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「
自
己
と
世
界
」
の
問
題

i
西
田
哲
学
を
介
し
て
一

花

岡

永

子

古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
、
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お

い
て
は
、
「
自
己
と
世
界
」
と
の
関
係
が
中
心
的
な
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
人
間
の
個
に
つ
い
て
は
、
近
世
哲
学
の
父
と
言
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
臼
・
∪
Φ
甲

。
霧
冨
。
。
レ
器
①
1
δ
α
O
）
が
、
「
我
思
う
故
に
我
有
り
］
（
8
σ
q
詳
。
霞
σ
q
o
雲
§
）

と
言
っ
て
、
す
べ
て
を
自
我
が
疑
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め

て
個
と
し
て
の
自
我
を
哲
学
の
漫
心
に
据
え
た
。
ま
た
、
カ
ン
ト
（
H
国
魯
暮
”
一
筆
心

i
一
。
。
O
心
）
は
、
理
論
理
性
に
対
す
る
実
践
理
性
の
優
位
の
立
場
か
ら
、
意
志
の
自

律
の
理
念
を
樹
立
し
た
。
そ
し
て
、
他
者
の
道
具
や
手
段
に
成
り
果
て
る
こ
と
の

な
い
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
の
人
間
の
人
格
の
尊
厳
性
を
、
定
言
命
法
と
し
て
の

道
徳
法
則
の
理
念
か
ら
樹
立
し
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
も
人
間
の
個
の
自
己
の
内

面
へ
と
自
覚
的
に
眼
を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
存
哲
学
の
祖
で

あ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
：
ル
（
。
。
．
田
Φ
跨
Φ
σ
q
簿
鶏
山
し
。
。
お
⊥
。
。
α
α
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
立
場
か
ら
「
自
己
」
を
究
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
彼
に
お
け
る
自
己
の
究

明
は
、
実
存
の
自
己
と
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
意
志
の
立
場
で
の
関
係
の
内
で
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
有
の
立
場
を
も
超
え
て
、
自
己

を
究
明
す
る
た
め
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
考
え
に
達
し
た
の
が
、
日
本
の
哲
学

者
、
西
田
幾
多
郎
（
一
〇
〇
刈
O
一
一
⑩
劇
α
）
で
あ
る
。

　
日
本
の
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
は
、
彼
の
哲
学
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
「
絶
対
無

の
場
所
」
の
立
場
か
ら
、
自
己
と
世
界
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
を
主
張
す
る
。

絶
対
無
の
場
所
は
、
大
乗
仏
教
の
「
縁
起
」
を
哲
学
的
に
言
い
換
え
た
も
の
と
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

解
さ
れ
得
る
が
、
そ
れ
は
、
自
ず
か
ら
然
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
自
然
な
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

の
場
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
な
場
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
の

無
の
場
所
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
の
限
定
と
し
て
の
弁
証
法
的
一
般

者
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
は
、
自
己

と
世
界
と
の
相
互
否
定
的
で
同
時
に
相
互
限
定
的
な
関
係
を
可
能
に
す
る
。
西
田

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
自
己
と
世
界
」
の
理
解
は
、
二
十
世
紀
末
の
諸
問
題
を

突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
現
代
の
哲
学
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
解
決
の
た
め
の
多
大
な

ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
日
本
独
自
の
哲
学
は
、
独
創
的
な
哲
学
者
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
に
お
い

て
始
ま
る
。
西
欧
の
哲
学
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
へ

驚
き
を
も
っ
て
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
西
田
は
、
哲
学
は
人
生
の

悲
哀
を
も
っ
て
始
ま
る
と
主
張
す
る
。
し
か
も
、
西
田
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
己

事
究
明
か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
西
欧
の
哲
学
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
、

デ
カ
ル
ト
以
前
ま
で
は
、
人
間
の
個
と
し
て
の
あ
り
方
を
哲
学
の
中
心
に
据
え
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
言
っ
て
、
人
間
に

お
け
る
「
無
知
の
知
」
を
強
調
し
、
人
間
の
個
的
あ
り
方
を
一
見
重
視
し
た
よ
う

に
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
も
、
個
よ
り
も
も
っ
と
普

遍
的
な
徳
（
ぎ
σ
q
Φ
民
）
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
。
西
欧
の
古
代
や
中
世
に
お
い
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て
は
、
人
間
の
個
が
哲
学
の
中
心
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
世
哲
学
の
父
と
言
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
我
思

う
故
に
我
有
り
」
（
こ
の
言
葉
は
、
考
え
る
我
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
）
と
言
っ
て
、
一
切
を
先
ず
自
我
が
疑
う
こ
と
を
哲
学
の
出
発
点
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
、
神
か
ら
で
は
な
く
、
自
我
（
Φ
σ
q
o
）

か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
未
だ
一
切
を
疑
っ
て
い
る
自
我
が
、
ど

の
よ
う
に
し
て
自
己
に
目
覚
め
て
行
く
か
と
い
う
自
覚
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
疑
い
の
眼
を
自
ら
の
内
へ
向
け
る
こ
と
は
、
か
れ

の
哲
学
の
申
心
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
人
間
の
自
我
（
α
島
H
o
げ
）
が
何
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
哲
学
的
に
眼
を
向
け
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト

は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
悟
性
に
よ
っ
て
は
誤
謬
推
理
と
し
て
し
か

成
り
立
ち
得
な
い
Ω
舘
H
魯
が
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
定
言
命
法

と
し
て
の
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
自
由
と
、
自
由
の
認
識
根
拠
と
し
て

の
道
徳
法
則
と
い
う
、
道
徳
法
則
と
自
由
と
の
関
係
か
ら
、
実
践
理
性
の
自
律
を

樹
立
し
た
。
そ
し
て
、
人
間
の
個
に
お
け
る
、
他
日
の
た
め
の
単
な
る
道
具
と
か

手
段
に
な
り
果
て
る
こ
と
の
な
い
人
格
し
て
の
尊
厳
性
を
確
立
し
た
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
も
、
人
間
の
個
の
自
己
の
内
側
へ
眼
を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
自
己

を
哲
学
の
中
心
に
据
え
る
た
め
に
は
、
一
方
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う

な
単
な
る
理
性
の
限
界
の
内
部
で
の
、
最
高
善
（
福
徳
の
一
致
）
の
成
就
の
た
め

に
要
請
さ
れ
る
理
神
論
的
神
は
超
え
ら
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

他
方
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自
由
が
道
徳
法
則
に
従
う
自
由
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
悪
に
も
向
か
う
よ
う
な
「
人
間
的
自
由
」
の
問
題
と
し
て
深
め
ら
れ
、
自
覚

の
問
題
意
識
が
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
に
述
べ
た
よ
う
な
、
一
方
で
は
理
神
論
的
な
神
を
も
超
え
、
ま
た
他
方
で
は

悪
へ
の
自
由
を
も
含
ん
だ
「
人
間
的
自
由
」
を
究
め
つ
～
、
人
間
の
自
己
を
究
明

し
た
の
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
宗
教
哲
学
者
、
S
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
自
己
を
哲
学
的
、
神
学
的
に
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
「
哲
学
的
」
と
い
う
意
味
は
、
哲
学
は
本
来
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
、

あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
を
根
源
的
に
説
明
し
、
且
つ
記
述
す
る
と
い
う
任
務
を
持
つ

の
で
、
自
己
を
も
根
源
的
に
説
明
し
、
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
場
合
の
「
神
学
的
」
と
い
う
意
味
は
、
哲
学
は
対
象
化
さ
れ
た
真
理
や
事
実

の
世
界
を
の
み
な
ら
ず
、
対
象
化
さ
れ
得
な
い
実
在
の
世
界
や
心
霊
上
の
事
実
の

世
界
を
も
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
自
己
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の

関
係
か
ら
説
明
し
、
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
西
田
幾
多
郎
は
、
以
上
の
よ
う
な
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
自
己
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
立
場

な
き
立
場
、
即
ち
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
で
あ
る
彼
の
所
謂
「
絶
対
の
無
の
場
所
」

か
ら
、
更
に
発
展
さ
せ
て
、
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
自
己
を
キ
リ
ス
ト
教
の

神
と
の
関
係
か
ら
究
明
す
る
だ
け
で
は
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
自
己
は
全
て

の
人
に
妥
当
す
る
よ
う
な
自
己
の
究
明
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
絶
対
無

の
場
所
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
も
な
く
、
そ
の
憩
い
か
な
る
宗
教
の
神

で
も
な
い
よ
う
な
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
の
自
己
の
究
明
（
事
事
究
明
）

と
絶
対
無
の
場
所
と
の
関
係
の
究
明
は
、
す
べ
て
の
人
に
根
源
的
に
妥
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
、
万
人
に
根
源
的
に
妥
当
す
る

自
己
の
究
明
と
、
絶
対
無
の
場
所
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
弁
証
法
的
一

般
者
、
つ
ま
り
世
界
と
の
関
係
の
究
明
が
、
二
十
世
紀
末
の
現
代
に
最
も
必
要
と

さ
れ
て
い
る
究
明
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
来
世
紀
を
迎
え
る
こ
と
す
ら
不

可
能
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
世
紀
末
の

現
代
に
お
け
る
諸
問
題
、
即
ち
、
環
境
汚
染
や
政
府
高
官
や
企
業
界
、
経
済
界
等
々

に
お
け
る
汚
職
に
見
ら
れ
る
人
間
性
の
堕
落
や
歪
曲
に
起
因
す
る
諸
問
題
、
脳
死
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や
新
宗
教
に
お
け
る
心
な
き
挙
動
、
殺
人
事
件
、
安
楽
死
や
堕
胎
と
い
う
人
間
の

生
命
や
命
に
対
す
る
尊
厳
の
感
情
の
喪
失
の
問
題
、
ま
た
非
行
少
年
や
自
閉
児
や

登
校
拒
否
の
児
童
等
々
に
お
け
る
情
意
の
不
健
全
な
発
育
や
障
害
に
よ
る
諸
問
題

等
々
の
、
あ
た
か
も
解
決
不
可
能
の
よ
う
に
見
え
る
現
代
の
諸
問
題
は
、
人
間
や

万
物
の
自
己
の
理
解
や
そ
の
自
覚
に
お
け
る
不
十
分
さ
ど
、
自
己
と
世
界
の
関
係

を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
自
己
と
世
界
と
こ
れ
ら
両
者
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
小
論

の
中
心
問
題
で
あ
る
。

凹、

u
関
係
」
に
つ
い
て

　
人
間
は
、
自
我
に
目
覚
め
る
時
に
は
、
一
切
を
対
象
化
し
て
各
々
の
も
の
の
本

質
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
対
象
的
一
三

（
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
如
き
実
体
と
し
て
の
神
）
の
働
き
を
媒
介
的
一
般

者
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
我
も
、
主
語
的
囲
者
の
属
性
を

述
語
的
一
般
者
と
し
て
、
こ
の
臼
己
限
定
を
判
断
論
理
と
し
て
理
解
す
る
。
し
か

し
、
人
間
は
、
自
己
に
目
覚
め
る
時
に
は
、
自
己
が
関
係
の
中
に
生
き
て
い
る
現

有
（
U
器
Φ
貯
）
で
あ
る
事
実
を
自
覚
す
る
。

　
私
た
ち
人
間
の
一
人
一
人
は
、
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
一
。
◎
o
o
O
I
一
⑩
刈
O
）
も
語
っ

て
い
る
よ
う
に
、
頽
落
的
あ
り
方
に
埋
没
し
な
い
限
り
、
現
有
と
し
て
、
つ
ま
り

そ
の
本
質
と
し
て
の
実
存
と
し
て
存
し
て
い
る
場
合
に
は
、
自
ら
が
、
世
界
に
投

げ
出
さ
れ
て
い
る
被
投
法
有
β
①
ミ
。
三
筆
＄
◎
。
Φ
ぎ
）
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る

に
至
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
人
間
は
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
有
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
革
命
的
有
（
Φ
昌
け
零
O
弓
h
Φ
β
O
o
o
　
m
脚
Φ
一
5
）
と
し
て
の
世
界
－
内
－
有
（
百
ム
Φ
雫
ミ
。
一
壁

。。

ｳ
貯
）
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
に
到
る
。
と
い
う
の
も
、
現
有
（
U
p
器
貯
）
の

現
（
∪
櫛
）
が
そ
れ
を
開
示
し
（
Φ
冨
。
包
歪
ω
魯
）
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
、
先
ず
世
界
の
内
で
企
劃
す
べ
く
世
界
の
内

へ
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
現
有
と
し
て
存
し
て
い
る
存
在
と
理
解
さ
れ
得
る
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、
右
に
お
い
て
簡
単
に
見
た
よ
う
に
、
彼
の
哲
学
の
前
半
期
の
主
著

『
有
と
時
』
（
ω
Φ
貯
巨
Ω
N
Φ
許
一
当
刈
）
に
お
い
て
は
、
人
間
は
U
9
器
ぎ
の
U
p

が
開
き
示
す
（
O
弓
ω
O
｝
｝
一
一
Φ
ω
ω
Φ
謬
）
世
界
の
中
に
、
過
断
す
べ
く
投
げ
出
さ
れ
て
い

る
世
界
－
内
－
有
（
一
昌
一
幽
Φ
『
ー
ノ
ン
N
O
一
調
一
ω
Φ
帥
5
）
と
し
て
の
現
有
と
い
う
あ
り
方
に
お
い

て
、
世
界
と
密
接
な
関
係
の
内
に
あ
る
人
間
の
実
存
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
後
半
期
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
先
ず
『
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
（
d
「
Φ
げ
Φ
吋
　
◎
Φ
謬
　
｝
幽
β
疑
＝
四
【
一
一
の
昌
回
‘
の
）
（
お
ミ
）
で
、
周
知
の
よ

う
に
、
有
（
o
。
Φ
ぎ
）
の
開
け
（
U
9
）
を
語
り
、
現
有
の
世
界
－
内
－
存
在
と
し
て

の
特
色
を
語
り
、
そ
の
後
『
講
演
と
論
文
』
（
〈
o
夢
裏
Φ
σ
q
o
慧
山
〉
亀
。
。
器
言
①
”

一
⑩
罐
）
、
『
同
一
性
と
差
異
』
（
崔
。
旨
詳
9
9
至
重
∪
旨
h
Φ
器
風
炉
一
Φ
零
）
り
『
言
葉
へ

の
途
上
』
（
d
昌
8
暑
Φ
σ
q
。
。
弩
増
ω
胃
碧
ゴ
9
一
⑩
α
O
）
等
々
に
お
い
て
、
有
そ
の
も
の

の
性
起
（
三
冠
σ
q
巳
ω
）
の
視
点
か
ら
、
有
そ
の
も
の
と
人
間
と
の
布
置
禽
。
房
け
Φ
憎

一
蓋
試
。
渉
）
を
、
前
者
の
後
者
へ
の
性
起
と
い
う
形
で
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

既
に
、
人
間
と
有
そ
の
も
の
（
◎
◎
Φ
帥
5
　
　
口
。
①
一
一
り
ω
け
）
と
が
同
一
性
の
本
質
で
あ
る
と

い
う
洞
察
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
洞
察
は
、
も
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
お
け
る

有
そ
の
も
の
が
、
仮
に
世
界
と
理
解
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
人
間
と
人
間
が
そ
こ
に

お
い
て
あ
る
世
界
と
の
関
係
が
、
前
半
期
に
お
い
て
よ
り
も
遙
に
深
く
相
即
的
に

理
解
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
有
そ
の
も
の
」
（
審
ω
◎
。
Φ
ぎ
器
ま
魯
）

は
、
人
聞
が
そ
こ
に
お
い
て
有
り
得
る
、
万
人
に
妥
当
す
る
究
極
的
な
場
で
あ
り

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身

も
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
（
≦
p
ω
聾
ζ
g
遇
ξ
ω
涛
噂
レ
リ
㈹
⑩
）
の
中
で
、
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「
無
の
根
源
的
開
け
無
く
し
て
は
、
い
か
な
る
自
己
有
も
な
く
、
ま
た
自
由
も
な

い
」
（
○
ぎ
。
葭
。
。
娼
謹
Φ
昌
σ
q
ま
げ
O
O
恥
h
①
μ
ゲ
Φ
詳
傷
＄
Z
甘
耳
の
ド
。
ぎ
o
D
o
ま
。
。
3
0
言
§
“

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
ね

ざ
貯
。
孚
Φ
臣
Φ
霊
）
と
、
ま
た
、
「
無
が
有
と
し
て
現
成
す
る
」
（
臼
。
器
ω
2
甘
暮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

毛
Φ
の
け
巴
ω
島
器
ω
巴
戸
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る

「
有
る
も
の
の
有
」
（
島
器
◎
。
Φ
乱
塾
＄
◎
。
Φ
貯
巳
Φ
5
）
あ
る
い
は
「
有
そ
の
も
の
」

（
α
㊤
o
o
　
の
Φ
け
P
　
の
①
一
び
口
。
け
）
は
、
人
間
が
そ
こ
に
お
い
て
生
き
る
究
極
の
相
と
は
言
い

難
い
か
ら
で
あ
る
。
西
田
哲
学
か
ら
見
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
有
る
も
の
の

有
」
は
尚
、
相
対
的
な
有
で
あ
り
、
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
右
の
よ
う
に
語
る
無

は
尚
、
相
対
的
な
無
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
同
一
性
と
差

異
』
や
「
ニ
ィ
ー
チ
ェ
』
（
峯
Φ
訂
。
。
。
ゴ
ρ
一
〇
〇
一
）
に
出
て
く
る
よ
う
な
「
有
る
も
の

の
有
」
に
対
比
さ
れ
た
「
有
そ
の
も
の
」
は
、
西
田
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
絶
対

有
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
絶
対
有
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
な
人
格
的
絶
対

他
者
と
し
て
の
神
で
も
あ
り
得
、
ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
よ
う
な
形
而

上
学
と
し
て
の
哲
学
の
始
原
で
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
哲
学
者

西
田
幾
多
郎
は
、
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
よ
っ
て
、
万
人
に
妥
当
し
、
万
人
に
納

得
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
自
己
を
究
明
す
る
。

　
西
田
は
、
自
ら
の
宗
教
的
な
根
本
体
験
で
あ
る
純
粋
経
験
を
出
発
点
と
し
て
、

こ
れ
を
「
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
す
る
」
と
い
う
哲
学
の
道
を
生
涯

歩
み
続
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
哲
学
の
道
の
途
上
で
、
自
己
と
世
界
と
の
関
係
は
、

世
界
が
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
成
り
立
っ
て

い
る
時
に
初
め
て
、
自
己
の
立
場
と
世
界
の
立
場
は
、
相
互
に
対
立
し
、
矛
盾
す

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
己
の
立
場
は
世
界
の
立
場
を
妨
害
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま

た
逆
に
世
界
の
立
場
は
自
己
の
立
場
を
妨
害
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
。
絶
対
無
の
立
場
に
お
い
て
は
、
自
己
と
世
界
は
、
相
互
に
妨
害
し
合
う
こ

と
が
な
い
ば
か
り
か
、
対
立
と
矛
盾
の
ま
ま
に
、
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
西
田
の
榊
九
二
六
年
の
論
文
「
場
所
」
の
出
る
七
年
言
前
の
論
文
「
関
係
に
つ

い
て
」
で
は
、
場
所
の
論
理
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
彼
の
論
文
「
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

係
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
関
係
を
関
係
せ
し
め
る
関
係
」
、
つ
ま
り
、
複
合
的
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　

係
か
ら
す
べ
て
が
関
係
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
複
合
的
な
関
係
か
ら
、
自
己
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
で
あ
っ
た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
死
に
い
た
る
病
」
の

冒
頭
近
く
で
、
次
の
よ
う
な
意
味
内
容
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
「
人
間

と
は
精
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
精
神
と
は
な
に
で
あ
る
か
。
精
神
と
は
自
己
で
あ

る
。
し
か
し
、
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
。
自
己
と
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係

で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
関
係
が
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
関
係
の
う
ち
に
あ

る
自
己
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
と
は
関
係
で
は
な
く
し
て
、
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

が
自
己
受
ら
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
。
し
か
も
、
肉
ρ
Φ
ε

と
霊
（
の
8
一
〇
）
と
の
関
係
が
こ
の
関
係
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
関
係
は
、
積

極
的
な
第
三
者
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
更
に
こ
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
の
自

己
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ

て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
娩
酬
こ
の
よ
う
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
は
、
肉
と
霊

の
関
係
が
こ
の
関
係
自
身
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
実
存
の
自
己
関
係
（
以
下

「
実
存
の
自
己
関
係
」
と
略
記
）
と
、
こ
の
関
係
が
神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
実
存
の
神
関
係
（
以
下
「
実
存
の
神
関
係
」
と
略
記
）
と
い
う
二
重
の

関
係
に
よ
っ
て
自
己
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
、
「
関
係
を
関
係
せ
し
め
る
関
係
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
来
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
所
謂
第
一
哲
学
を
超
え
た
彼
の
所
謂
第
二

哲
学
の
根
底
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
っ
た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
は
、
人

間
が
自
ら
の
二
重
関
係
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
て
自
己
に
な
る
こ
と
が
、
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キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
前
提
が
な
け
れ
ば
、

人
間
は
、
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
（
三
軍
）
、
贈
罪
の
死
、
そ
し
て

復
活
と
い
う
出
来
事
に
お
け
る
真
理
を
信
仰
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
！
ル
に
お
い
て
は
、
人
間
は
先
に
述
べ
た
実
存
の
自
己
関
係
と
神

関
係
と
の
二
重
の
関
係
を
自
覚
す
る
時
に
初
め
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
来

事
を
自
ら
の
た
め
に
神
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
出
来
事
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
、
神
の
前
に
お
け
る
人
間
の
悪
、
つ
ま
り
罪
の
自
覚
を
媒
介
と
し
て
、
人
間

を
「
精
神
」
か
ら
、
「
自
己
」
へ
と
高
め
る
こ
と
を
試
み
た
。
何
故
な
ら
ば
、
彼

に
と
っ
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（
Ω
．
≦
●
西
国
Φ
σ
q
Φ
ド
ー
ミ
O
一
一
。
。
。
。
一
）
の
、
人
間
の
自
己

を
最
終
的
に
は
等
閑
視
す
る
所
謂
第
一
哲
学
の
頂
点
に
位
置
し
て
い
る
と
も
言
え

る
思
弁
哲
学
に
対
し
て
、
実
存
や
自
己
を
究
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
第
一
の
課
題
は
、
同
時
の
キ
リ
ス
ト
教

の
堕
落
を
諌
め
、
キ
リ
ス
ト
教
性
（
O
ゴ
弓
一
◎
響
け
Φ
昌
げ
O
一
け
）
を
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の

と
し
て
の
あ
り
方
（
（
）
げ
N
一
ω
け
①
】
P
け
β
b
P
）
へ
と
正
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

カ
ン
ト
的
な
理
神
論
的
神
を
超
え
た
信
仰
の
神
、
啓
示
に
お
い
て
人
間
の
各
人
に

「
汝
」
（
島
β
）
と
呼
び
か
け
て
く
る
人
格
的
な
神
は
回
復
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

悪
へ
の
人
間
的
自
由
を
も
つ
ー
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、
聖
霊
に
逆
ら
う
罪

に
生
き
る
i
人
間
の
自
由
が
究
め
ら
れ
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ

で
は
、
自
己
は
、
最
終
的
に
は
、
自
己
を
措
定
し
た
神
の
栄
光
の
う
ち
へ
と
帰
し

て
行
く
関
係
に
お
い
て
あ
る
。

二
、
絶
対
無
の
場
所

　
西
田
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
、
右
に
述
べ
た
二
重
関
係
を
、
自
ら
の

絶
対
無
の
場
所
の
哲
学
の
中
へ
と
、
言
葉
を
変
え
て
で
は
あ
る
が
、
吸
収
す
る
。

即
ち
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
実
存
の
自
己
関
係
を
人
間
の
自
己
に
お
け
る

「
目
的
的
形
成
的
作
用
」
と
、
ま
た
、
実
存
の
神
関
係
を
そ
の
「
表
現
的
形
成
的

作
用
」
と
言
い
直
し
て
、
自
ら
の
哲
学
の
申
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
西
田
は
、
「
関
係
を
関
係
せ
し
め
る
関
係
」
と
い
う
複
合
的
関
係
の
立
場
で

あ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
わ
ば
最
後
的
立
場
を
一
九
二
六
年
の
論
文
「
場
所
」

に
お
い
て
は
超
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
四
〇
年
の
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」

で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
コ
死
に
い
た
る
病
』
の
冒
頭
の
自
己
に
お
け
る
二
重
の
関

係
を
自
ら
の
哲
学
に
取
り
入
れ
る
際
に
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
理
解
す
る
実
存

の
神
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
神
を
、
西
田
は
絶
対
無
の
場
所
と
理
解
し
て
い

る
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
西
田
の
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
は
、
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、
場
所
の
具
体
化
し
た
「
弁
証
法
的

一
般
者
」
と
し
て
の
世
界
と
理
解
し
直
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
西
田
に
お
け
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
こ
の
具
体
化
し
た
も
の
と
し

て
の
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
を
、
こ
こ
で
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
お
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
先
ず
、
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
は
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
縁
起
」
（
℃
鎚
－

け同

ﾌ
窃
魯
ヨ
9
℃
鑑
9
）
の
概
念
を
哲
学
的
に
言
い
換
え
た
概
念
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
縁
起
」
（
侮
聲
Φ
巳
Φ
暮
。
艮
σ
q
ぎ
㊤
試
0
5
噌
9
。
導
器
お
一
σ
q
①

O
ユ
σ
q
貯
㊤
謡
。
ロ
）
と
は
、
こ
の
世
の
一
切
は
、
相
互
に
関
係
し
合
う
こ
と
が
縁
に

な
っ
て
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
「
関
係
を
関
係
せ
し
め

る
関
係
」
と
い
う
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
関
係
概
念
と
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
縁

起
の
意
味
す
る
「
関
係
」
と
は
、
前
者
が
い
わ
ば
意
志
の
立
場
で
の
関
係
一
実

存
の
自
己
関
係
に
お
い
て
は
自
己
の
自
覚
と
し
て
の
意
志
の
立
場
で
の
関
係
で
あ

り
、
ま
た
、
実
存
の
神
関
係
に
お
い
て
は
神
の
意
志
の
立
場
で
の
関
係
1
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
、
即
ち
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
縁
起
の
意
味
す
る
関
係

は
、
意
志
の
立
場
を
超
え
た
、
い
わ
ば
自
ず
か
ら
然
か
成
る
と
い
う
意
味
に
お
い
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じ
ね
ん

て
の
自
然
の
立
場
に
お
け
る
関
係
、
つ
ま
り
こ
の
世
の
一
切
の
も
の
が
そ
の
う
ち

に
あ
る
自
然
な
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
こ
の
よ
う
な
意
味
内
容
を

哲
学
的
に
概
念
化
し
た
も
の
が
絶
対
無
の
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

従
っ
て
、
ま
た
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
関
係
概
念
と
絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る

関
係
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
の
相
違
は
、
縁
起
の
場
合
と
同
様
「
意
志
的
な
関
係
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

と
「
自
ず
か
ら
然
か
成
る
自
然
な
関
係
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
西
田
は
、
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
は
真
に
自
己
に
覚
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
田
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
真
の
自
己
の
自

覚
は
、
「
純
粋
経
験
」
と
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
に
、
真
の
自
己
と
は
、
世
界

と
全
く
対
立
し
、
矛
盾
す
る
自
己
で
あ
り
な
が
ら
、
自
我
の
大
死
を
経
て
、
そ
の

ま
ま
に
世
界
と
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
自
己
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

多
の
う
ち
の
一
つ
の
個
で
し
か
あ
り
得
な
い
自
己
が
、
全
体
的
、
根
源
的
な
一
と

相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
「
多
即
一
、
一
筆
多
」
を
覚
し
た

自
己
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
西
田
に
お
け
る
弁
証
法
的
一
般
者
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
れ
は
、
自
己
と
絶
対
無
の
場
所
と
の
関
係
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る

べ
き
概
念
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
人
間
は
、
自
我
に
目
覚
め
る
と
、
先

ず
対
象
論
理
の
う
ち
に
生
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
意
志
的
な
関

係
性
も
、
自
ず
か
ら
然
か
成
る
自
然
な
関
係
性
も
成
り
立
た
な
い
。
そ
こ
で
は
、

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
悟
性
の
働
く
領
域
に
お
い
て
も
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
人
格
の
尊
厳
性
は
露
わ
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
自
我

が
、
対
象
論
理
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
人
間
の
心
の
内
面
性
に
気
づ
い
て
、

自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
よ
う
に
な
る
時
に
は
、
つ
ま
り
、
自
覚
の
方

向
へ
と
自
ら
の
関
心
の
方
向
が
反
転
す
る
時
に
は
、
自
己
の
生
き
る
場
は
、
つ
ま

り
、
自
己
の
お
い
て
あ
る
場
は
、
対
象
論
理
の
成
り
立
つ
立
場
－
例
え
ば
、
カ

ン
ト
的
な
悟
性
を
絶
対
視
す
る
立
場
1
か
ら
、
カ
ン
ト
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、

実
践
理
性
が
携
わ
る
領
域
へ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
更
に
カ
ン
ト
の
宗
教
論
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
人
間
に
お
け
る
悪
の
問
題
が
露
わ
と
な
る
よ
う
な
、
内
面
的
に

一
層
深
い
場
へ
と
開
け
て
行
く
。
つ
ま
り
、
自
己
の
生
き
る
場
は
、
意
識
に
お
い

て
広
げ
ら
れ
、
深
め
ら
れ
て
行
く
。

　
西
田
に
お
け
る
「
意
識
の
意
識
」
と
し
て
の
自
覚
の
立
場
は
、
先
に
述
べ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　

う
に
、
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と
い
う
自
己
の
自
覚
を
意
味
す

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
根
源
的
に
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
「
世
界
が
世
界
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て
世
界
を
見
る
」
と
い
う
、
世
界
の
自
覚
を
も
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
西

田
は
、
人
間
の
自
己
を
「
無
限
に
自
己
の
中
に
自
己
を
限
定
す
る
自
覚
的
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ
エ
シ
ス
的
限
定
」
と
考
え
、
従
っ
て
自
己
を
無
限
に
創
造
的
な
世
界
の
底
か
ら

限
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
を
担
っ
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
　

と
端
的
に
言
う
と
、
「
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
う
の
が
我
々
の
真
の
自
己
」
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
、
こ
の
こ
と
が
本
来
的
に
は
世
界

が
世
界
に
お
い
て
世
界
を
見
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
の
立
場

は
、
西
田
に
お
い
て
は
、
更
に
表
現
の
立
場
へ
と
深
め
ら
れ
て
行
く
。
先
に
、
西

田
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
：
ル
に
お
け
る
実
存
の
自
己
に
お
け
る
二
重
の
関
係
の
う
ち

の
、
一
方
の
実
存
の
神
関
係
を
「
表
現
的
形
成
的
」
と
言
い
直
し
て
い
る
こ
と
を

述
べ
た
が
、
自
覚
の
立
場
、
つ
ま
り
自
己
が
自
己
に
お
い
て
肖
己
を
見
、
世
界
が

世
界
に
お
い
て
世
界
を
見
る
こ
と
が
そ
こ
で
は
自
己
同
一
に
成
り
立
つ
よ
う
な
究

極
的
開
け
（
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
）
の
経
験
は
、
西
田
に
お
い
て
は
「
純
粋

経
験
」
と
表
現
さ
れ
、
次
い
で
こ
の
経
験
は
、
「
純
粋
経
験
は
唯
一
の
実
在
で
あ

る
」
と
自
覚
さ
れ
、
更
に
「
純
粋
経
験
は
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
で

も
っ
て
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
る
と
い
う
西
田
哲
学
の
骨
子
が
出
来
上
が
る
に
至
る
。
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右
に
見
ら
れ
る
如
き
、
西
田
に
お
け
る
、
実
体
的
な
い
か
な
る
枠
組
み
を
も
許

さ
な
い
究
極
的
な
開
け
に
お
け
る
根
源
的
な
宗
教
経
験
は
、
「
絶
対
無
の
場
所
」

（
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
大
乗
仏
教
の
「
縁
起
」
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
哲
学

的
に
表
現
し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
）
に
お
い
て

初
め
て
可
能
で
あ
る
。
絶
対
無
の
場
所
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
世
界
の
お

い
て
は
、
限
定
さ
れ
て
、
具
体
的
な
姿
を
と
っ
て
い
る
。
従
っ
て
。
西
田
は
、

「
絶
対
無
の
場
所
」
の
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
現
実
の
具
体
的
世
界
を
「
弁

証
法
的
一
般
者
」
の
世
界
と
理
解
し
て
い
る
。
弁
証
法
的
一
般
者
と
は
、
何
か
固

定
さ
れ
た
普
遍
の
立
場
で
は
な
く
無
実
体
的
な
、
一
切
の
も
の
の
自
ず
か
ら
然
か

な
る
自
然
な
相
互
否
定
的
、
相
互
限
定
的
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
世
界
の
普

遍
的
な
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る
。
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
と
い
う
時
の
「
弁
証

法
的
」
と
い
う
意
味
は
、
実
在
を
あ
ら
し
め
る
自
ず
か
ら
然
か
な
る
関
係
の
場
は
、

場
そ
の
も
の
と
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
一
切
の
も
の
と
の
、
相
互
否
定
と
同
時
に
相

互
限
定
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
こ
の
用
語
の

申
の
「
一
般
者
」
の
意
味
は
、
開
け
と
し
て
の
場
そ
の
も
の
と
、
そ
こ
に
お
い
て

あ
る
一
切
の
も
の
と
の
、
相
互
否
定
と
同
時
に
相
互
限
定
と
を
普
遍
的
立
場
と
し

て
成
り
立
た
し
め
て
い
る
と
い
う
、
普
遍
の
立
場
と
し
て
の
、
一
般
者
の
立
場
を

意
味
し
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
己
を
、
本
来
的
に
、

即
ち
、
自
ず
か
ら
然
か
成
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
自
然
な
、
絶
対
無
の
自
覚
的

限
定
で
あ
る
、
弁
証
法
的
一
般
者
と
の
関
係
の
内
で
究
明
し
て
い
る
。
換
言
す
れ

ば
、
自
己
は
そ
こ
で
は
、
自
己
と
世
界
と
が
相
互
否
定
的
に
と
同
時
に
相
互
肯
定

的
に
、
自
ず
か
ら
然
か
な
る
自
然
な
仕
方
で
関
係
す
る
よ
う
な
関
係
の
内
に
あ
る
。

こ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
自
己
は
世
界
と
は
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
同
時
に
世
界
と
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
己

と
は
、
根
源
的
に
は
、
世
界
と
一
な
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、

大
乗
仏
教
の
「
縁
起
」
が
哲
学
的
に
表
現
さ
れ
た
「
絶
対
無
の
場
所
」
で
初
め
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
相
対
的
有
、
相
対
的
無
そ
し
て
絶
対

的
有
の
立
場
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
、
絶
対
無
に
お
い
て
明
か
と
な
る
。
と
い

う
の
も
、
森
羅
万
象
と
そ
れ
ら
が
お
い
て
あ
る
開
け
と
し
て
の
場
と
の
相
互
否
定

的
に
し
て
同
時
に
相
互
限
定
的
な
関
係
は
、
そ
の
場
の
開
け
が
有
の
場
の
開
け
に

お
い
て
で
は
な
く
し
て
、
絶
対
無
の
開
け
の
場
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
相
対
的
有
や
絶
対
的
有
の
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
場
と
そ
こ

に
お
い
て
あ
る
一
切
の
も
の
と
の
相
互
関
係
が
、
相
互
肯
定
的
で
あ
る
こ
と
は
可

能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
同
時
に
相
互
否
定
的
で
あ
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
例
え
ば
、
大
乗
仏
教
の
華
制
御
に
お

け
る
四
（
種
）
法
界
と
の
対
比
（
き
巴
。
σ
q
貯
）
で
も
っ
と
詳
し
く
考
察
す
る
事
も

可
能
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
自
己
が
、
自
ず
か
ら
然
か
成
る
自
然
な
関
係
で
あ
る

と
こ
ろ
の
絶
対
無
の
場
所
な
い
し
は
そ
の
限
定
と
し
て
の
弁
証
法
的
一
般
者
で
あ

る
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
と
の
相
互
否
定
的
に
し
て
同
時
に
相
互
限
定
的
で
あ
り
、

し
か
も
根
源
的
に
両
者
が
一
な
る
根
源
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
両
者
が
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
あ
る
時

に
初
め
て
、
自
己
は
自
己
本
来
の
あ
り
方
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
二
十
世
紀
末
か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
哲
学
が
、
本
当
に
力
あ
る

も
の
と
な
り
、
現
代
の
世
界
か
ら
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
と
対
決
し
得
る

た
め
に
は
、
現
代
に
お
覧
て
先
ず
「
自
己
」
が
究
明
さ
れ
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
現
代
に
お
け
る
人
間
性
の
堕
落
、
一
切
の
「
命
の
尊

厳
性
」
に
対
す
る
人
間
ら
し
い
自
ず
か
ら
然
か
る
感
情
と
し
て
の
「
お
そ
れ
」
の

欠
如
、
そ
し
て
人
間
に
お
け
る
情
意
を
軽
視
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
、
人
間
性
に
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お
け
る
諸
々
の
障
害
は
、
先
ず
「
自
己
と
は
何
か
」
を
究
め
る
と
こ
ろ
が
ら
始
め

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
人
間
は
何
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
か
」
、
「
人
間
は
何
を
成
す
べ
き
か
」
、
そ
し
て
、
「
人
間
は
何
を
希

望
し
て
も
よ
い
の
か
」
と
い
う
三
つ
の
問
い
を
、
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
一

つ
の
問
い
に
収
敏
さ
せ
た
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
末
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
「
自

己
と
は
何
か
」
と
問
い
、
自
己
と
世
界
と
の
相
互
否
定
性
と
同
時
に
相
互
限
定
性

に
思
い
を
致
し
、
更
に
自
己
と
世
界
と
の
根
源
的
自
己
同
一
性
に
眼
を
向
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

付
記
　
本
稿
は
、
五
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
世
界
哲
学
会
の
、
ボ
ス
秦
ン
に
お
け

る
第
二
〇
回
世
界
大
会
で
、
一
九
九
八
年
八
月
一
五
日
に
ド
イ
ツ
語
で
発
表
し
た

も
の
を
、
邦
訳
し
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
致
し
た
い
。

註
（
1
）
＜
σ
q
ド
竃
㊤
葺
　
国
①
乙
①
σ
q
囎
さ
壽
執
。
。
肺
ミ
無
§
書
。
。
隷
担
Q
。
・
ω
ρ
≦
酔
酔
。
阜

　
　
　
o
函
ざ
。
励
言
婦
B
箇
昌
P
一
⑩
b
。
ρ
国
量
昌
犀
旨
詳
9
。
日
］
≦
巴
p

（
2
）
＜
σ
q
卜
ε
・
9
r
o
◎
・
参
・

（
3
）
茜
田
幾
多
郎
全
集
」
第
三
巻
、
二
〇
三
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
東

　
　
　
崇
、
参
照
。

（
4
）
同
右
掲
書
、
二
〇
九
頁
。

（
5
）
の
8
弓
雪
昏
Φ
蒔
Φ
σ
q
器
a
曽
b
貯
專
§
奪
§
ミ
ミ
§
舞
貯
閃
．
ぎ
昌
国
．

　
　
　
田
誘
魯
F
鵠
塁
。
O
。
乙
Φ
。
・
噛
。
。
．
。
。
θ
㊤
Φ
巳
の
9
①
〉
垢
撃
げ
。
×
＝
h
。
§
9
。
－

　
　
　
富
誘
一
〇
ぎ
弓
＜
①
二
笛
σ
q
ω
ぎ
房
「
O
。
議
ζ
o
巨
讐
。
◎
8
9
房
言
諺
⇔
b
。
ρ
漣
＼
b
。
m

　
　
　
＞
9
』
鵠
b
。
層
Q
。
㊤
o
冨
窪
・
こ
の
部
分
の
日
本
語
訳
は
、
次
の
書
を
参
照
。
「
キ
ェ

　
　
　
ル
ケ
ゴ
ー
ル
」
（
世
界
文
学
大
系
、
二
七
）
、
築
摩
書
房
、
棋
田
啓
三
郎
訳
、
一

　
　
　
九
六
一
年
。

（
6
）
Q
喝
・
§
二
。
。
．
。
。
●

（
7
）
「
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
六
巻
、
一
六
頁
、
一
九
六
五
年
、
参
照

（
8
）
伺
右
掲
書
、
第
七
巻
、
一
六
五
頁
、
一
九
六
五
年
、
参
照
。

（
9
）
同
右
掲
書
、
第
七
巻
、
一
六
五
頁
。

（
1
0
）
同
右
掲
書
、
第
六
巻
、
八
○
頁
、
参
照
。
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