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体
験
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問
題

西
田
哲
学

を
中

心
と
し
て

刀

村
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論
理
と
体
験
と
は
、

一
般
的

に
は
相
互
に
全
く
異
な

っ
た
精
神
作
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
論
理
は
知
乃
至
理
論

の
領
域
に
、

ま
た
、
体
験
は
意
志
乃
至
は
倫
理
、
実
践

の
領
域
に
属
し
、
例
え
ば
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
前
者
は
純
粋
理
性

の
領
域

に
、
後
者
は
実
践

理
性

の
領
域
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
の
最
高
峰
に
位
置
し
て
い
る
と

一
般

に
認
め
ら
れ
て
い

る
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
『大
論
理
学
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
学
は
、
『精
神
現
象
学
』
の
結
果
と
し
て
出
て
き
た
と
こ

ろ
の

「純
粋
知
を
原
理
と
す
る
純
粋
思
惟

の
学
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
純
粋
知
を
原
理
と
す
る
純
粋
思
惟

と
考
え
ら
れ
る
論

理
は
実
存
の
体
験
と
、
た
と
い
自
由

に
お
い
て
結
ぼ
れ
る
と
し
て
も
、
論
理
と
実
存
、
乃
至
は
論
理
と
実
存
の
体
験
と
が
本
来
的

に
一
な

る
も

の
、
同

一
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

し
か
る
に
、
西
田
哲
学
は
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
け
る
如
き
、
論
理
と
体
験
と
を
相
異
な
る
精
神
作
用
と
す
る
立
場
と
、
特

に
そ
の
頂
点
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
立
場
と
対
決
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

勿
論
、
西
田
哲
学
そ
の
も
の
の
う
ち
に
も
、
我

々
の
時
代
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
多
く
の
問
題
が
孕
ま
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
特

に
、

田
辺
哲
学
の

「種

の
論
理
」

の
立
場
か
ら
す
る
批
判
に
対
し
て
も
、
真
撃
な
、
根
源
的
対
決
乃
至
究
明
を
現
代

の
人
々
に
課
す
る
よ
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う
な
側
面
を
持

っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対
決
乃
至
究
明
を
す
る
以
前

に
、
西
田
哲
学

に
お
け
る
様
々
の
問

題

の
明
確
な
理
解
を
得
て
お
く
こ
と
が
、
先
ず
当
然
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
小
論
に
お
い
て
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
論
理
と

体
験

の
連
関
と
そ
の
問
題
を
、
純
粋
経
験
、
世
界

の
自
己
限
定
、
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
か
ら
究
め
た
い
と
考
え
る
。

H

純

粋

経

験

周
知

の
如
く
、
西
田
哲
学
は
、

「
純
粋
経
験
」
か
ら
出
立
し
、

「
純
粋
経
験
」
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
西
欧

の
伝
統
的
形
而
上
学

が

主
知
主
義
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
は
、
行
為
的
自
己
の
立
場
か
ら
出
発
し
、
実
存
が
行
為
す
る
現
実
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な

も

の
で
あ
る
か
を
根
底
的
に
究
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
は

「驚
き
」
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
西

田
哲
学
は

「深
い
人
生
の
悲
哀
」

に
よ

っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
前
者

の
動
機
が

い
わ
ば
対
象
的
、
知
的
と
も
言

い
得

る

の
に
対
し
て
、
後
者
の
動
機
は
全
人
的
、
あ
る
い
は
根
源
的
に
主
体
的
と
も
言
い
得
る
。
前
者
は
永
遠
普
遍
の
実
体

(。。昌

。。鼠
導
鼠
)

と
か
本
質

(OooooO
b.口
9)
と
か
概
念

の
領
域

に
属
す
る
知
や
思
弁
の
世
界
で
あ
る
論
理
と
、

現
象
界
に
属
す
る
経
験

の
世
界
と
を
分
離
さ

せ
て
、
現
象
界
に
属
す
る
も
の
は
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
捨
象
し
、
論
理
に
属
す
る
も
の
の
み
を
真
理
と
見
な
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

西
田
哲
学
は
、
知
や
思
弁

の
領
域
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
成
り
立
た
し
め
な
が
ら
、
し
か
も
論
理
と
体
験
を
異
な
る
精
神
作
用

と
し
て
分
離
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
本
来
的
に

一
な
る
も
の
、
同

一
な
る
も

の
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
西
欧

の
伝
統
的
形
而
上
学

と
は
本
質
的
に
相
違
し
た
特
質
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
こ
と
は
、
だ
か
ら

と
言

っ
て
西
田
哲
学
が
、
例
え
ば
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や

二
ー
チ

ェ
に
お
け
る
如
き
非
合
理
的
乃
至
は
合
理
論
的
主
意
主
義

の
立
場
に

立

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
、
主
知
主
義
で
も
主
意
主
義
で
も
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
二
者
の
区
別

が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
よ
う
な
こ
れ
ら
二
者
の
根
源
と
も
言
い
得
る

「絶
対
無

の
場
所
」
を
根
源
と
す
る

「
場
所
の
論
理
」
に
、
究
極
的

に
は
到
達
す
る
。
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「
場
所

の
論
理
」

は
、

西
田
哲
学
の
中
期
と
も
考
え
ら
れ
得
る
時
期
に
執
筆
さ
れ
た

「働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」

の
後
半
で
論
理

化
さ
れ
、
成
立
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

場
所

の
論
理
は
、
『善

の
研
究
』
に
お
い
て
純
粋
経
験
が
語
ら
れ
る
時
に

(其
の

後
、
様

々
の
困
難
、

幾
多

の
紆
余
曲
折
が
存
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
)
、

既
に
論
理
の
方
向
と
し
て
潜
在
的

に
で
は
あ

っ
て

も
、

そ
こ
に
包
含
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ぽ
、

同
書

の
第
四
編

「宗
教
」
の
中
で
、
「我

々
が
神

意
と
し
て
知
る
べ
き
者
は
自
然
の
理
法
あ
る
の
み
」
と
か
、
宗
教

の
意
義
が

「我
々
は
意
識
の
根
底

に
お
い
て
自
己
の
意
識
を
破
り
て
働

く
堂

々
た
る
宇
宙
的
精
神
を
実
験
す
る
に
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
時

の
、
「
自
然
の
理
法
」
と
か
、

自
己
の
意
識
を
破

っ
て
働
く
堂
々
た

る

「宇
宙
的
精
神
」
は
、
西
田
哲
学
の
全
体
を
見
晴
か
す
時
に
は
、
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
潜
在
的
、

暗
示
的

に
で
は
あ

っ
て
も
指
し
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

思
惟
体
系
と
経
験
体
系
と
が
同

一
の
体
系
、

つ
ま
り
自
覚
的
体
系
と
見
な
さ
れ
、
精
神
現
象
と
物
体
現
象
と
が
各
々
独
立
の
実
在
で
は

な
く

し
て
具
体
的
経
験
の
相
関
的
両
方
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
深
い
思
索
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『善

の
研
究
』

の
改
版
に

当
た

っ
て
書

か
れ
た
昭
和

一
一
年
十
月
の
序
に
は
、
著
者
自
ら
が
、
純
粋
経
験

の
立
場
は
、
其
の
後

『自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
に

お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行
の
立
場
を
介
し
て

「絶
対
自
由
の
意
志
の
立
場
に
進
み
、
ま
た

『働
く
も
の
か
ら
見
る
も

の
へ
』
の
後
半
で
、

ギ
リ

シ
ア
哲
学
を
介
し
て
、
「
場
所
」

の
考
え
に
至

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「場
所
」

の
考
え
は
、
「弁
証
法
的

一
般
者
」

と
し

て
具
体
化
さ
れ
、
「弁
証
法
的

一
般
者
」

の
立
場
は

「行
為
的
直
観
」
の
立
場
と
し
て
直
接
化
さ
れ
た
こ
と
が
、

続
け
て
、

同
じ
改

版
の
際

の
序

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
全
西
田
哲
学
の
根
底
と
も
言

い
得
る
純
粋
経
験
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
先
ず
こ

こ
で
究
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

純
粋
経
験
と
は
、
直
接
経
験
と
同

　
で
あ
り
、
事
実
そ
の
ま
x
に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
経
験
そ
の
も
の
に
は
何

ら
の
意
味
も
な
く
、

そ
こ
に
は
事
実
そ
の
ま
玉
の
現
在
意
識
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
純
粋
経
験
そ
の
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
複
雑
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
瞬
間
に

お
い
て
は
、
単
純
な

一
事
実
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
経
験
が
純
粋
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
そ
の
具
体
的
意
識
が
厳
密

に
統

一
さ
れ
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
意
志
の
要
求
と
実
現
と
の
問
に
何

の
間
隙
も
な
く
、
意
志
は
全
き
自
由
を
実
現
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
意
識

の
統

一
の
破
れ
た
時
に
は
、
意
味
と
か
判
断
が
生
じ
て
く
る
。
従

っ
て
、
意
味
と
か
判
断
と
い
う
思
惟
に
属
す
る
事
柄
は
、

そ

の
背
後

に
い
つ
も
純
粋
経
験
の
事
実
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
志
は
主
客
の
統

一
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
思
惟

は
一
種

の
統

覚
作
用
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
統

一
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
存
す
る
が
、
し
か
し
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
思
惟

の
作
用

も

一
種
の
純
粋
経
験
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

通
常
、
思
惟
は
能
動
的
で
、
そ
の
作
用
は
意
識
的
で
あ
り
、
経
験
あ
る
い
は
体
験
は
受
動
的
で
、
そ
の
作
用
は
無
意
識
的
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
思
惟
も
本
来
、
自
ら
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
を
全
く
棄
て
N
思
惟

の
対
象

に
自
己
を
没
し
つ
く

し
た
時
に
、
思
惟
は
初
め
て
真

に
自
ら
活
動
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
惟
も
、

一
種

の
統

一
す
る
作
用
で
あ
り
、
統

一
作
用
が

現
実

に
働
い
て
い
る
間
は
、
思
惟
は
無
意
識
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
、
真
の
純
粋
経
験
は
、
単
に
受
動
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
構
成
的
で
、

思
惟
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
純
粋
経
験
と
思
惟
と
は
、
本
来
同

一
事
実
で
あ
る
も
の
を
、
見
方
を
異

に
し
て
見
た
も
の
で
あ
る

だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
人
間
は
、
思
惟
に
よ
っ
て

一
般
的
な
も
の
を
知
り
、
経
験
に
よ

っ
て
個
体
的
な
も
の
を
知
る
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、

個
体
を
離
れ
て

一
般
的
な
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
真

に
一
般
的
な
も
の
は
個
体
の
実
現
の
背
後
に
存
す
る
潜
勢

力
で
あ
り
、
個
体
の

中

に
あ

っ
て
、

こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う

一
般
的
な
も
の
と
個
体
と
の
関
係
は
、
例
え
ば

へ

ー
ゲ
ル
の

『精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
如
く
、
実
体

(。。二
σ
。・鼠
口
臨
p)
と
主
体

(ω
¢
び
霊
宥
)
と
の
関
係
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
西
田
哲

学

に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
実
体
と
か
主
体
と
い
う
も
の
を
最
初
か
ら
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
西
田
哲
学

に
は
、

へ
ー
ゲ
ル
に

お
け
る
如
き
実
体
に
あ
た
る
よ
う
な
絶
体
者
と
か
理
念
、
乃
至
は
自
己
展
開
し
て
ゆ
く
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
概
念
と
か
精
神
が
考
え

ら
れ
て
は
い
ず
、
前
者

は
、
た
父
あ
り
の
ま
N
の
事
実
を
知
る
直
覚
的
な
経
験
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
も
、
何
か
主
体
と
し
て
の

個

人
が
先
ず
あ

っ
て
、
そ
こ
に
経
験
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
が
あ

っ
て
個
人
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
識
上
の
事
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実
の
直
覚

つ
ま
り
直
接
経
験
の
事
実
が

一
切

の
知
識

の
出
発
点
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
先
に
述
べ
た

一
般
的
な
も
の
と

個
体
と
の
関
係
は
、
西
田
哲
学
の
中
期
に
見
ら
れ
る
、
個
と
世
界
と
の
、
多
と

一
と
の
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
を
既
に
予
測
さ

せ
る
も
の
を
包
含
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
先
に
挙
げ
た

『善

の
研
究
』
に
見
ら
れ
る
個
体
と

一
般
的
な
も
の
と
の
関
係

(西
田
哲
学
の
中
期
の
用
語

に
従
え
ぽ
、
個
物
が
具
体
的

一
般
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
)
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
具

体
的
普
遍
と
は
、
各
々
の
哲
学
が
成
り
立

っ
て
い
る
両
哲
学
の
根
源
的
立
場
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
明
確

に
理
解
し
た
上
で
、
比
較
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
者

に
お
い
て
は
個
物
は
、
究
極
的
に
は
絶
体
無

の
場
所

の
論
理
に
帰
着
す

る
よ
う
な
場
で
の
具
体
的

一
般
者
と
し
て
の
個
物
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
お
い
て
は
、
普
遍
と
特
殊
と
の
総
合
と
し
て
の
個
物
乃
至
は

実
体

が
主
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
個
物
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
、
絶
対
者
が
絶
対
知

に
到
達
す
る
全
過
程
に
お
け
る

一
段
階
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
段
階
は
、
や
が
て
は
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
て
、
思
弁
的
に
概
念
の
段
階

へ
と
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
こ

ろ
の
個
物
で
あ
る
。

純
粋
な
知
も
必
ず
ど
こ
か
に
実
践
的
な
意
味
を
持
ち
、
純
粋
な
意
志
も
何
ら
か
の
知

に
基
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
精
神
現
象

は
両
側
面
を
必
ず
持
ち
、
知
は

一
種
の
衝
動
的
意
志
と
、
ま
た
意
志
は

一
種
の
想
起
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
純
粋
経
験

の
事
実
よ
り
す
れ

ぽ
、
知
と
意
の
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
知
と
意

の
区
別
は
、
主
観
と
客
観
が
分
離
し
、
純
粋
経
験

の
統

一
が
失
わ
れ
た
場
合
に
生
じ
て

く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
真
理
は
、
最
も
具
体
的
な
経
験
の
事
実
、
直
接

の
事
実
に
近
づ

い
た
も
の
な
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
真
理
と
は
、
直
接
経
験
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
状
態
に
意
識
が

一
致
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

へ
ー
ゲ
ル
は

真
理

を
、
カ
ソ
ト
の
如
く
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
と
理
解
す
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
は
、
実
在
性
と
概
念
と
の
一
致
と
理
解
す
る
。

西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
純
粋
経
験
の
体
得
、
体
認
が
真
理
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
哲
学
者

の
真
理
の
理
解
に
は
、
質
的
な

相
違
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
、
行
為
的
自
己
の
立
場
に
あ
り
、

へ
ー
ゲ
ル
は
思
弁
の
立
場
に
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
事
実
そ
の
ま
x
に
知
る
こ
と
で
あ
り
、
直
接
経
験
で
あ
り
、
直
接

の
事
実
に
最
も
あ
り
の
ま
玉
に
近

い
と
こ
ろ
ま
で
近
づ
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い
た
、

つ
ま
り
直
接
の
事
実
そ
の
ま
x
に
い
わ
ば
な
り
切

っ
た
意
識
状
態
が
、
段
々
と
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
、

こ

の
純
粋
経
験
は
、

「知

的
直
観
」
と
呼
ぼ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
意
識
の
厳
密
な
る
統

一
で
あ
る
純
粋
経
験
が
深
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
最
も
深
く
統

一
さ
れ
た

状
態
は
、
知
的
直
観
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
純
粋
経
験
に
お
け
る
統

一
作
用
そ
の
も
の
が
知
的
直
観
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
も
、

一
種

の

体
験
で
あ
る
純
粋
経
験
が
深
め
ら
れ
る
と
、

「知
」

的
直
観
と
呼
ば
れ
、
し
か
も
、
経
験
が
意
識
に
お
い
て
最
も
深
く
統

一
さ
れ
て
い
る

時

に
、
そ
の
統

一
作
用
が
知
的
直
観
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
意
と
知
が
、
ま
た
体
験
と
知
が
、
ど
の
よ
う
に
結
合
し
て
い
る
か
を
明
ら
か

に
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
先
ず
、
体
験
で
あ
る
純
粋
経
験
が
唯

一
の
実
在
と
し
て
存
し
、
し
か
る
後
、
純
粋
経
験
の
深
ま
り
と
共

に
、
知

が
顕
わ
に
な

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
知
と
は
、
自
己
が
対
象
で
あ
る
物
と

一
致
す
る
こ
と
な
の
で

あ

る
。
純
粋
経
験
に
こ
そ
真
実
在
が
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
純
粋
経
験
は
、
段

々
と
深
み
に
進
ん
で
行
く
と
知
的
直
観
と
呼
ぼ
れ

る
よ
う
な
、
自
己
と
物
と
の
一
致
、

つ
ま
り
物
と
な

っ
て
物
を
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
究
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
知
情
意
が
全
く

未
分
離
で
、
そ
れ
ら
が
最
も
深
い
根
源
的
状
態
と
し
て
の
合

一
に
あ
る
意
識
状
態
が
、
真

の
実
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
真
実
在

は
、
意
識
現
象

の
外

に
は
な
い
の
で
あ
る
。
意
識
現
象
が
唯

一
の
実
在
な
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
如
く
、
精
神
現
象
と
物
質
現
象
と
は
本
来
同

一
の
具
体
的
な
純
粋
経
験
の
相
関
的
両
面
で
あ
り
、

こ
れ
ら
両
者
の
統

一

作
用
は
、
元
来
同

一
種

に
属
し
て
い
る
。
人
間
の
身
体
も
、
自
己
の
意
識
現
象
の

一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
、
思
惟
や
意
志
の
根
底
に
あ
る

統

一
力
と
宇
宙
現
象
の
根
底

に
お
け
る
統

一
力
と
は
、
同

一
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
実
在
の
成
立
に
は
、
そ
の
根
底
に
働
く
統

一
の

み
な
ら
ず
矛
盾
が
必
要
で
あ
る
。
統

一
と
矛
盾
と
は
同

一
の
事
柄
の
両
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『善

の
研
究
』

に
お
い
て
既
に
、
実
在

の
根
本
的
方
式
が

「
一
な
る
と
共
に
多
、

多
な
る
と
共
に

一
」

で
あ
る
と
明
言
さ
れ
、

こ
こ
に
、

西
田
哲
学

の

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」

の
論
理

の
原
型
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
在
の
根
本
方
式
が

二

な
る
と
共
に
多
、
多
な
る
と
共
に
一
L
で
あ
る
こ
と
は
、
真
の

実
在
は
思
惟
や
意
志
の
根
底
に
お
け
る
統

一
力
と
宇
宙
現
象
の
根
底
に
お
け
る
統

一
と
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

『善

の
研
究
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
実
在

の
理
解

の
仕
方
は
、
既
に
、
西
田
哲
学
の
中
期
の
真
の
実
在
の
あ
り
方
、
即
ち
、
真
の
実
在
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は

一
面
に
お
い
て
は
、
個

の
個

に
よ
る
自
己
限
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
、
弁
証
法
的

一
般
者
の
自
己
限
定
で
も
あ
る
と
い
う
、

一
と

多
と

の

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」

の
論
理
を
暗
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
真
実
在
は
、
本
来
、
自
ら

の
内

に
内
面
的
必

然
か
ら
生
じ
て
く
る
無
限

の
対
立
の
自
由

の
発
展
と
し
て
存
立
す
る
。
何
故
な
ら
、
活
き
た
真
実
在
は
す
べ
て
無
限
の
対
立
を
含
ん
で
お

り
、
無
限
の
変
化
を
生
ず
る
能
力
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
直
接
の
事
実
、
真
実
在

は
、
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
実
存
相
互

の
間
で
直
接
に
伝
授
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
例

え
ば
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

『
不
安
の
概
念
』

に
お
け
る
無
垢
か
ら
答
、
罪

へ
の
質
的
飛
躍
を
我
々
に
思
い
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
実
存

は
罪
意
識

に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
真
の
自
己
と
な
る
道
を
歩
み
始
め
る
が
、
罪
意
識
は
、

人
間
的
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
目
覚
め
る
。
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
、
信
仰
に
よ
ら
ぬ

一
切
は
罪

で
あ
り
、
従

っ
て
、

神

の
言
に
背
く
人
間
的
自
由

の
行
使
は
す
べ
て
罪
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
罪
が
ど

の
よ
う
に
し
て
生
ず
る
か
は
、
如
何
な
る
学
問
も
説

明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
罪
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
く
る
か
は
説
明
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
罪
の
事
実
は
厳
然
た
る

事
実

で
あ
り
、
し
か
も
本
来
的

"自
己
"
は
、
質
的
な
飛
躍
で
あ
る
罪
に
よ

っ
て
初
め
て
措
定
さ
れ
る
と
い
う
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実

存
の
自
己
と
罪
の
理
解

は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
純
粋
経
験
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
る
。
勿
論
、
前
者
は
人
格
的
な
神
を
信
仰
す
る
有

神
論

の
立
場
で
真
の
自
己
を
考
察
し
、
後
者
は
絶
対
無
の
形
而
上
学
を
基
礎
に
し
て
真

の
実
在
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
純

粋
経
験
と
し
て
の
真
の
実
在
と
、
実
存

の
質
的
飛
躍
に
よ
る
罪
と
は
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

一
方
で
は
純

粋
経
験
の
問
題
が
、
無
の
自
覚
的
限
定
の
問
題

へ
と
深
ま
り
、
更
に
、
弁
証
法
的

一
般
者
と
し
て
の
世
界

の
問
題
、
絶
対
無
の
場
所
の
問

題

へ
と
深
ま

っ
て
、
自
己
と
世
界
、
個
と
普
遍
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
が
成
り
立
ち
、
他
方
で
は
、
実
存

の
質
的
飛
躍
に
よ

る
罪

に
よ

っ
て
自
己
が
そ
れ
に
成
る
べ
き
真
の
自
己

へ
と
目
覚
め
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
、
そ
れ
に
成
る
べ
き
真

の
自

己
が
絶
対
的
第
三

㈲

者
で
あ
る
神

に
よ

っ
て
措
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
自
己
は
、
個
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
類
、
普
遍
で
も
あ
る
と

い
う
と

こ
ろ
に
、
両
哲
学
者

の
深
い
類
似
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
自
然
は

一
般
的
に
は
物
質
現
象
と
し
て
、
人
間
の
主
観

か
ら
は
独
立
し
た
客
観
的
実
在
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
然
の
本
体
は
、
直
接
経
験
の
事
実
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
田
哲
学

に
お
い
て
は
、
意
識

現
象
よ
り
離
れ
た
実
在
、

つ
ま
り
、
純
客
観
的
自
然
、
あ
る
い
は
抽
象
的
概
念
と
し
て
の
自
然
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

精
神
と
自
然
と
は
、
二
種
の
実
在
で
は
な
く
、
単
に
見
方
の
相
違
か
ら
生
じ
て
く
る
同

一
の
実
在
の
二
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
物
質
即
精
神
、

精
神
即
物
質
な
る

一
の
現
実
が
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
真

の
具
体
的
実
在
と
し
て
の
自
然
は
、
統

一
作
用
な
く
し
て
は
成
立
し
得
ず
、

こ
の
よ
う
な
自
然
の
生
命
と
し
て
の
統

一
力
は
、
抽
象
的
概
念
で
は
な
く
し
て
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
存
に
事
実
と
し
て
顕
わ
と
な

る
自
然
は
、
各
々
の
そ
の
も
の
の
自
己
で
あ
り
、
統

一
的
自
己
で
あ

っ
て
、
し
か
も
実
存

の
意
識

の
統

一
作
用
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
で

あ

る
。
従

っ
て
、
人
間
の
主
観
的
統

一
と
自
然
の
客
観
的
統

一
力
と
は
、
本
来
同

一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
の
統

一
力
と
、

実
存

の
知
情
意

の
統

一
力
と
は
、
具
体
的
実
在
と
し
て
の
同

一
の
自
然
の
客
観
的
側
面
と
主
観
的
側
面
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然

の
考
え
方
の
中

に
も
、
真
の
具
体
的
実
在
が
、

つ
ま
り
、
意
識
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
自
然
現
象
で
も
あ
る
真

の
具
体
的
実
在
が
、
各
々

の
個
物

に
よ
る
個
物

の
自
己
限
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
弁
証
法
的

一
般
者
の
自
己
限
定
で
も
あ
る
と
い
う
、
西
田
哲

学
の
中
期
以
降
の
絶

対
無
の
場
所
の
論
理
が
既
に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
論
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
宇
宙
に
は
唯

一
つ
の
実
在
の
み
が
即
ち
意
識
現
象

の
み
が
存
す
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
唯

一
の
実
在
は
、
無
限
の
矛
盾
で
あ
る
と
同
時
に
無
限

の
統

一
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
実
在
の
根
底
が
神
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
神
は
宇
宙
の
統

一
者
で
あ
り
、
宇
宙
は
神
の
表
現
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
と
世
界
と
の
関
係
は
意
識
統

一
と
そ
の
内
容
と

の
関
係
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
神

は
、
我

々
の
意
識

の
最
大
最
終
の
統

一
者
で
あ
り
、
宇
宙
の
統

一
者
と
言
わ
れ
る
が
、
意
識
の
統

一
は
、

知

識
の
対
象
と
は
な
り
得
ず
、
す
べ
て
の
範
疇
を
超
越
し
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
意
識
の
統

一
の
根
底

に
お

い
て
神
に
接
し
得
る
の

で
あ
る
。

以
上
、
純
粋
経
験
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
如
き
純
粋
経
験
に
お
い
て
、
思
惟
体
系
と
経
験
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α①

体
系

は
自
覚

の
体
系
に
お
い
て
同

一
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
体
験
と
思
惟
、
乃
至
は

「思
惟

の
方
式
」
と
し
て
の
論

理
と
が
同

一
の
精
神
作
用
で
あ
る
こ
と
は
、
西
田
哲
学
の
出
立
点
が
個
の
自
覚
の
問
題
に
存
す
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

先
ず
個
人
が
あ

っ
て
経
験
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
先
ず
経
験
が
あ

っ
て
、
し
か
る
後
に
個
人
が
あ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
経
験
に
よ

っ

て
自
己
が
自
己
に
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
有
り
方
は
、
愛
に
お
い
て
人
間
は
知

の
極
点

に
達
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、

明
白

に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
真

に
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
る
対
象
の
本
質
と
か
実
体
を
対
象
的
、
客
観
的
に
知
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
愛
に
お
い
て
自
己
と
対
象
と
が
主
客
合

一
的
に

一
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
と
対
象
と
が
愛
に
お
い
て

一
致

す
る
こ
と
で
あ
る
。

さ

て
、
以
上
の
如
き
純
粋
経
験

の
立
場
は
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、

『自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』

に
お
い
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行

の
立
場
を
介
し
て

「絶
対
自
由

の
意
志
」
の
立
場

へ
と
進
み
、
知
覚
と
理
解
力
、
直
観

(乃
至
体
験
)
と
反
省

(乃
至
思
惟
)
と
の
内
的

結
合

で
あ
る
自
覚
の
立
場
か
ら
、
価
値
と
存
在
、
意
味
と
事
実
の
統
合
が
企
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
絶
対
自
由
の
立
場
は
、
西
田
幾

多
郎
博
士
自
身
に
よ

っ
て
、
後

の

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
に
は
遠
く
及
ぼ
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
絶
対
意
志
の

立
場

は
、
「
場
所
」

の
考
え
に
至
る
こ
と
と
な
る
。
西
田
哲
学
に
お
け
る
場
所
と
は
、
対
象
的
に
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
、
形
而
上

学
的

に
は
思
惟
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
殊
が
お
い
て
あ
る
場
所
で
あ
り
、
判
断
的
知
識
が
そ
こ
で
成
立
す
る

一
般
者
と
言

え
る
如
き
も
の
で
あ
る
。
更

に
、
「
場
所
」
の
考
え
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
「弁
証
法
的

一
般
者
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ

、
「弁
証
法
的

一

般
者
」
の
立
場
は

「行
為
的
直
観
」

の
立
場
と
し
て
直
接
化
さ
れ
た
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、

「場
所
」

の
考
え
の
具
体
化
と
し
て
の

「弁
証

法
的

一
般
者
」

の
立
場
の
出
現
に
よ

っ
て
、
『善

の
研
究
』
以
来
の
純
粋
経
験
と
い
う
根
本
的
立
場
が
、
い
わ
ば
質
的
に
転
換
す
る

こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
、
個

の
自
己
限
定

の
側
面
が
強
か

っ
た
純
粋
経
験
の
立
場
が
、
い
わ
ば
世
界
乃
至
無
の

一
般
者

の
自
己
限
定

の
側

面
か
ら
も
同
時
に
究
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
純
粋
経
験

の
世
界
は
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ポ
イ

エ
シ
ス
の

世
界

こ
そ
真
の
純
粋
経
験
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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⇔

世
界
の
自
己
限
定

意
識
現
象
が
唯

一
の
実
在

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
識
現
象
と
し
て
の
純
粋
経
験
に
お
い
て
は
、
思
惟
と
意
志
、
乃
至
思
惟
の
方
式
と

し
て
の
論
理
と
体
験
と
は
、
同

一
の
実
在
、
即
ち
純
粋
経
験
の
二
側
面
で
あ

っ
て
、
本
来
は
一
な
る
も
の
の
二
側
面

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

西
田
哲
学
は
、
行
為
的
自
己
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
体
験
、
経
験
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
単
な
る
経
験
主
義
や
実
証
主
義
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
論
理
と
体
験
が
本
来

一
な
る
も
の

と
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
物
質
に
も
精
神
に
も
、
そ
の
他
如
何
な
る
も
の
に
も
実
体
や
実
体
的
な
も
の
も
認

め
ら
れ
ず
、
先
に
も

触
れ
た
如
く
、
む
し
ろ
、
物
質
即
精
神
と
言
い
得
る
よ
う
な
、
物
質
と
精
神
の
区
別
の
生
じ
て
く
る
、
い
わ
ぽ
両
者

の
根
源
の
場
で
実
在

が
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
意
識
現
象
が
唯

一
の
実
在
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
実
在
は
、
そ
こ
に
お
い
て
未
だ
知
情
意
の
分
離
の
な
い
、
主
客
が
尚
合

一
し

て
い
る

「
純
粋
経
験
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
西
田
哲
学
は
い
わ
ば
こ
の
純
粋
経
験
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先

に
も
述
べ
た
如
く
、

こ
の
純
粋
経
験
の
世
界
は
、
昭
和
九
年
の
論
文

「
弁
証
法
的

一
般
者
と
し
て
の
世
界
」
に
お
い
て
、
「
歴
史
的
実
在

の
世
界
」

と
考
え
ら

れ

る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
根
本
的
に
は
意
識
の
側
面
か
ら
明
ら
め
ら
れ
て
い
た
実
在

の
世
界
が
、
同
時
に
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定

し
、

世
界
が
世
界
自
身
を
限
定
す
る
側
面
か
ら
も
究
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
の

「歴
史
的
実
在
の
世
界
」

が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
こ
で
は
論
理
と
体
験
は
ど
の
よ
う
な
連
関
の
内
に
存
す
る
の
か
を
究
め

た
い
と
考
え
る
。

真

の
現
実

の
世
界
、
真

の
実
在

の
世
界
は
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、

一
切
を
対
象
的
に
見
る
科
学
や
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学

の
如

く
単
な
る
客
観
主
義
か
ら
の
み
で
も
、
ま
た
理
想
主
義

の
如
く
単
な
る
主
観
主
義
か
ら
の
み
で
も
究
め
つ
く
す
こ
と

は
で
き
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
に
そ
の
点
に
、

『善
の
研
究
』

の
純
粋
経
験
以
来
の
西
田
哲
学
の
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
と

の
質
的
な
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相
違
が
存
し
て
い
る
。
真

の
実
在

の
世
界
は
、
主
観
と
客
観
と
を
同
時
に
包
む
真

の
客
観
的
実
在
の
論
理
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
抽
象
的
思
惟

の
学
と
し
て
の
論
理
で
は
な
く
、
具
体
的
思
惟

の
学
と
し
て
の
論
理
、
思
惟
の
方
式
と
し
て
の
論
理
で
あ

る
。
純
粋
経
験
に
お
い
て
は
、
知
情
意

は
未
分
離
で
あ
り
、
思
惟
の
作
用
も
純
粋
経
験
の
一
種
で
あ
り
、
体
験
と
思
惟

の
方
式
と
し
て
の

論
理
と
は
、
い
わ
ば
無
反
省
の
ま
x
に

一
な
る
も
の
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
「
場
所
」
の
考
え
に
至
り
、
更
に

「
場
所
」

の
考
え
が

「
弁
証
法
的

一
般
者
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
次
い
で
、
後
者
が

「行
為
的
直
観
」

の
立
場
と
し
て
直
接
化
さ
れ
る
に
及
ん
で
、

純
粋
経
験
に
始
ま
る
西
田
哲
学
が
論
理
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
思
惟

の
方
式
が
、
全
体
と
し
て

一
つ
の

統

一
の
う
ち
に
整
え
ら
れ
る
よ
う
な
、

一
つ
の
一
貫
し
た
流
れ

の
内
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

「無

の
自
覚
的
限
定
」
(昭
和
七
年
)

に
お
い
て
ま
で
は
未
だ
論
理
的
基
礎
づ
け
と
い
う
こ
と
は
、
意
図
的
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
る
に
、
「哲
学
の
根
本
問
題
」
(昭
和
八
年
)
や

「哲
学
の
根
本
問
題
続
編

(弁
証
法
的
世
界
)
」
(昭
和
九
年
)
に
至

る
と
、
思
惟

の
方

式
と
し
て
の
論
理
と
い
う
こ
と
か
ら
も
真
の
実
在
の
世
界
が
究
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
に
至
る
。
し
か
し
、

「哲
学
の
根
本
問
題
」

に
お
い

て
は
、
真

の
実
在
の
世
界
は
、
未
だ
、
行
為
的
自
己
の
行
為
の
世
界
か
ら
尚
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

即
ち
、

「
私
が
考
え
る
故
に

㈲

私
が

あ
る
の
で
は
な
く
、

私
が
行
為
す
る
が
故
に
私
が
あ
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う

「行
為
」

と
は
、
本
来
、
主
観
が
客
観
を
主
観
化
し
、
同
時
に
ま
た
逆
に
客
観
が
主
観
を
客
観
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
行
為
的
自
己
の
対
象
界
は
、
単
な
る
自
然
界
で
は
な
く
、
私
と
汝
と
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
と
汝
と
の
世
界
は
、
行
為
の
世

界
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
、
行
為
す
る
現
実
の
世
界
と
し
て
、
主
観
的
で
あ
る
と
共
に
客
観
的
で
あ
り
、
同
時
に
客
観
的

で
あ

る
と
共
に
主
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
行
為
の
世
界
は
、
主
客
を
包
む
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
主

客
を
包
む
世
界
は
、
弁
証
法
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
、
弁
証
法
的

一
般
者
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
弁
証

法
が
実
践
の
論
理
と
考
え
ら
れ
る
に
至
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
弁
証
法
は
、

へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
弁
証
法
論
理
と
は
根
本
的
に
相
違
し
て
い
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
論
理
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は
、
主
語
的
、

ノ
エ
マ
的
で
あ
り
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
の
尚
延
長
線
上
に
あ
る
過
程
的
弁
証
法
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
田

哲
学
に
お
け
る
弁
証
法
は
、
物

へ
の
方
向
と
汝

へ
の
方
向
が

一
で
あ
る
よ
う
な
世
界
を
成
り
立
た
し
め
る
。
個
物
的
限
定
と

一
般
的
限
定

と
が

一
で
あ
る
よ
う
な
世
界
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
は
、
実
在
を
、
存
在
す
る
も
の
の
本
質
に
、

つ
ま
り
、
対

象
的
、
主
語
的
方
向
に
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
新
た
な
構
造
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
、
従

来

の
主
語
的
論
理
を
裏
返
し
て
述
語
的
論
理
を
、
ま
た
、
従
来

の
ノ

エ
マ
的
論
理
を
翻
し
て
ノ
エ
シ
ス
的
論
理
を
考
案
し
て
い
る
。
し
か

し
、
主
語
的
論
理
に
対
す
る
述
語
的
論
理
は
、
単
に
述
語
的
な
も
の
か
ら
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、

ノ
エ
マ
的
論
理
に
対
す
る
ノ
エ

シ
ス
的
論
理
も
、
単
に
ノ
エ
シ
ス
的
な
も
の
か
ら
出
立
す
る
の
で
は
な
い
。
西
田
哲
学
に
お
け
る
述
語
的
論
理
も

ス
エ
シ
ス
的
論
理
も
共

に
、
真

の
一
般
者
の
自
己
限
定
は
そ
の
ま
二
真

の
個
物
の
自
己
限
定
で
も
あ
り
、
ま
た
真

の
個
物

の
自
己
限
定
は
そ

の
ま
x
真
の

一
般
者

の
自
己
限
定
で
も
あ
る
よ
う
な
、
真

の
実
在
の
世
界
を
顕
わ
に
す
る
論
理
な
の
で
あ
る
。
述
語
的
論
理
に
お
い
て
は
、
真
の
判
断
の
主
体

は
、
単

に
主
語
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
に
同

一
な
も
の
、
即
ち
、
真

の
自
己
同

一
と
考
え
ら
れ
る
も

の
な

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
真
の
自
己
同

一
と
は
、
主
語
と
し
て
如
何
な
る
実
体
、
有
を
も
超
脱
し
た
絶
対
の
無
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
ま
x
述
語
な

の
で
あ
る
。
主
語
面
即
述
語
面
、
述
語
面
即
主
語
面
と
し
て
、
絶
対
に
相
反
す
る
も
の
の
自
己
同

一
で
あ
る
。
真
の
個
物
は
、
自
己
自
身

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
肯
定
す
る
よ
う
な
、
働
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
的
、
歴
史
的
実
在
、

つ
ま
り
、

一
般
的
な
も
の
は
、

我

々
の
個
を
包
み
、
我
々
の
底
か
ら
我

々
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
社
会
的
、
歴
史
的
限
定
の
主
体
は
、
絶
対
に
相
反
す
る

も

の
の
自
己
同

一
な
の
で
あ
る
。

個
物
的
限
定
と

一
般
的
限
定
と
は
、
本
来
ど
こ
ま
で
も
結
び
つ
か
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
弁
証
法
的

一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
、

一

般
的
限
定
は
即
個
物
的
限
定
を
意
味
し
、
個
物
的
限
定

は
即

一
般
的
限
定
を
意
味
す
る
。
そ

し
て
、
こ
こ
に
初
め
て
真

の
行
為

の
世
界
が

　

　

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
の
行
為
の
世
界
は
創
造
的
で
あ
り
、
創
造
的
で
あ
る
と
は
、
無
の

一
般
者
で
あ
る
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定

す

る
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
行
為
的
自
己
が
場
所
的
限
定
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
時
に
の
み
、
真

の
客
観
的
認
識
も
可
能
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と
な

る
。
客
観
的
知
識
は
、
弁
証
法
的
に
自
己
自
身
を
限
定
し
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
西
田
哲
学
に
お

け
る
弁
証
法
的
論
理
は
、
社
会
的
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
、
即
ち
、

一
即
多
、
多
即

一
な
る
も

の
と
し
て
の
我
々
の
行
為
的
自
己
の
立

場
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
行
為
的
世
界
は
表
現
の
世
界
で
も
あ
る
。
表
現
の
世
界
と
は
、

}
般
者
を
越
え
た

一
般
者
の
限
定
、
即
ち
、
無
の
】
般
者

の
限
定
で
あ
り
、
従

っ
て
、
限
定
す
る
も
の
な
き
も
の
の
ノ
エ
マ
的
限
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
創
造
的
に
自
己
自
身

を
限
定
す
る
世
界
は
、
ノ
エ
マ
的
限
定
に
お
い
て
は
無
限
に
表
現
的
で
あ
り
、
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
に
お
い
て
は
、
個
物
的
に
自
己
自
身
を

限
定
す
る
行
為
的
世
界
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、

「
創
造
的
」
と
は
、
絶
対
に
相
反
す
る
も

の
の
自
己
同

一
と
し
て
主
語
面
即
述
語

面
的
限
定
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
世
界

の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
限
定
す
る
も
の
な
き
も
の
の
限
定
、

つ
ま
り
、
絶
対
無
の
限
定
と

し
て
成
り
立

つ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
社
会
的
、
歴
史
的
進
行
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
、
歴
史
的
世
界
に
お

い
て

ノ
エ
マ
的
に
私
に
対
す
る
も
の
は
、
無
限

に
表
現
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
格
的
限
定
と
い
う
も

の
は
ノ
エ
シ
ス
的
に
可
能
で
あ

り
、

ノ
エ
シ
ス
的
に
は
、
我
は
汝
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
我
に
死
す
る
と
い
う
自
己
の
絶
対
否
定
を
通
し
て
我
は
初
め

て
我
で
あ
り
、
汝
は
我
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
即
ち
、
汝
自
身
に
死
す
る
と
い
う
汝
の
絶
対
的
自
己
否
定
を
通
し
て
初
め
て

汝
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
絶
対
に
相
反
す
る
も

の
の
自
己
同

一
と
し
て
、
個

々
の
人
間
が

ノ
エ
マ
的
に
無
限
に
深
い
表
現
的

世
界

を
見
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ノ
エ
シ
ス
的
に
汝
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、

ノ
エ
マ
的
に
表
現
的
な
も
の
を
見
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
創
造
的
な
社
会
的

・
歴
史
的
世
界
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
が
真

の
人
格
的
生
命
の
世
界
で
あ
る
が
、
西
田
哲

学

の
思
惟
の
方
式
の
基
盤
で
あ
る
行
為
的
自
己
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
表
現
的
な
も
の
は
、
人
間

の
行
為
的
自
己
を
限
定
す
る
世
界

の
ノ

エ
マ
的
限
定
と
し
て
、
行
為
的
自
己
を
限
定
す
る
。
し
か
も
無
限
な
表
現
は
、
ノ
エ
シ
ス
の
ノ
エ
マ
と
し
て
自
覚
の
意
味
を
持

っ
て
い
る

が
故

に
、
客
観
的
な
言
葉
と
し
て
行
為
的
自
己
に
対
し
て
命
令
乃
至
当
為
の
意
味
を
持
ち
、
神
の
言
と
い
う
意
味
を
持

つ
。
と
い
う
の
も
、

神
は
、
表
現
的
で
あ
る
が
故

に
人
格
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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さ
て
、
以
上
の
如
く
、
弁
証
法
的

一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
、
そ
の
ノ
エ
マ
的
方
向
に
は
無
限
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
表
現

の
世

界
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
は
人
格
の
世
界
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
弁
証
法
的

一
般
者
の
自
己
限
定

の
立
場

に
お
い

て
は
、

一
般
的
限
定
と
個
物
的
限
定
と
は
ど
こ
迄
も
対
立
し
な
が
ら
、
正
に
そ
の
故
に
両
限
定
の
間
に

「
即
」

の
関
係
が
成
立
す
る
。
そ

し
て
、
限
定
す
る
も
の
な
き
も

の
の
限
定
と
し
て
個
物
的
限
定
即

一
般
的
限
定
、

一
般
的
限
定
即
個
物
的
限
定
と
考

え
ら
れ
る
弁
証
法
的

限
定
は
、
事
実
が
事
実
を
限
定
す
る
と
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
事
実
が
事
実
を
限
定
す
る
世
界
と
は
、
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す

る
世
界
、
い
わ
ぽ

「自
然
法
爾
」

の
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
、

「自
然
法
爾
」

の
世
界
こ
そ
、
真
の
実
在
の
世
界
、
歴
史
的
実
在

の
世
界
、

創
造
的
ポ
イ

エ
シ
ス
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
自
己
が
世
界
の
自
覚
点
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
事
実
が
事
実
を
限
定
す
る
自
然
法
爾
の
世
界
と
し
て
の
真

の
実
在

の
世
界
は
、
た
父
、
現
実
の
世
界
が
そ
の
ま
二
で
良

い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
時
間
と
空
間
の
、

ノ
エ
マ
面
と
ノ
エ
シ
ス
面
の
、
個
物
と

一
般
者

の
、

自

己
と
世
界
の
、
主
語
面
と
述
語
面

の
、

一
と
多
の
、
物
質

(力
)
と
精
神

(意
識
)

の
、
ま
た
、
人
格
的
な
世
界
と
表
現
的
な
世
界

の
、

各

々
、
相
互
に
絶
対
に
対
立
す
る
が
故
に
却

っ
て
成
立
す
る
弁
証
法
的
統

一
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
、

弁
証
法
的
統

一
は
、
真
に
自
己
同

一
な
も

の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
に
自
己
同

一
な
も
の
と
は
、
個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者

(M
)

の
意
味
を
持
ち
、
ま
た
弁
証
法
的

一
般
者

の
意
味
を
持
ち
、
場
所
的
限
定
と
考
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
こ
に
、
既
に
、

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
全
体
は
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
自
覚
の
体
系

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
弁
証
法
的

一
般
者
と
し
て
の
世
界

の
自
己
限
定
は
、
現
在
が
、
現
在
の
中
に
自
己
矛
盾
を
含
み
な
が
ら
、

し
か
も
現
在
自
身
を

限
定
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
世
界
は
、
限
定
す
る
も
の
の
な
い
限
定
と
し
て
創
造
的
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
行
為
的
自
己
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
主
観
が
客
観
を
限
定
し
、
客
観
が
主
観
を
限
定
す
る
行
為
的
直
観

の
世
界
で
あ

る
。
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こ
こ
で
注
意
を
用
す
る
こ
と
は
、

「行
為
的
直
観
」

と
言
わ
れ
る
場
合
の

「
直
観
」

は
、
絶
対
無
を
対
象
と
し
て
観
想
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
「行
為
」

と
い
う
こ
と
も
、
直
観

の
為
の
行
為
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
玉
で
言
う
直
観
と
は
、
無
限
に

一
般
者
が

一
般
者
を
限
定
す
る
と
か
、
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
即
ち
、
絶
対

現
在

の
自
己
限
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
言
う

「行
為
」
と
か

「
行
為
的
」
と
い
う
こ
と
も
、
単
な

る
運
動
と
か
、
合

目
的
的
作
用
で
は
な
く
、
行
為
に
よ

っ
て
外
に
物
を
作
る
よ
う
な
、
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
持
ち
、
場
所
的
限
定
の
意
味
を
持

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
行
為
的
直
観
的
過
程
は
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も

の
へ
の
過
程
で
あ
り
、
行
為
的
直
観

の
世
界
は
、
作

る
も
の
と
作
ら
れ

㈹

た
も

の
と
が
矛
盾
的
自
己
同

一
的
に
結
合
す
る
世
界
で
あ
り
、

へ
ー
ゲ
ル
の
用
語
に
従
え
ば
、

即
自
と
対
自
と
が
、

「
即
自
即
対
自
的
」

に
一
で
あ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

ま
た
、
行
為
的
直
観
の
世
界
、
つ
ま
り
現
実
の
世
界
が
世
代
か
ら
世
代

へ
と
弁
証
法
的
に
自
己
自
身
を
限
定
し
て
行
く
過
程
は
、
形
成

作
用

と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
形
成
作
用
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
の

一
方
に
は
表
現
的
世
界
が
、
他
方
に
は
働
く
も
の
の
世
界

が
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
前
者
の
世
界
、
即
ち
、
表
現
的
世
界
に
お
い
て
は
、
超
越
的
な
も
の
は
内
在
的
で
あ
り
、
内
在
的
な
も
の

は
超
越
的
で
あ
る
。
形
成
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
は
、
内
在
的
な
も

の
と
超
越
的
な
も
の
と
い
う
相
反
す
る
も
の
の
自
己
同

一

と
し
て
、
無
限
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
界
が
無
限
に
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
時
、
そ
の
よ

う
な
世
界
は

「神
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
真

の
弁
証
法
的
世
界
の
神
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教

の
人
格
神
を
い

わ
ば
連
続
的
に
拡
大
し
た
よ
う
な

一
大
人
格
な
の
で
は
な
く
、
絶
対
の
否
定

の
肯
定
と
し
て
の
神
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
、
⇔
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
O

で
論
じ
た
、
個

の
純
粋
経
験
を
基
礎
と
し
た
、
い
わ
ば
現
象
学
的
論
究
を
、
自
覚
を
軸

と
し
な
が
ら
も
、
い
わ
ぽ
反
対
の
方
向
の
世
界
か
ら

(前
者
を
表
と
す
れ
ば
、

い
わ
ば
裏
か
ら
)
も
、
つ
ま
り
、
弁
証
法
的

一
般
者
と
し

て
の
世
界

の
自
己
限
定
の
方
向
か
ら
も
、
同
時
に
究
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
O
で
い
わ
ば
自
己
の
体
験
の
側
面
か
ら
現
象
学
的
に
論
じ
ら

れ
た

こ
と
を
、
⇔

に
お
い
て
は
、
同
時
に
裏
か
ら
と
い
う
限
り
、
現
象
学
的
事
実

の
究
明
を
同
時
に
論
理
的
に
も
そ
の
存
在
論
的
構
造
を
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究
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学
は
、
純
粋
経
験
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
、
自
覚

を
軸
と
し
て
、
体
験

の
方
向
と
論
理
の
方
向
か
ら
同
時
に
深
め
ら
れ
て
行

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
体
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
論
理
は
な
く
、
ま
た
、

思
惟
の
方
式
と
し
て
の
論
理
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
体
験

は
考
え
ら
れ
な
い
。
体
験
も
論
理
も
、
こ
れ
ら
両
者
の
未
分
離
で
あ
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
両
者
の
い
わ
ぽ
根
源
で
あ
る
純
粋
経
験
か
ら
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
経
験
は
、
弁

証
法
的

一
般
者
と
し
て
の
無

の
場
所
の
存
在
論
的
な
究
明
に
よ

っ
て
場

の
開
け
の
う
ち
へ
と
、

つ
ま
り
歴
史
的
実
在

の
世
界

へ
と
除
々
に

深

め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
体
験
と
論
理
は
、
常

に
相
即
的
に
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
を
示
す
の
が
、
正
に
、

「ポ
イ
エ
シ
ス
の
世
界
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ

ポ
イ

エ
シ
ス
の
世
界

西
田
幾
多
郎
博
士
の

「
実
践
哲
学
序
論
」
(昭
和

一
五
年
)

の
冒
頭

に
は
、

キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

『死
に
至
る
病
』
の
冒
頭

に
あ
る
、

人
間
、
精
神
、
自
己
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
か
ら
、
西
田
博
士
の
思
想
と
の
連
関
に
お
い
て
重
要
と
な
る
部
分
が
十
数
頁
に
わ
た

っ

て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
人
間
を
、
自
己
が
自
己
自
身
に
関
係
す
る
よ
う
な
課
題
的
存
在

(
以
下
、
実
存

の

「自
己
関
係
」
と
略
記
)
で
あ

る
と
同
時
に
、
絶
対
的
他
者
に
よ

っ
て
措
定
さ
れ
た
、
即
ち
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者

へ
の
関
係

(以
下
、
実
存

の

「神
関
係
」
と
略

記
)
と

の
、
い
わ
ば
二
重
関
係
の
う
ち
に
あ
る
存
在
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
間

の
実
存
の
理
解
の
仕
方
は
、
西

田
幾
多
郎
博
士
の
人
間
の
捉
え
方
と
根
底
に
お
い
て

一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
前
者
は
神
を
有
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
伝
統

的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
人
格
神
を
そ
の
思
想
の
根
底
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
神

は
、

人
間
理
解

に
関
し
て
は
、
実
存
の
神
関
係
と
い
う
形
で
の
み
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
神
理
解
が
、
伝
統
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的
な
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
を
底
に
破
る
よ
う
な
深
さ
を
持

っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ

ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
そ
の
よ
う

な
神

の
理
解

の
仕
方

の
う
ち
に
は
、
た
と
い
萌
芽

の
形

に
お
い
て
で
あ
れ
、
実
体
的
な
神
を
半
ぽ
突
破
す
る
よ
う
な
側
面
を
秘
め
て
い
る

こ
と
を
、
我
々
は
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。

西
田
幾
多
郎
博
士
は
、
人
間
の
時
間
的
な
側
面
、
つ
ま
り
意
識

の
側
面
、
即
ち

「目
的
的
作
用
」

の
側
面
と
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お

㈲

け
る
実
存
の
自
己
関
係
と
を
、
実
存
の
同

一
の
側
面
に
属
す
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
、
人
間

の
表
現
的
形
成
的
側
面
と
キ

05

エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
実
存
の
神
関
係
と
を
実
存
の
同

一
の
側
面
に
属
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者

の
目
的
的
作
用
と
後

者
の
表
現
的
形
成
的
作
用
が

一
な
る
と
こ
ろ
に
ポ
イ

エ
シ
ス
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ポ
イ

エ
シ
ス
的
自
覚

の
あ

る
と
こ
ろ
に
真
の

自
己
も
成
り
立
つ
。
ポ
イ

エ
シ
ス
は
、
目
的
的
作
用
の
側
面
が
、
表
現
的
形
成
的
作
用
の
側
面

へ
と
深
ま

っ
て
行
く
に
従

っ
て
、
客
観
的

と
な

っ
て
ゆ
く
。

さ

て
、
こ
こ
で
、
小
論

の
テ
ー
マ
で
あ
る
論
理
と
体
験

(乃
至
は
、
思
惟

の
方
式
と
実
存
)
と
い
う
こ
と
に
立
ち
返

る
と
、
実
存
の
目

的
的
作
用
の
側
面
、

つ
ま
り
実
存
の
自
己
関
係
の
側
面
は
、
実
存

の
体
験

の
側
面
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
側
面
は
本
来
、
実

存

の
表
現
的
形
成
的
作
用

の
側
面
と

一
つ
に
の
み
成
り
立
つ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
実
存

の
自
己
関
係

は
、
実
存

の
絶
対
的
第
三

者

へ
の
関
係

(
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
実
存
の
神
関
係
は
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
「弁
証
法
的

一
般
者
」

と

し
て
の
世
界
の
自

己
限
定
で
あ
る
よ
う
な
実
存

の
側
面
と
な
る
)

へ
と
深
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
初
め
て
客
観
的
妥
当
性
を
持

つ
も

の
と
な
る
。

何
故
な
ら
、
自
己
の
目
的
的
作
用
型
の
作
用
は
、
弁
証
法
的

一
般
者
と
し
て
の
世
界

の
逆
作
用
と
し
て
、
つ
ま
り
、
無
作
用
的
作
用
型
と

し
て
働
く
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
自
己
に
よ
る
限
定
と
い
う
個
物

の
自
己
限
定
が
自
覚
的
に
世
界
の
、
つ
ま
り
弁
証
法
的

一
般
者

の
自
己

限
定

の
方
向

へ
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
正
に
世
界
を
構
成
作
用
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
後
者

の
側
面
、

つ
ま
り
表
現
の

側
面
が
思
惟
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
惟
は
、
世
界
自
身

の
自
己
表
現
と
し
て
客
観
的
思
惟
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
よ
う
な

思
惟

か
ら
思
惟

の
方
式
と
し
て
成
り
立

っ
て
く
る
論
理
は
、
実
存

の
目
的
的
作
用
と
同
時
に
、
実
存
の
表
現
的
形
成
作
用
を
も
同
時
に
う
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ち

に
包
み
込
ん
で
い
る
よ
う
な
客
観
的
思
惟

の
方
式
で
あ
る
。

小
論
に
関
し
て
言
え
ば
、
個

の
覚

に
あ
た
る
純
粋
経
験
は
、
自
覚
の
頂
点
か
ら
振
り
返

っ
て
見
れ
ば
、
同
時
に
弁
証
法
的

一
般
者
と
し

て

の
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
両
者
を
内
に
包
み
込
む
こ
と
は
、
絶
対
無
の
自
覚
か
ら
初
め

て
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
論
理
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
に
し
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

知
性
と
意
志
の
、
思
惟
と
体
験

の
、
あ
る
い
は
論
理
と
体
験

の
区
別
が
そ
こ
で
は
未
だ
生
じ
て
き
て
い
な
い
よ
う
な
、
唯

一
の
実
在
と

し
て
の
純
粋
経
験
が
、
人
間
の
自
覚
を
通
し
て
意
識

の
統

一
を
深
め
て
行
き
、
そ
の
極
限
に
ま
で
迫

っ
て
行
く
場
合

に
は
、
最
初
か
ら
存

し
て
は
い
た
が
自
己
に
は
未
だ
明
ら
か
で
な
か

っ
た
事
実
が
、
即
ち
、
純
粋
経
験
は
個
の
自
己
限
定
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
弁
証

法

的

一
般
者
と
し
て
の
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
顕
わ
と
な

っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
が
顕
わ

と
な

っ
て
く
る
過
程
と
い
う
も
の
は
、
体
験
と
論
理
と
が
自
覚
に
お
い
て
常
に
同
時
に
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
と
考

え
ら
れ
る
。
即
ち
、

行

為
的
に
働
く
自
己
の
ノ
エ
マ
的
自
覚
と
ノ
エ
シ
ス
的
自
覚
に
お
い
て
。

つ
ま
り
、
自
己
の
人
格
的
な
行
為
的
自
覚

と
、
自
己
の
表
現
的

な
自
覚
に
お
い
て
。
し
か
も
行
為
的
自
己
の
側
面
の

「自
覚
」
と
は
、
「自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
、

実
存
の
真

の
実
在

へ
の
深
ま
り
に
よ

っ
て
、
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
方
向

へ
と
進
み
、
遂
に
は
見
る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
と
の
間
に

何
ら
の
分
裂
乃
至
距
離
も
な
く
な
り
、
従

っ
て
意
識

の
立
場
は
突
破
さ
れ
て
、
自
己
は
意
識
そ
の
も
の
に
な
り
切
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
段
階
に
至
る
と
き
に
は
、

個
の
自
己
限
定
は
、

本
来
、

根
源
的
に
世
界
の
自
己
限
定
で
あ
る
こ
と
が
顕
わ
と
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
場
、
乃
至
は
場
の
開
け
に
お
い
て
は
、

即
ち
、
絶
対
無

の
場

所

に
お
い
て
は
、
如
何
な
る
実
体
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
の

一
切
の
運
動
は
非
連
続
的
に

(あ
る
い
は
、
非
連
続
の
連

続
と
い
う
仕
方
で
)
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
世
界
に
お
け
る
無
数
の
個
物
乃
至
無
数

の
自
己
は
相
互
に
絶
対

に
独
立
な
存
在
で
あ
る
が
、
各
々
の
自
己
は
、
自
己
に
絶
対
的

に
死
に
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
自
己
と
な
る
と
い
う
弁
証
法
的
統

一
に

よ

っ
て
統

一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
的
自
己
は
、
絶
対
的
な
自
己
否
定
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
絶
対
否
定
を
媒
介
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と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

つ
ま
り
、
表
現
的
自
覚
に
包
み
込
ま
れ
、
表
現
的
自
覚
と

一
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
真

の
実
在
の
世
界
に
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
の
実
在
の
世
界
を
可
能
な
ら
し
め
る
絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る
思
惟

の
形
式
、
即
ち
論

理
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
と
な
る
。

さ

て
、
右

に
述
べ
た
よ
う
に
、
場

の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
は
、
個
物
と
個
物
と
は
弁
証
法
的
に
統

一
さ
れ
る
。
そ

こ
で
は
、
時
は
、
瞬
間
が
瞬
間
を
限
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
、
従

っ
て
非
連
続

の
連
続
と
し
て
成
立
す
る
。
時

は
、
多
と

一
と

の

矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
成
立
す
る
。
真

の
実
在

の
世
界
は
、
行
為
的
自
己
と
表
現
的
自
己
と
の
真
の
自
己
同

一
と
し
て
成
り
立

つ
。
真

の
実
在
の
世
界
は
、
多
と

一
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
自
己
自
身
を
形
成
す
る
ポ
イ

エ
シ
ス
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

西

田
哲
学
は
、
以
上
の
如
く
に
し
て
実
在

の
世
界
を
究
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
先
ず
実
在

の
意
識

の
立
場
を
究
め
、
そ
の
究
極

の
と

こ
ろ
で
い
わ
ば
場
の
開
け
と
も
言
う
べ
き
世
界

の
自
己
限
定
の
側
面
が
顕
わ
と
な
り
、
こ
れ
ら
両
者

の
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ポ
イ

エ

シ
ス
の
世
界
が
成
り
立
ち
、
そ
こ
に
真

の
実
在

の
世
界
が
究
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
真

の
実
在
の
探
究

に
際
し
て
は
、
常

に
哲
学
者
と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
博
士
と
宗
教
者
と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
博
士
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
西
田
哲
学
は
、
論

理
と
体
験
と

の
未
分
離
で
あ
る
よ
う
な
、
い
わ
ぽ
そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
の
区
別
が
生
じ
て
く
る
よ
う
な
根
源
で
も
あ
る
如
き
純
粋
経
験
か
ら

出
発

し
な
が
ら
、
更
に
、
純
粋
経
験
の

一
種
と
も
言
い
得

る
思
惟

の
作
用
と
、
こ
の
作
用
か
ら
形
成
さ
れ
て
く
る
思
惟

の
方
式
で
あ
る
論

理
と

に
よ

っ
て
、
経
験
は

一
層
深
め
ら
れ
、
そ
の
深
め
ら
れ
た
経
験
は
更
に
論
理
を
深
め
発
展
さ
せ
る
と
い
う
、
体
験
と
論
理
の
相
互
の

間
に
成
り
立
つ
い
わ
ぽ
自
発
自
展
的
と
も
言
い
得
る
よ
う
な
働
き
、
作
用

に
よ

っ
て
、
即
ち
、
個
の
自
己
限
定
と
世
界

の
自
己
限
定
が

一

で
あ
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
体
験
と
論
理
の
相
互
的
な
い
わ
ぽ
自
然
法
爾

の
運
動
に
よ

っ
て
、
個
と
普
遍
と
の
、
多
と

一
と
の
絶
対
矛
盾

的
自
己
同

一
の
論
理
に
至

っ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
ま
た
、
真
の
実
在
の
世
界
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
論
理

と
体
験
と
は
相
互
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
の
う
ち
に
あ
る
。
西
田
哲
学

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
論
理
と
体
験

の
連
関
性
は
、

西
田
哲
学
そ
の
も
の
が
対
決
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
最
初
に
触
れ
た

へ
ー
ゲ
ル
の
論
理

の
立
場
と
は
全
く
異
な

っ
て
い
る
。
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結

ぴ

へ
ー

ゲ

ル

の
論

理

の
立

場

は
、

『
エ

ン
ツ

ィ

ク

ロ
ペ

デ

ィ
』

(
哲

学

的

諸

学

綱

要

)

の
本

来

は
第

一
部

と
も

な

る
筈

で
あ

っ
て
、

実

際

に

㈹

は
そ
の
序
論
と
も
見
な
さ
れ
た

『
精
神
現
象
学
』

の
序
文
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「実
体
は
本
質
的
に
主
体
で
あ
る
」

こ
と
を
そ

の
基
礎
と
し
て
い
る
。

へ
!
ゲ
ル
は
、
実
体
と
し
て
把
握
さ
れ
た
絶
対
者
を
主
体
と
し
て
も
把
握
表
現
し
、
生
き
た
実
体
は
主
体
で
あ
る

と
し
て
、
生
成
発
展
の
う
ち
に
展
開
し
て
、
最
後

に
は
自
己
自
身
に
帰
還
し
て
ゆ
く
理
念
の
内
在
的
な
過
程
的
弁
証
法
的
運
動
を
そ
の
哲

学

の
軸

に
し
て
い
る
。
永
遠
の
本
質
に
お
け
る
理
念
そ
の
も
の
の
学
と
し
て
の
論
理
学
か
ら
、
そ
の
他
在

の
中
に
あ

る
理
念
の
学
と
し
て

の
自
然
哲
学

へ
、
そ
し
て
更
に
自
己
の
他
在
か
ら
自
己
へ
帰
還
す
る
理
念
の
学
と
し
て
の
精
神
哲
学

へ
と
、
理
念
は
主
体
と
し
て
、
抽
象

的
段
階
か
ら
具
体
的
階
階

へ
と
展
開
し
、
そ
の
結
果
絶
対
者
は
、
最
初
の
悪
無
限
と
し
て
の
実
体

の
有
り
方
か
ら
、
有
限
な
各
段
階
を
も

内

に
包
み
込
む
真
無
限
と
し
て
の
絶
対
者
、
概
念
、
乃
至
、
絶
対
知
に
至
る
。
し
か
し
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
如
何
な
る
実
体
も
認
め

ら
れ
ず
、
従

っ
て
実
体
を
表
象
せ
ざ
る
を
得
ぬ
如
き
主
体
も
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
先
ず
デ

カ
ル
ト
的
な
主
体
が

あ

っ
て
そ
れ
か
ら
経
験
、
行
為
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
方
向
は
む
し
ろ
逆

に
、
経
験
が
あ

っ
て
初
め
て
個
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
、
主
客
未
分
の
場
で
の
純
粋
経
験
か
ら
出
発
す
る
故
に
、
対
象
を
表
象
す
る
如
き
主
体
を
先
ず
前
提
す
る
と
い

う

こ
と
を
し
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。

近
世
の
哲
学

の
祖
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
以
来
、
自
己
以
外
の

一
切
の
存
在
者
を
主
体
と
し
て
の
自
己
に
対
す
る
対
象
と
し
て
表
象
す
る
こ

と
が
哲
学
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
転
回
に
お
い
て
も
、
対
象
が
主
体
の
直
観
能
力

の
先
天
的
性
質
や
悟
性
の

先
天
的
概
念

に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
は
現
象
界
を
認
識
し
、
こ
の
主
体
に
よ
る
経
験
的
認
識
が
対
象
界
を
成
立
さ
せ
る
。
カ
ン
ト

に
お
け
る
、
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
超
個
人
的
思
惟
で
あ
る
先
験
的
統
覚
、
つ
ま
り
、
一〇ず
鉱
①魯

①
と
い
う
純
粋
自
己
意

識
も
、
デ
カ
ル
ト
の

o
o
σq
津
o
の
延
長
線
上
に
考
え
ら
れ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
超
感
性



103論 理 と体験 の問題

的

な

世
界

と

し

て

の
物

自

体

の
世

界

、
叡

智

界

は
、

認

識

不

可
能

で
あ

り
、

実

践

理

性

に
よ

っ
て

要
請

さ

れ

る

に
す

ぎ

な

い
も

の
と

な

る
。

そ

の
結
果

、

カ

ン
ト

に

お

い

て

は
、

認

識

可

能

な

現
象

界

と
、

思

惟

は

可
能

で
あ

っ
て
も

認

識

不

可
能

な
叡

智
界

と

は
、

区

別

さ

れ

た

ま

ま

に
留

ま

っ
て

い
る

と
考

え

ら
れ

る
。

し

か

る

に
、
現

象

界

と

叡

智

界

の

こ

の

よ
う

な

分

裂

は

、
へ
ー

ゲ

ル

に

お

い

て
、

「
実

体

は
本
質

的

に
主

体

で

あ

る
」

と

い
う

へ
ー

ゲ

ル
独

特

の
思

惟

方
式

、

即

ち
、

内

在

的

、

過

程

的

な
弁

証

法

論

理

に
よ

っ
て
統

合

さ
れ

る

こ
と

と

な

る
。

し

か
し

、

そ

も

そ

も

対
象

を
表

象

す

る
如

き

主

体

は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

の
、

西
欧

の
伝

統

的

形

而

上

学

に
対

す

る
批

判

に
も

見

ら

れ

る

如

く

、

一
切

を

、

「
存

在

す

る
も

の

の
存

在
」

(匹
9
00
00
0
一】P
匹
⑦
ω
ω
⑦
凶0
5
」
Ω
P
)

の
視

点

か

ら
、

即

ち
存

在

す

る
も

の

の
本
質

(①
。。
。。①
昌
けド
)

乃

至

実

体

(
。。⊆
び
。。欝
巨
冨
)

の
視

点

か
ら

有
神

論

的

(
o
ロ
8
-夢

①
o
」
o
σQ
一8
げ
)

に
考

察

し

て

い

る
と

考

え

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

無

論

、
ヘ
ー

ゲ

ル
が

、

「
実

体

は

主
体

で
あ

る
」

と
考

え

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

カ

ン

ト

の
二

世
界

論

を
克

服

し

よ
う

と

し

た

こ
と

は
、
積

極

的

に
評

価

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る

と
考

え

ら

れ

る
。

し

か

し

な
が

ら
、

現

象

界

と

叡

智

会

と

の
統

合

と

い
う

こ
と

は
、

経

験

体

系

と

思
惟

体

系

と
が

一

で
あ

る

よ
う

な

西

田

哲

学

の
自

覚

の
体

系

に

は
当

然

包

み
込

ま
れ

て

い

る
筈

で
あ

る
。

更

に
、

こ

こ

で
次

の

こ
と

に
注

意

が
払

わ

れ

ね
ば

㈲

な
ら
な
い
。
即
ち
、

へ

。ーゲ
ル
に
お
け
る

「経
験
」
は
、
自
ら
の
知
と
自
ら
の
対
象

に
お
い
て
行
な
う
弁
証
法
的
運
動
を
意
味
す
る
と
言

う
場
合
、
こ
の
経
験
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
意
味

に
お
け
る
抽
象
的
な
純
粋
な
諸
契
機
を
、
即
ち
抽
象
的
な
悟
性
的
領
域
を
省
い
て
い
る
こ
と

に
。

し
か
し
な
が
ら
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、

へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
省
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
そ
の
よ
う
な
領
域
に
属
す
る
経
験
が
、

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
西
田
哲
学
は
、
実
体
を
も
主
体
を
も
そ
の
思
想

の
基
盤
と
し
て
い
な
い

点
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
「
経
験
」

の
意
味
に
お
い
て
も
、

へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
は
質
的
に
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、

現
象
界
と
叡
智
界
と
を
、
あ
る
い
は
経
験
の
世
界
と
思
惟
の
世
界
と
を
、
経
験
と
論
理
と
を
統
合
し
よ
う
と
し
て
、
絶
対
者
を
、
実
体
と

し
て
の
み
な
ら
ず
主
体
と
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
に
お
け
る
抽
象
的
な
段
階
か
ら
具
体
的
段
階

へ
と
、
悟
性
的
、
否
定
的
理
性
的
、

肯
定
的
理
性
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
も

の
の
う
ち
に
自
己
展
開
さ
せ
る
。
し
か
し
、
西
田
哲
学
は
、
こ
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
、
結
局

は
思
弁
的
な
歩
み
を
、
も
う

一
歩
底
に
破

っ
て
、
実
体
を
も
主
体
を
も
突
破
し
て
、
悟
性
と
理
性
と
の
未
だ
区
別
さ
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ぽ
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そ
れ
ら
の
根
源
の
場
で
も
あ
る
絶
対
無
か
ら
、
自
覚
を
軸
と
し
て

一
切
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
場
合

に
初
め
て
、
真
の
実
在

の
世
界
、
乃
至
は
へ
ー
ゲ
ル
的
に
言
え
ぱ
、
醤

⊆
a

漆
5
。。騨oプ

(即
自
且
対
自
的
)
な
存
在
の
有
り
方
が
そ
の
ま

二

9
昌
ωげ
げ

(即
自

的
)
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
あ
り
得
る
よ
う
な

「
自
体
」、

乃
至
は
自
体
的
な
有
り
方
に
お
け
る
一
切

の
、

自
然
法
爾

の
姿
が
顕

わ
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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真
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キ
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も
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イ

エ
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と
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