
成
り
立
つ

（
西
田
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
）
と
い
う
事
実
（
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
）

の
根
拠
は
い
わ
ば
無
根
拠
の
根
拠
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
無
底
の
底
と
い
う
あ
り

方
で
万
物
が
成
り
立
っ
て
い
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
「
絶
対
の
無
の
場

所
」
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
聖
自
己
と
世
界
と
が
、
絶

対
に
対
立
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
相
即
的
に
成
り
立
つ
事
実
は
、
西
田
に
よ
っ
て

「
絶
対
無
の
場
所
」
と
表
現
さ
れ
た
場
の
平
げ
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
相
即
性
は
、
西
田
に
お
い
て
は
、
絶
対
無
の
開
け

に
お
い
て
の
個
的
な
身
体
的
自
己
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
個
と
し
て
の
自
己
」
と
二
と
し
て

の
世
界
」
と
の
自
己
同
一
性
が
、
先
ず
絶
対
無
の
開
け
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ

る
こ
と
が
究
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
そ
れ
が
、
絶
対
無
に
お
け
る

身
体
的
な
（
即
ち
個
的
な
）
自
己
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

た
。
そ
こ
で
、
後
者
の
事
実
、
即
ち
、
絶
対
無
の
開
け
に
お
け
る
身
体
的
自
己
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（
即
ち
、
個
的
自
己
）
に
お
い
て
の
み
、
個
と
世
界
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

が
成
り
立
つ
こ
と
が
、
こ
こ
で
詳
論
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
絶
対
無
の

開
け
（
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
）
に
畜
い
て
は
、
身
体
的
自
己
、
つ
ま
り
個

的
な
自
己
に
お
い
て
の
み
、
あ
ら
ゆ
る
二
元
的
な
も
の
、
両
極
的
な
も
の
、
二
項

対
立
的
な
も
の
が
、
絶
対
に
対
立
し
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
、
相
学
的
に
（
西
田
の

用
語
で
は
、
　
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
伺
一
的
に
」
）
成
り
立
つ
こ
と
が
、
こ
こ
で
詳

し
く
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

a
．
　
「
私
」
、
　
「
私
と
汝
」
、
　
「
私
と
世
界
」

　
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
先
ず
、
　
「
心
霊
上
の
事
実
」
と
し
て
の
宗
教
的
な
根

本
経
験
で
あ
る
「
純
粋
経
験
」
が
出
発
点
と
な
っ
て
、
こ
れ
が
唯
一
の
実
在
と
さ

れ
、
周
知
分
よ
う
に
、
　
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
も

っ
て
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
「
純
粋
経
験
」
に
お
い
て
は
、
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
語
録
か
ら
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
　
「
天
地
同
根
、
万
物
一
体
」
と
い
う
万
物
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

我
と
の
平
等
性
と
、
　
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
面
的
自
己
の
絶
対
の
唯
一

性
、
中
心
性
と
が
、
同
時
的
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
経
験
に
お

い
て
は
個
的
自
己
の
世
界
に
お
け
る
周
辺
性
が
、
ま
た
後
者
の
経
験
に
お
い
て
は
、

世
界
に
お
け
る
個
的
自
己
の
絶
対
性
が
、
い
か
な
る
思
惟
の
枠
組
み
と
し
て
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
も
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
絶
対
無
の
開
け
に
お
い
て
、
思
惟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

枠
組
み
無
き
思
索
、
即
ち
「
非
思
量
の
思
量
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
に
よ
っ
て
、
身
体
的
自
己
に
お
い
て
同
時
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。

　
次
い
で
、
純
粋
経
験
に
よ
っ
て
自
我
に
大
死
し
、
真
の
自
己
に
覚
し
た
自
己
は
、

自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
の
両
方
向
か
ら
の
自
覚
に
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

先
ず
、
自
己
の
自
覚
に
お
い
て
は
、
　
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
途
上
に
お
い
て
韓
国
自
己
の
「
私
」
は
必
ず
目
ら
の
自
己
の

う
ち
で
「
汝
」
に
撞
着
す
る
。
そ
こ
で
、
　
「
私
」
の
自
己
は
自
我
に
死
に
切
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
汝
」
に
生
き
、
逆
に
「
私
」
に
対
し
て
い
た
汝
は
汝
の
う
ち
で

「
汝
」
に
対
す
る
「
私
」
に
撞
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
汝
」
に
死
に
切
り
、

「
私
」
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
初
め
て
、
　
「
私
」
は
「
私
」

の
自
我
に
大
死
し
て
真
に
自
己
に
覚
し
、
　
「
汝
」
は
「
汝
」
の
自
我
に
大
死
し
て

初
め
て
真
の
自
己
に
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
　
「
私
」
が
「
汝
」
に
撞

着
す
る
と
き
に
は
、
既
に
「
私
と
汝
」
の
外
に
「
彼
」
や
「
彼
女
」
が
存
す
る
こ

と
が
「
私
」
に
は
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
華
厳
経
の
「
因
陀
羅
網
」

（
「
帝
釈
天
の
網
」
と
も
い
う
）
の
讐
え
に
よ
っ
て
比
較
的
分
か
り
易
く
説
明
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
讐
え
に
よ
れ
ば
、
悟
り
の
国
の
天
空
に
は
因
陀
羅

網
が
掛
か
っ
て
い
て
、
そ
の
各
々
の
網
の
目
に
は
宝
珠
が
嵌
あ
ら
れ
て
い
て
、
各

々
の
宝
珠
は
相
互
に
す
べ
て
の
宝
珠
と
映
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
今

仮
に
、
無
限
に
あ
る
そ
の
宝
珠
の
う
ち
の
一
つ
を
取
り
挙
げ
、
こ
の
一
つ
の
宝
珠

と
映
し
合
っ
て
い
る
他
の
一
つ
の
宝
珠
の
み
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ

う
す
る
と
、
最
初
の
一
つ
の
宝
珠
は
、
先
ず
こ
れ
に
対
す
る
他
の
宝
珠
に
自
ら
の

一
切
を
映
す
。
し
か
し
、
他
の
宝
珠
に
映
っ
た
自
ら
の
映
像
は
、
そ
の
中
に
自
ら

の
像
が
映
さ
れ
て
い
る
他
の
像
と
共
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
今
度
は
自
ら
の
宝
珠

の
う
ち
に
映
し
返
さ
れ
る
。
次
い
で
、
自
ら
の
う
ち
に
自
ら
の
像
を
も
そ
の
う
ち

に
映
し
て
い
る
他
の
像
を
そ
の
う
ち
に
映
し
て
い
る
全
体
像
が
、
今
度
は
他
の
宝

珠
に
の
う
ち
に
映
し
返
さ
れ
る
。
と
い
う
仕
方
で
、
こ
の
二
つ
の
宝
珠
の
映
し
合

い
は
無
限
に
続
い
て
い
く
。
今
は
、
二
つ
の
宝
珠
の
み
を
取
り
出
し
て
そ
の
映
し
，

合
い
を
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
最
初
の
宝
珠
は
、
他
の
一
つ
と
の
映
し
A
口
い

を
、
こ
の
一
つ
の
他
の
宝
珠
と
の
み
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
他
の
宝
珠
と
も
同
様

の
仕
方
で
映
し
合
い
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
、
最
初
の
一
つ
の

宝
珠
の
み
な
ら
ず
、
他
の
全
て
の
宝
珠
が
同
様
の
映
し
合
い
を
同
様
の
仕
方
で
な
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し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
「
因
陀
羅
網
」
の
讐
え
と
同
様
に
、
人
間
に
限
ら
ず
、
森
羅
万
象
の
そ

れ
ぞ
れ
は
、
森
羅
万
象
の
そ
れ
ぞ
れ
と
、
無
意
識
的
に
で
あ
れ
、
意
識
的
に
で
あ

れ
、
絶
え
間
な
く
相
互
に
映
し
合
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
考
察
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
先
ず
人
間
の
相
互
に
お
け
る
映
し
合

い
の
み
を
考
え
て
み
る
と
、
各
人
の
「
私
」
と
或
る
「
汝
」
と
は
無
限
の
映
し
合

い
を
し
て
塾
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
」
と
「
汝
」
は
、
先
の
「
因
陀
羅

網
」
の
卜
え
に
お
い
て
各
々
の
網
の
目
に
あ
る
宝
珠
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
完
全
な

宝
珠
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
相
互
に
断
絶
し
た
全
き
独
立
自
全
の
人
格
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
映
し
合
う
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
独

立
自
全
の
自
律
に
生
き
る
人
間
に
し
て
初
め
て
、
映
し
合
い
も
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
各
々
の
「
私
」
と
「
汝
」
と
の
映
し
合
い
は
、

如
何
な
る
思
惟
の
枠
組
み
か
ら
も
開
放
さ
れ
て
、
思
惟
の
枠
組
み
な
き
絶
対
無
の

「
非
思
量
の
思
量
」
に
お
い
て
の
み
、
各
々
の
「
私
」
と
「
汝
」
と
の
映
し
合
い

は
、
各
々
の
「
汝
」
と
の
み
な
ら
ず
、
数
限
り
な
い
「
彼
」
や
「
彼
女
」
と
の
映

し
合
い
へ
と
あ
る
が
ま
ま
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
少
し
で
も
「
私
」
や
「
私

の
立
場
」
の
絶
対
化
が
入
っ
て
来
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
全
体
の
映
し
合
い
に
は
、

歪
み
や
遮
断
や
様
々
な
屈
折
が
入
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
の
あ
り
方
は
、

常
に
そ
の
よ
う
な
個
の
立
場
の
「
私
化
」
に
よ
る
歪
み
や
遮
り
や
屈
折
に
よ
っ
て

透
明
な
映
し
合
い
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
不
透
明
性
を
透
明
化
す

る
に
は
、
先
ず
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
透
明
な
宝
珠
と
な
る
と
共
に
、
各
々
の

「
汝
」
で
あ
る
宝
珠
と
透
明
な
映
し
A
了
い
（
な
い
し
関
係
）
へ
と
、
自
我
の
大
死

に
よ
っ
て
、
人
間
相
互
の
出
会
い
や
対
話
を
通
し
て
の
出
来
事
に
お
け
る
生
成
の

中
で
深
め
ら
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生
成
め
過
程
の
う
ち

で
初
め
て
、
　
「
私
と
汝
」
、
　
「
私
と
彼
」
　
「
私
と
彼
女
」
、
そ
し
て
究
極
的
に
は

「
私
と
世
界
」
と
の
映
し
合
い
は
、
本
来
的
な
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
、
同
時
に
あ

る
べ
き
映
し
合
い
へ
と
、
全
体
と
の
調
和
や
リ
ズ
ム
の
和
合
の
う
ち
で
近
づ
い
て

行
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
相
互
の
映
し
合
い
の
み
な
ら
ず
、
森
羅
万
象
の
相
互
の
映
し
合
い
は
、
右

に
述
べ
た
人
聞
相
互
の
映
し
合
い
と
同
様
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
（
西
田
の
「
絶

対
無
の
場
所
」
）
に
お
け
る
「
私
と
世
界
」
の
関
係
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
筈
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
森
羅
万
象
の
映
し
合
い
に
お

い
て
も
、
例
え
ば
環
境
破
壊
や
地
球
汚
染
や
脳
死
に
よ
る
臓
器
移
植
や
ク
三
三
ン

人
間
の
実
現
の
可
否
を
巡
っ
て
の
問
題
等
々
に
よ
り
、
そ
う
単
純
に
は
透
明
な
映

し
合
い
は
実
現
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
人
間
と
万
物

と
の
映
し
合
い
や
森
羅
万
象
相
互
の
映
し
合
い
が
、
共
に
透
明
な
関
係
へ
と
近
づ

く
た
め
の
努
力
は
、
人
類
が
存
続
す
る
限
り
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
両
者
に
お
け
る
透
明
な
映
し
合
い
は
、
人
類
が
存
続
す
る
限
り
完
全
な

姿
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
人
間
に
対
し
て
社
会

や
世
界
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
る
諸
問
題
は
、
個
的
自
己
の
心
の
平
安
や
、
個
的
自

己
と
世
界
と
の
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
け
る
相
即
性
に
よ
っ
て
の
み
で
は
解
決

さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
無
の
開
け
に
お
け
る
各
々
の
個
的
自
己
か
ら
な

る
「
多
」
の
世
界
と
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
二
」
と
の
相
即
性
か
ら
開

け
て
く
る
「
知
恵
」
や
「
霊
性
」
に
よ
っ
て
、
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有
そ
し

て
虚
無
に
お
け
る
各
時
代
の
各
人
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
く
る
緊
急
に
解
決
さ
れ
る

べ
き
問
題
に
取
り
組
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な

取
組
み
の
中
で
は
、
人
間
と
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
み
な
ら
ず
、
森
羅
万
象
に
当

然
含
ま
れ
て
い
る
「
自
然
」
や
自
然
の
「
生
命
」
の
問
題
も
係
わ
っ
て
く
る
。
現

代
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
生
命
倫
理
や
環
境
倫
理
の
新
し
い
諸
問
題
は
、

正
に
こ
の
辺
り
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
真
の
自
己
同
一
が
成
り
立
つ
た
め
に
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は
、
た
と
え
完
成
態
に
お
い
て
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
向
か
っ

て
の
無
限
の
努
力
が
人
間
の
各
々
の
自
己
に
要
請
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
個
月
自
己
に
お
け
る
自
己
と
世
界
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
は
成
り
立
っ
て
も
、
万
物
の
一
々
が
世
界
と
自
己
同
一
的
に
成
り
立
つ
た
め
に

は
、
人
間
の
個
的
自
己
に
は
た
だ
そ
れ
に
向
か
っ
て
の
無
限
の
努
力
が
許
さ
れ
て

い
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

b
．
表
現
の
世
界

　
各
々
の
取
的
自
己
に
真
の
自
己
が
覚
さ
れ
て
、
そ
の
真
の
自
己
に
覚
し
た
自
己

が
、
自
己
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
底
無
き
底
に
向
か
っ
て
沈
潜
し
て
自
己

を
見
て
い
く
と
、
個
的
自
己
は
自
己
の
う
ち
で
「
汝
」
に
撞
着
す
る
こ
と
を
、
右

に
お
い
て
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
個
的
自
己
の
自
我
が
大
死
し
て
「
汝
」
に
生
き

る
時
に
は
、
同
時
に
「
汝
」
も
「
汝
」
の
自
我
に
大
死
し
て
「
汝
」
に
対
す
る

「
私
」
に
生
き
、
そ
の
時
に
初
め
て
「
私
」
も
「
汝
」
も
真
に
「
私
」
に
な
り
、

「
汝
」
に
な
り
得
る
こ
と
を
見
た
。
し
か
も
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
絶
対
の

無
限
の
開
け
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
も
究
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
対
象
論
理
に

お
い
て
で
は
な
く
、
実
在
の
論
理
で
表
現
す
れ
ば
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
つ

ま
り
非
思
量
の
思
量
に
お
い
て
成
り
立
つ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
真
の
自

己
に
覚
し
た
「
私
」
と
「
汝
」
と
は
絶
対
に
矛
盾
し
な
が
ら
も
個
的
な
自
己
に
お

い
て
は
相
即
的
に
成
り
立
つ
と
い
う
意
味
で
の
「
自
己
同
＝
に
お
け
る
「
私
と

汝
」
の
世
界
は
、
絶
対
量
の
開
け
に
開
け
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
私
」
と

「
汝
」
の
自
己
同
一
だ
け
で
は
な
く
、
真
の
自
己
に
覚
し
た
「
彼
」
や
「
彼
女
」

や
「
こ
れ
」
や
「
そ
れ
」
や
「
あ
れ
」
等
々
か
ら
も
成
り
立
っ
て
い
る
「
私
と
世

界
」
の
自
己
同
一
の
成
り
立
つ
開
け
へ
と
突
破
し
て
い
く
。
こ
れ
が
絶
対
無
の
開

け
の
方
か
ら
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
　
「
私
」
と
「
世
界
」
と
の
自
己
同
一
性
の
世

界
が
開
け
て
く
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
さ
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
私
と
汝
と
の
自
己
同
一
性
が
成
り
立
つ
「
自
覚

的
一
般
者
」
が
思
考
の
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
覚
は
自
己
の
自
覚

か
ら
成
る
と
こ
ろ
の
意
識
や
意
志
の
立
場
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
私
と
汝
と

の
自
己
同
一
性
が
成
り
立
つ
「
自
己
の
自
覚
」
か
ら
、
自
己
と
世
界
と
の
真
の
自

己
同
一
性
の
成
り
立
つ
「
世
界
の
自
覚
」
へ
と
自
覚
が
突
破
す
る
時
に
は
、
同
時

に
自
己
と
世
界
の
真
の
自
己
同
一
性
の
成
り
立
つ
い
わ
ば
無
底
の
底
と
も
表
現
さ

れ
得
る
よ
う
な
開
け
が
開
け
て
く
る
。
す
る
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
思
考
の
枠
組

み
で
あ
る
「
自
覚
的
一
般
者
」
は
「
表
現
的
一
般
者
」
へ
と
深
め
ら
れ
、
広
あ
ら

れ
て
開
け
て
い
く
。
し
か
も
、
後
者
の
表
現
的
一
般
者
は
、
絶
対
無
の
開
け
で
あ

る
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
に
究
極
的
に
は
開
け
て
い
る
。

　
自
覚
に
お
い
て
、
自
己
の
自
覚
が
世
界
の
自
覚
に
転
換
す
る
と
き
に
は
、
前
者

の
意
識
や
意
志
の
立
場
は
消
滅
し
、
　
「
直
観
」
を
核
心
と
す
る
「
表
現
」
の
立
場

が
開
け
て
く
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
と

は
、
究
極
的
に
は
絶
対
に
矛
盾
し
対
立
し
な
が
ら
も
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
結
論
づ
け
る
前
に
、
世
界
の
自
覚
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く

考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
世
界
の
自
覚
」
は
、
直
観
を
核
心
と
し
た
「
表
現
の
世
界
」
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
表
現
の
世
界
は
、
真
の
自
己
に
覚
し
た
「
私
」

や
、
私
と
汝
の
真
の
自
己
同
一
性
に
お
け
る
「
私
」
や
「
汝
」
の
「
私
」
の
「
目

　
　
　
　
　
（
9
）

的
的
形
成
作
用
」
を
も
成
り
立
た
せ
な
が
ら
、
世
界
の
「
表
現
的
形
成
作
用
」
を
，

可
能
と
し
、
　
「
歴
史
的
実
在
」
の
世
界
に
お
け
る
「
歴
史
的
生
命
」
を
存
続
せ
し

め
る
。
表
現
的
形
成
作
用
に
よ
っ
て
初
め
て
歴
史
の
世
界
が
成
り
立
つ
が
、
形
成

作
用
は
、
絶
対
の
否
定
が
そ
の
ま
ま
肯
定
と
な
る
場
合
に
、
形
成
作
用
と
し
て
働

き
、
形
成
作
用
の
働
く
場
合
に
真
の
生
命
が
躍
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
哲
学
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の
後
半
期
に
お
い
て
は
生
命
は
、
物
質
的
生
命
、
生
物
的
生
命
、
精
神
的
生
命
に

分
け
ら
れ
る
が
、
先
の
「
真
の
生
命
が
働
く
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
生
命
の
三
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
一
に
働
く
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
の
「
表
現
的
形
成
作

用
」
に
お
け
る
「
表
現
的
」
は
、
先
に
述
べ
た
西
田
に
お
け
る
用
語
の
「
目
的
的

形
成
」
に
お
け
る
「
目
的
的
」
と
対
照
的
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
西
田

に
お
い
て
は
身
体
的
自
己
な
い
し
は
行
為
的
自
己
と
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

目
的
的
形
成
作
用
と
表
現
的
形
成
作
用
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

自
己
と
世
界
の
自
己
同
一
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
る
、
先
ず
西
田
で
の
身
体
的
自
己

に
お
け
る
目
的
的
形
成
作
用
は
、
個
的
自
己
の
可
能
性
を
個
の
立
場
で
発
展
さ
せ
、

成
長
さ
せ
、
個
の
自
己
の
目
的
を
達
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

西
田
哲
学
の
前
半
期
の
「
自
己
の
自
覚
」
の
立
場
の
要
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
ま
た
身
体
的
自
己
（
行
為
的
自
己
）
に
お
け
る
「
表
現
的
形
成
作
用
」
は
、

個
的
自
己
の
自
我
が
大
死
し
て
、
個
的
自
己
が
歴
史
的
実
在
の
世
界
や
こ
れ
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
歴
史
的
生
命
の
一
表
現
点
、
一
形
成
点
と
な
り
果
て
、
、
全
体

を
成
り
立
た
せ
る
単
な
る
周
辺
の
一
点
に
成
り
果
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
真
の

身
体
的
自
己
に
お
い
て
は
、
両
者
の
形
成
作
用
は
、
本
来
的
に
は
一
に
働
い
て
い

る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
身
体
的
自
己
に
お
い
て
は
、
両
者
の
形
成
作
用

は
、
各
々
の
身
体
的
自
己
の
生
き
る
時
期
や
時
代
や
環
境
に
よ
り
、
両
形
成
作
用

の
い
つ
れ
か
に
偏
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
次
に
、
西
田
哲
学
の
主
と
し
て
後
半
期
に
お
け
る
歴
史
的
生
命
に
支
え
ら
れ
た

歴
史
的
実
在
の
世
界
に
お
け
る
世
界
の
自
覚
で
の
目
的
的
形
成
的
作
用
も
、
前
半

期
に
お
い
て
と
同
様
、
重
要
な
働
き
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
西
田
の
後
半
期
の
哲

学
に
お
け
る
「
世
界
の
自
覚
」
で
の
表
現
的
形
成
作
用
は
、
全
歴
史
の
二
」
と

し
て
の
歴
史
的
世
界
の
歴
史
や
歴
史
的
生
命
の
形
成
作
用
を
意
味
す
る
。
歴
史
的

実
在
の
世
界
に
お
け
る
身
体
的
自
己
の
目
的
的
形
成
作
用
と
世
界
の
表
現
的
形
成

作
用
と
の
関
係
は
、
先
の
「
自
己
の
自
覚
」
に
お
い
て
は
、
身
体
的
自
己
の
意
識

や
意
志
に
支
え
ら
れ
た
目
的
的
形
成
作
用
が
い
わ
ば
先
導
的
働
き
を
な
す
と
考
え

ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
半
期
の
「
世
界
の
自
覚
」
に
お
い
て
は
む
し
ろ
「
表
現
的

形
成
作
用
」
の
方
が
目
的
的
形
成
作
用
に
対
し
て
先
導
的
に
見
え
勝
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
　
「
自
己
の
自
覚
」
と
「
世
界
の
自
覚
」
の
関
係
が
、
絶
対
に
対
立
し
、

矛
盾
し
な
が
ら
も
、
歴
史
的
実
在
の
世
界
に
お
い
て
は
本
来
的
に
は
相
即
的
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
様
に
、
　
「
世
界
の
自
覚
」
に
お
け
る
身
体
的
自
己
の
目
的

的
形
成
作
用
と
世
界
の
表
現
的
形
成
作
用
と
は
、
絶
対
的
に
対
立
し
、
矛
盾
し
な

が
ら
も
、
本
来
的
に
は
同
時
に
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

真
の
身
体
的
自
己
が
消
滅
し
て
世
界
だ
け
の
残
る
全
体
主
義
か
、
あ
る
い
は
本
来

的
な
歴
史
的
実
在
の
世
界
が
消
滅
し
て
、
独
裁
主
義
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
身
体
的
自
己
の
目
的
的
形
成
作
用
と
世
界
の
表
現
的
形
成
作
用
と
は
、

自
己
の
自
覚
に
お
い
て
も
、
世
界
の
自
覚
に
お
い
て
も
、
本
来
的
に
は
ど
こ
ま
で

も
相
量
的
で
あ
る
。

　
身
体
的
自
己
の
意
識
や
意
志
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
自
我
が
大
死
を
遂
げ
て
、

世
界
の
表
現
的
形
成
作
用
に
埋
没
し
き
っ
た
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
よ
う
と
も
、

正
に
こ
の
大
死
に
よ
っ
て
、
身
体
的
自
己
の
目
的
的
形
成
作
用
は
真
の
目
的
的
形

成
作
用
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
逆
に
、
世
界
の

表
現
的
形
成
作
用
は
、
そ
の
内
で
生
ま
れ
変
わ
っ
た
真
の
身
体
的
自
己
の
目
的
的

形
成
作
用
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
、
変
化
さ
せ
ら
れ
、
却
っ
て
歴
史
的

実
在
の
世
界
が
真
の
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
な
る
と
言
う
こ
と
が
で
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

西
田
が
身
体
的
「
自
己
は
歴
史
的
世
界
の
底
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
」
と
語
る

場
合
の
私
た
ち
の
「
自
己
」
は
、
正
に
そ
の
よ
う
な
自
己
、
つ
ま
り
歴
史
的
世
界

を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
身
体
的
自
己
で
あ
る
。

　
身
体
的
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
は
、
絶
対
的
に
対
立
し
、
矛
盾
し
な
が
ら
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も
、
本
来
的
に
は
同
時
に
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
身
体
的
自

己
の
目
的
的
形
成
作
用
と
世
界
の
表
現
的
形
成
作
用
と
は
、
身
体
的
自
己
の
自
覚

に
お
い
て
も
世
界
の
自
覚
に
お
い
て
も
、
つ
ま
り
前
者
の
意
識
や
意
志
の
立
場
に

お
い
て
も
、
直
観
を
要
と
し
た
表
現
の
世
界
に
お
い
て
も
、
絶
対
的
に
対
立
し
、

矛
盾
し
な
が
ら
も
、
本
来
的
に
は
同
時
に
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。

た
だ
現
実
に
お
い
て
は
、
人
類
の
立
場
や
国
家
の
立
場
や
個
の
立
場
（
つ
ま
り
、

類
、
種
、
個
の
立
場
）
に
お
け
る
様
々
の
関
係
の
齪
麟
や
、
そ
れ
ら
の
諸
関
係
の

お
い
て
あ
る
開
け
が
限
界
づ
け
ら
れ
、
種
々
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
枠
組
み
に
よ
っ
て

制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
形
成
作
用
の
各
々
に
お
け
る
関
係
の
翻
身

や
そ
れ
ら
両
者
の
形
成
作
用
の
関
係
の
齪
鱈
に
よ
っ
て
、
歪
み
や
遮
り
や
断
絶
の

諸
関
係
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
　
「
自
己
の
自
覚
」
に
お
い
て
は
、
身
体
的
自
己
は
、
意
識
や
意
志
の
立

場
と
も
言
え
る
自
覚
的
一
般
者
の
方
向
か
ら
絶
対
無
の
開
け
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
　
「
世
界
の
自
覚
」
に
お
い
て
は
、
絶
対
の
無
限
の

開
け
か
ら
直
観
（
西
田
で
は
「
行
為
的
直
観
」
）
を
要
と
し
た
表
現
の
世
界
へ
と
、

身
体
的
自
己
は
方
向
を
百
八
十
度
転
換
し
て
い
る
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
向
か

う
意
識
の
方
向
と
絶
対
の
無
限
の
開
け
か
ら
表
現
に
向
か
う
両
方
向
は
、
絶
対
に

対
立
し
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
、
本
来
的
に
は
同
時
に
、
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い

る
。
両
者
の
相
違
は
、
た
だ
前
者
で
は
意
識
の
立
場
が
優
先
し
て
い
る
が
、
後
者

で
は
表
現
の
立
場
が
意
識
の
場
を
包
み
込
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
　
「
表
現
」
に
つ
い
て
簡
単
に
論
述
し
て
お
き
た
い
。

　
　
「
表
現
」
と
は
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
原
体
験
（
西
田
で
は
「
純
粋

経
験
」
）
が
、
意
識
や
意
志
の
立
場
を
超
越
し
て
、
形
や
声
の
世
界
等
々
の
文
化

の
世
界
（
種
［
紹
Φ
o
一
①
。
・
］
の
世
界
）
へ
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ

て
、
表
現
の
世
界
は
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
文
化
の
世
界
と
し
て
の
「
種
」

の
世
界
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
身
体
的
な
個
的
自
己
に
万
物
と
の
一
体
経
験
が
露

わ
と
な
っ
て
、
類
と
個
の
一
に
覚
し
た
個
の
自
己
に
は
、
普
遍
の
立
場
（
類
）
と

個
の
立
場
の
根
源
的
一
体
の
経
験
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
の
立
場

（
種
）
が
、
類
と
個
と
種
0
相
互
の
関
係
の
透
明
性
を
露
わ
に
す
る
何
ら
か
の
作

品
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。
自
我
の
大
死
に
よ
っ
て
作
品
に
自
ら
の
根
源
的
体
験

を
表
現
し
た
個
的
自
己
は
、
世
界
を
形
成
す
る
数
知
れ
ぬ
程
の
無
数
の
表
現
点
の

中
の
た
だ
の
一
つ
の
表
現
点
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
こ
そ
逆
に
、

根
本
経
験
を
表
現
し
た
身
体
的
自
己
が
、
そ
の
表
現
の
中
に
万
物
に
通
魅
し
た
真

に
生
き
た
自
己
と
し
て
躍
動
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
世
界
は
、

こ
の
時
、
身
体
的
自
己
に
お
い
て
と
は
逆
の
方
向
か
ら
語
る
こ
と
に
な
る
が
、
根

本
経
験
が
身
体
的
自
己
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
作
品
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
生
命

の
力
が
増
し
、
歴
史
的
実
在
の
世
界
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
根
本

経
験
の
表
現
に
よ
っ
て
、
身
体
的
自
己
は
、
歴
史
的
実
在
の
世
界
を
変
え
る
こ
と

（
西
田
の
「
限
定
す
る
こ
と
」
）
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
逆
に
歴
史
的
実
在
の
世
界

は
身
体
的
自
己
が
万
物
と
一
体
で
同
根
で
あ
る
と
い
う
根
本
経
験
の
表
現
を
変
え

さ
せ
る
こ
と
（
西
田
の
「
限
定
す
る
こ
と
」
）
も
で
き
る
こ
と
に
、
こ
こ
で
注
意

が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
哲
学
は
、
決
し
て
現
状
維
持
の
哲
学
で
は

な
い
こ
と
に
、
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
、
哲
学
に
お
け
る
「
同
一
性
」
と
「
自
己
同
一
性
」
の
問
題
に

戻
れ
ば
、
　
「
表
現
」
に
お
い
て
初
め
て
本
来
的
に
、
　
「
同
一
性
」
と
「
自
己
同
一

性
」
の
問
題
が
考
察
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
同
一
性

や
自
己
同
一
性
の
問
題
は
、
　
「
根
拠
無
き
根
拠
」
と
か
「
無
底
の
底
」
と
し
か
表

現
の
し
よ
う
の
な
い
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
け
る
こ
の
開
け
の
根
本
経
験
を
表

現
す
る
に
際
し
て
、
初
め
て
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
開
け
の
根
本
経
験

に
お
い
て
、
一
切
の
も
の
の
自
己
同
一
性
が
根
源
的
に
経
験
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
も
、
個
に
開
け
が
根
本
的
に
経
験
さ
れ
て
も
、
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
直
ぐ
に

消
え
果
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
表
現
は
、
先
に
挙
げ
た

華
厳
経
の
「
因
陀
羅
網
」
の
匿
え
に
お
け
る
、
あ
の
網
の
目
に
あ
る
無
数
の
宝
珠

の
相
互
の
映
し
合
い
の
表
現
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
身
体
的
自
己
の

根
拠
や
万
物
の
根
拠
は
、
自
ら
が
独
立
自
全
の
自
己
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
と
同

時
に
万
物
と
映
し
合
い
を
し
て
い
る
万
物
の
一
々
と
に
存
し
て
い
る
こ
と
に
、
あ

る
。
つ
ま
り
、
身
体
的
自
己
が
、
独
立
自
益
の
自
己
で
あ
る
こ
と
（
同
一
律
）
と
、

万
物
の
一
々
と
相
互
に
根
拠
を
置
き
合
っ
て
、
映
し
合
う
絶
対
無
の
開
け
そ
の
も

の
と
に
、
身
体
的
自
己
に
お
い
て
は
一
切
の
二
元
性
、
多
元
性
、
両
極
性
、
二
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

対
立
性
が
「
一
」
に
生
き
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
己
同
一
性
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
万
物
の
一
々
の
根
拠
は
、
身
体
的
自
己
の
同
一
性
（
根

拠
）
、
つ
ま
り
思
惟
の
三
原
理
の
一
つ
で
あ
る
同
一
律
に
と
同
時
に
、
常
に
身
体

的
自
己
の
絶
対
の
開
け
（
西
田
哲
学
の
い
わ
ば
底
無
き
底
と
し
て
の
「
絶
対
音
の

場
所
」
）
で
の
「
自
己
同
一
性
」
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

　
（
1
5
）

き
る
。

3
．
　
「
同
一
性
」
と
「
自
己
同
一
性
」
に
つ
い
て

　
キ
リ
ス
ト
教
の
旧
約
聖
書
の
創
世
記
第
一
章
二
十
七
節
に
は
、
神
は
自
分
の
形

（一

?
X
σ
q
O
　
O
Φ
一
）
に
似
せ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け
る
身
体
的
自
己
の
根
拠
と
し
て
の
同
一
性
や
、
身
体
的
自
己
の
無

根
拠
の
根
拠
と
し
て
の
自
己
同
一
性
の
問
題
と
深
く
係
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
創
世
記
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
間
の
根
拠
と
し
て
の

同
一
性
は
、
そ
の
原
像
（
d
旨
一
一
α
）
と
し
て
の
神
に
存
す
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
神
の
像
に
似
せ
て
創
造
さ
れ
た
人
間
の
同
一
性
は
、
独
立
自
存
の

自
律
的
な
個
的
自
己
に
存
す
る
と
同
時
に
、
神
に
存
す
る
と
理
解
さ
れ
る
。
た
と

え
、
神
が
絶
対
有
の
神
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
、
絶
対
無
の
神
と
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
れ
、
そ
う
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
絶
対
有
の
神
に
お
い
て
は
人

間
の
根
拠
と
し
て
の
同
一
性
は
自
律
的
自
己
に
と
同
時
に
、
神
の
絶
対
有
と
し
て

の
有
に
あ
り
、
後
者
の
絶
対
無
の
神
に
お
い
て
は
人
間
の
根
拠
は
、
無
毒
の
底
な

い
し
は
「
無
根
拠
の
根
拠
」
に
お
け
る
万
物
の
相
互
の
映
し
合
い
の
う
ち
に
成
り

立
つ
万
物
相
互
の
自
己
同
一
性
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
仏
教
に
お
い
て
は
現
像
（
年
9
一
α
）
と
そ
の
模
像
（
冨
0
7
9
匠
）
と
し
て

の
人
間
と
い
う
考
え
方
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
い
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

お
い
て
は
、
標
的
自
己
の
同
一
性
は
、
自
律
的
な
自
己
に
と
同
時
に
「
有
そ
の
も

の
」
の
世
界
に
存
す
る
こ
と
を
先
に
見
た
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
を
基
礎
と
し
た

西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
律
的
な
尊
報
自
己
に
同
一
性
が
存
す
る
と
同
時
に
、

絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
妥
当
す
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
け
る
自
己
と
世
界

と
の
自
己
同
｝
性
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
後
者
の
自
己
同
一
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
神
が
絶
対
無
の
神
と
し
て
経
験
さ
れ
、
且
つ
表
現
さ
れ
る
場
合
に
も
、
成
り
立

っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。
現
代
の
よ
う
な
人
間
相
互
の
信
頼
や
愛
や
同
感
を

喪
失
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
個
的
自
己
の
相
互
の
映
し
合
い
を
可
能
に
す
る
自

己
同
一
性
の
開
け
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
お
け
る
同
一
性
の
世
界
で
は
、
人
類
の
個
々
の
人
間
の
心
に
は
十
分
な
癒
し

が
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
心
の
癒
し
に
は
、
人
間
と
し
て
の
人
間

ら
し
さ
、
つ
ま
り
人
間
性
と
倫
理
性
と
豊
か
な
宗
教
性
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
同
一
性
の
世
界
で
は
、
西
田
で
の
自
己
同
一
性
の
世
界
に

お
け
る
程
の
癒
し
や
人
問
と
し
て
の
自
由
を
も
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
二
十
一
世
紀
に
は
、
是
非
と
も
非
思
量
の
思
量
と

も
言
え
る
思
索
に
お
け
る
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
要
請
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
加
え
ら
れ
る
時
に
、
個
的
自
己
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の
自
我
が
大
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
的
自
己
は
自
己
と
し
て
真
に
成
り
立
ち
、

同
時
に
そ
の
時
に
初
め
て
他
者
性
も
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
個
的
自
己
が
自
我
に
大
死
し
て
真
に
自
己
に
、
即
ち
個
的
自
己

に
し
で
同
時
に
万
物
の
自
己
で
あ
る
、
両
者
の
自
己
を
包
括
し
た
自
己
に
覚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
個
的
自
己
と
は
絶
対
の
断
絶
を
お
き
な
が
ら
同
時
に
通

底
し
て
い
る
、
真
の
他
者
性
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

（
注
）

（
1
）
ド
イ
ツ
語
の
ω
o
冒
を
「
有
」
と
し
、
　
「
存
在
」
と
訳
さ
な
い
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、

　
　
　
〇
三
〇
み
7
8
－
一
〇
。
。
幽
①
　
（
存
在
論
で
あ
り
神
論
で
あ
る
形
而
上
学
）
を
克
服
し
よ
う
と
し

　
　
　
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
蕾
『
ニ
ロ
蕾
乙
。
ウ
。
σ
q
①
さ
竃
魯
一
一
8
雪
§
α
O
一
＝
o
「
魯
N
噛
¢
一
N
』
霧
民
。
」
㊤
盟
　
参
照
。

（
3
）
客
臨
〇
三
⑦
σ
Q
ひ
q
o
憎
』
o
『
ω
帥
欝
く
。
騨
O
「
§
二
』
．
逡
・
幹
一
。
。
ら
瑠
Z
o
。
。
落
」
㊤
㎝
刈
　
参
照
。

（
4
）
O
戸
。
；
”
δ
。
。
●

（
5
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
形
而
上
学
の
克
服
は
、
詩
作
の
世
界
へ
の
退
歩
乃
至
は
帰
還
と
理
解

　
　
　
さ
れ
る
。

（
6
）
　
『
雪
賓
頒
古
』
　
（
禅
の
語
録
十
五
）
、
入
矢
義
高
、
梶
谷
宗
忍
、
柳
田
聖
山
著
、
筑
摩

　
　
　
書
房
、
　
一
一
八
頁
参
照
。

（
7
）
同
右
掲
書
、
一
六
七
頁
参
照
。

（
8
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
、
坐
禅
箴
の
巻
参
照
。

（
9
）
目
的
的
形
成
作
用
と
表
現
的
形
成
作
用
と
に
つ
い
て
は
、
　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十

　
　
　
巻
の
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
に
つ
い
て
は
他

　
　
　
の
機
会
に
詳
論
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
論
を
省
き
た
い
。

（
1
0
）
西
田
は
、
生
命
を
①
物
質
的
生
命
、
②
生
物
的
生
命
、
③
精
神
的
生
命
、
に
分
け
る
が
、

　
　
　
筆
者
は
、
②
と
③
の
間
に
動
物
的
生
命
を
、
ま
た
③
の
次
に
宗
教
的
い
の
ち
を
入
れ
て
、

　
　
　
五
段
階
に
分
け
て
考
え
る
。

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

注
の
（
9
）
を
参
照
。

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
八
巻
、
＝
二
九
頁
。

西
田
に
お
け
る
表
現
の
問
題
は
、
他
の
機
会
（
『
禅
学
研
究
』
第
七
九
号
）
に
詳
論
し

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
ば
、
詳
論
を
省
き
た
い
。

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
巻
、
九
十
八
頁
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
絶
対
現
在
を

私
は
場
所
と
伝
う
」
を
参
照
。

M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
個
的
自
己
の
同
一
性
は
、
同
一
律
の
語
る
同
じ
も

の
と
「
有
そ
の
も
の
」
の
世
界
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
、
西
田
に
お
い
て
と
は
相

違
す
る
。
西
田
で
は
絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る
同
一
性
は
、
自
己
同
一
と
し
て
成
り
立

ち
、
同
一
性
と
は
表
現
さ
れ
な
い
。
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