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五

第

三
章

「実
在

の
真
景
」

本
章

に
お

い
て
西

田
は
、
実
在

で
あ

る
純
粋
経
験
が
、
主
観
客
観

の
対
立
以
前

の
も

の
で
あ
り
、
純
粋
な
活
動
そ

の
も

の
で
あ
る
と

い
う

こ

と
を

述
べ
る
。
ま
た
、
純
粋
経
験

に
お

い
て
は
、

い
わ

ゆ
る
知
情
意

(知
識
、
感
情
、
意
志
)
と

い
う

三

つ
の
精
神
活
動
も
分
か
た
れ
る
こ
と
な

く

一
つ
で
あ

る
と

い
う

。

い
く

つ
か

の
具
体

的
な
例
を
あ
げ
て
、
実
在
と

い
う
も

の
の
真

の
姿

(実
在
の
真
景
)
に

つ
い
て
述

べ
て

い
く

の
が

本
章

の
内

容
と
な

っ
て

い
る
。

す
べ
て
意
識

は
能
動
的

で
あ
る

西
田
は
、
本
章

の
は
じ
め

に
、
「
意
識
は

い
か

に
単
純

で
あ

っ
て
も
必
ず
構
成
的

で
あ
る
」
(七
四
頁
)
と

い
う

こ
と

を

強

調

し

て

い
る
。

「
意
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(
2
)

識
が
構
成
的
」
と

い
う
意
味

は
、
ど

の
よ
う

な
意

識

で
も
、
意

識
な
ら
ば
自

ら
内
容
を

生
み
出
す
も

の
だ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
た
と
え

ば
、

も

つ
と
も
単
純

で
純
粋
と
考
え

ら
れ

て

い
る
感
覚

(感
覚
的
意
識
)
と
か
知
覚

(知
覚
的
意
識
)
に

つ
い
て
考
え

て
み
る
。
主
知
的
心
理
学

(西
田

は
特
定
の
名
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
心
理
学
な
ど
)
で
は
、
外

界
か
ら
得
ら
れ
る
感
覚

。。
8

ω
㊤
試
。
5
を
、
も

っ
と
も
直
接
的
な
経

験

の
要
素
と
考
え

て

い
る
が
、
は
た
し
て
こ
こ
に
は
ま

っ
た
く

(対
象
を
生
み
出
す
)
能
動
的
意
義
は
な

い
の
か
。

主
知

的
心
理
学
は
、
知
識
成
立

の
事
情
を
分
析
的

に
説
明
す

る
の
で
あ
る
が
、
じ

つ
は
知
識

の
源
泉
と

み
ら
れ
る

「感
覚
」
は
、
す

で
に
分

析

の
結
果

か
ら
、

「始

め
に
あ
る
と

こ
ろ

の
直
接
的

な
も

の

(も

っ
と
も
受
動
的
な
も
の
)
」
と

し

て
案
出

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
と
西

田
は

い
う

。

(
3
)

つ
ま
り

、
ま

っ
た
く
受
動
的
な

「純
粋
感
覚
」
と

い
う

よ
う
な
も

の
は
あ
り
え
な

い
と

い
う
。
ま
た
知
覚

に
関
し
て
は
、
そ
れ
は

い
か
に
簡
単

な
も

の
で
あ

っ
て
も
能
動
的
な
面
を
も

つ
と

い
う
。
た
と
え
ば
空

間
的

に
物
を
知
覚
す
る
場
合
、
物

は
あ
る
形
状
を
も

っ
て
知
覚

さ
れ
る
の
で

、

、

(
4

)

あ
り
、
そ

こ
に
は
あ

る
判
断

が
働

い
て

い
る
と

み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
知
覚
は
能
動
的
、
構
成

的
な

の
で
あ

る
。
連
想

(観
念
連
合
)
と
か
、
思

惟
と
か

に
な

る
と
、

さ
ら

に
能
動
的

で
あ

る
こ
と

は
当
然

で
あ

る
。

つ
ま
り
、
感
覚
、
知
覚

に
し

て
も
、
あ

る

い
は
連
想
、
思
惟

に
し

て
も

、

そ
れ
ら
は
意
識

で
あ
り
、
意
識

の
内
面
か
ら
そ
う
し
た
能
動
的
作

用
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ

る
。
西
田
は
、
主
知
的
心

理
学

に
対
し

て
、
も

っ
と
も
能
動
的
な
意
識
と

い
え

る
意
志

を
第

一
に
立

て
る
主
意
的
心
理
学

(ブ
ン
ト
な
ど
)
を
高
く
評
価
す

る
。
そ
れ
は
意

識

の
能
動

的

・
構
成
的
な
性
質

に
注
目
し
、
重
視
す

る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

純
粋
経
験

の
相
貌

こ

の
よ
う

に
西

田
は
、
意
識
が
能
動
的
、
構
…成
的

で
あ
る

こ
と
を
述
べ
、

い
よ

い
よ
純
粋
経
験

の
相
貌
に

つ
い
て
語

っ
て

い
く
。

「
純
粋
経
験
に
お

い
て
は
未
だ
知
情
意

の
分
離
な
く

、
唯

一
の
活
動

で
あ
る
よ
う

に
、
ま
た
未
だ
主
観
客
観

の
対
立
も
な

い
。
主
観
客
観

の
対
立

は
我

々
の
思
惟

の
要
求
よ
り
出

で
来

る
の
で
、
直
接
経
験

の
事
実

で
は
な

い
。
直
接
経
験

の
上
に
お

い
て
は
た
だ
独
立
自
全

の

一
事



実
あ

る
の
み
で
あ

る
、
見

る
主
観
も

な
け
れ
ば
見

ら
る
る
客
観
も
な

い
。
あ

た
か
も
我

々
が
美
妙

な
る
音
楽

に
心
を
奪

わ
れ
、
物
我
相
忘

れ
、

天
地
た
だ
劉
暁

(り
ゅ
う
り
ょ
う
)
た
る

一
楽
声

の
み
な
る
が
如
く
、

こ
の
刹
那

い
わ
ゆ
る
真
実
在

が
現
前
し

て

い
る
」

(七
四
-
五
頁
)

純
粋
経
験

に
お

い
て
は

「
未
だ
知
情
意

の
分
離
な
く
」

「
未
だ
主
観
客
観

の
対
立
も
な

い
」
と

い
う
。
そ
れ

で
は
、
こ

の
二

つ
の
う
ち
、
ど

ち
ら
が
よ
り
根
本
的

な
事
柄

か
と

い
え

ば
、
後
者
だ
と

い
え

よ
う
。
前
者

(知
情
意
の
分
離
)
は
後
者

(主
客
対
立
)
か
ら
導
く

こ
と
が
で
き

る

か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
ま
ず
、
西

田
の
論
述

に
沿

っ
て
、
主
観
と
客
観

の
問
題
を
と
り
あ
げ

て
み
ょ
う
。
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「主
客

一
一一兀
論
」
と
そ

の
批
判

主
観
と
客
観

の
区
別
か
ら
、

い
わ

ゆ
る
精
神

と
物
体

の
区
別
も
生
じ
る

(こ
の
区
別
が
、
デ
カ
ル
ト
以
来
、
心
身
問
題
と

い
う
難
問
を
生
む
)
。
主

観

は
客
観

で
は
な
く
、
客
観
は
主
観

で
は
な

い
も

の
で
あ

る
。
心

(精
神

・
我
)
と
物

(身
体

・
自
然
)

の
区
別
も
同
様

で
あ

る
。

デ
カ
ル
ト

で

は
、
こ
の
二

つ
は

二

つ
の
異
な
る
実
体
と
さ
れ
、
そ
れ
自
体
が
あ

い
触
れ
合
う

こ
と
は
な

い

(心
身
二
元
論
)
。
し
か
し
、
心
身
が
人
間
に
お

い

て
ま

っ
た
く
触

れ
合
う

こ
と
が
な

い
と

い
う

の
は
、
通
常
、
経
験
的

に
納
得

で
き
な

い
。
そ

こ
で
デ
カ
ル
ト
は
松
果
腺

に
お

い
て
両
者
が
触

れ

合
う
と
し
た
が
、

こ
れ
は
か
な
り
無
理
な
説
明

で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し

ス
ピ

ノ
ザ
は
、
実
体
を
神

に

の
み
限
定
し
、
心
身
は

い
ず
れ
も

一
実
体

で
あ

る
神

の
二

つ
の
様

態

巨
o
曾

ω
で
あ
る
と
し

て
、
心
身

は
相
関
す

る
と
説

い
た

の
で
あ

っ
た

(心
身
並
行
論
)
。

こ
の
ス
ピ

ノ
ザ

の
解
決
法

は
巧

み
で
あ
り
、
な

る
ほ
ど

一
元
論
的

に
徹
底
さ
れ
て
は

い
る
が
、
し
か
し
た
と
え

ば
心

の
も

つ
と

み
ら
れ
る
能
動
性

は
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
点

に

つ
い
て
批
判
を
受

け
る
こ
と
と
な

っ
た
。
ま
た
、
す

べ
て
を
神

に
託
し
た

(「神
に
酔
え
る
ス
ピ
ノ
ザ
」
)
と
も

い
え

、
神

が
否
定

さ
れ
れ
ば

ス
ピ

ノ
ザ

の
思
想
は
瓦
解
す

る
こ
と
に
も
な
る
。
近
代
思
想

の
主
流
は
デ
カ
ル
ト
的

二
元
論

に
あ
り
、
主
客

二
元
論
は
、
近
代

の
世

界
観

の
性
格
を
決
定
づ
け
る
も

の
と
な

っ
た
。

し
か
し
こ

の
主
観
客
観
を
分
け

る
近
代

の
考
え

に
対

し

て
、
西
田
は
、
そ
れ
は
事
実
そ

の
も

の
の
区
別

で
は
な
く
、
コ

つ
の
事
実
を
考
察
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す

る
見
方

の
相
違

に
す
ぎ
な

い
」

(七
五
頁
)
と

い
う

。

「客
観

(見
ら
れ
た
も
の
)」
と
は
、
向

こ
う
側

に
立

て
ら
れ
た
対
象

で
あ
る
。

い

っ
た
ん
対
象
を
見
ら
れ
た
も

の
と
し

て
立

て
る
と
、
そ
れ
を

見

る

(立
て
る
)
こ
ち
ら
側
を
非
対
象
的
な
も

の
と
し

て
立
て
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
が

「
主
観

(見
る
も
の
)
」

で
あ

る
。
そ
し
て
、
主
観

(わ

れ
)
、
客
観

(も
の
)
の
両
者
が
実
体

と
み
な
さ
れ

て
、

こ
の
区
別

は
も
は
や
完
全

に
固
定

さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
て
し
ま

い
、

こ
こ
に
主
客

二
元

論

が
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
す

べ
て
の
現
象

は
、

こ
の
主
客

の
区
別

の
上
に
展
開
さ
れ
る
も

の
と

さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二

元
論
的
見
方
が
確

立
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
以
後

は
、
事
実

の
全
体
を
考
察
し
よ
う
と
し

て
も
、

こ
の
考
察
自
体
が
主
客

の
枠
組

み
の
内
部

で

な
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、
純
粋
な
事

実

へ
の
道
は
原
理
的
に
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

ヘ

へ

こ

の
主
客

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は

い
か
に
し
て
転
換

で
き

る
の
か
。
西
田
は
原
点
と
し

て
の
事
実

に
帰

ろ
う
と
す

る
。

一
つ
の
事

実
は
そ
れ
自
体
と
し

て
分
け
ら
れ
な

い
も

の
だ
と

い
う

こ
と
を
西
田
は
強
調
す
る
。
そ

こ
で
は
本
来
、
「見

る
主
観
も
」

「見
ら

れ

る
客
観
も
」

な

い
の
で
あ
る
。
す

べ
て
が
見

る
も

の
で
あ
る
と
と
も

に
、
す

べ
て
が
見
ら
れ

る
も

の
で
あ
る
。
両
者

の
区
別
は
存
在

し
な

い
。

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

へ

…
…
音
楽

に
我
を
忘
れ

て
聞
き

ほ
れ

て

い
る
状
態
を
考
え

る
と
、
そ

こ
に
は
主
観
と
し

て
の
聞
く
我
も
、
客
観
と
し

て
聞
か

れ
る
音
も
な
く
、

両
者

は

一
つ
に
な

っ
て
、
そ
こ
に
響

い
て

い
る

「
た
だ

一
楽
声
」
が
あ
る

の
み

で
あ

る
。

こ
の
瞬

間
、

こ
こ
に

「真
実
在

が
現
前
し

て

い
る
」

の
で
あ

る
。
そ

の
他

に
も
、
西
田
は
花
や
星

の
文
学
的
表
現

の
例
を
あ
げ

て

い
る
。
花

や
星
は
た

ん
な

る
客
観
的
な
物
体

で
は
な
く
、
花

は

「色

や
形
や
香
り
を
そ
な
え
た
花
」

で
あ
り
、
ま
た
詩
人

ハ
イ
ネ

が

い
う

よ
う
に
、
星

は

「蒼
空

に
お
け
る
金

の
鋲

(び
ょ
う
)
」

で
あ

る
。

こ

れ
が
事
実
的
見
方

で
あ

る
と
西
田
は

い
う
。

こ
う

し
た
西
田

の
事

実
的
立
場

は
、
近
代

の
主
流

で
あ
る
主
客

二
元
論

へ
の
批
判
を
含

ん
で

い
る
。
主
観
客
観
と

い
う

仮
定

を
取
り
除
き
、

事
象
そ

の
も

の

へ
帰

ろ
う
と
す

る
立
場
だ
と

い
う

こ
と
が

で
き
る
。
そ

の
点
、
た
と
え
ば

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

の
立
場
と
も
共
通
す
る
も

の

が
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。
た
と
え
ば

フ
ッ
サ
ー

ル
の
論
文

『厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学

(℃
巨

。
。。。
嘗
δ

　。
尻

の前
魯
σq
Φ
≦

。。ω①
塁
臼
聾

)』

は
、
ち

ょ
う
ど

西
田

の

『善

の
研
究
』
と
同
年

(
一
九

一
一
年
)
に
発
表

さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
現
象
学

の
確

立
を
し
た
著
作
と

し

て
知
ら
れ

る
。
そ



こ
で
は
、
意
識

の
対
象

の
存
在
を
素
朴

に
前
提
す
る
よ
う

な

「自
然
主
義
的
」
な
態
度
を
保
留

し
、
「
事
象
そ

の
も

の

へ
」
還
帰
す

る

の
だ
と

(
5

)

い
う
彼

の
立
場
が
語
ら
れ

て
い
る
。

た
だ
、
西
田

の
立
場
と

フ
ッ
サ
ー
ル

の
そ
れ
が
同

一
で
あ

る
と
も

い
え

な

い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
現
象
学
的
還
元

(事
実
的
世
界
の
定
立
を
す

べ
て
括
弧
に
入
れ
る
)
の
後

に
残

っ
た
純
粋
な
意
識
を
問
題
と
し

て
い
く

の
で
あ

る
が
、
西

田
で
は
主
客

に
基
づ
く
認
識
以
前

の
意
識

11
純
粋
経

(
6
)

験

を

問

題

と

し

て

い
た
と

い
う

こ
と

が

で
き

よ
う

。

融
合
す

る

「知
情
意
」

次

に
知
情
意

に

つ
い
て
で
あ

る
。
第

一
章

「
考
究

の
出
発
点
」

に
お

い
て

「深
く
考
え

る
人
、
真
摯
な
る
人
は
必
ず
知
識
と
情
意
と

の

一
致

を
求
む
る
よ
う

に
な

る
」

(五
九
頁
)
と
西
田
は
述

べ
て
い
た
。

こ
の
言
葉
を
受

け
、
本
章

で
西
田
が
強
調
す
る
こ
と

は
、
真
実
在
と

は
、
単

に

知
識

の
対
象
と

い
う

よ
う
な
冷
た

い
も

の
で
は
な
く
、
情
意

を
も

っ
た
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
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「
主
客

の
未
だ
分
か
れ
ざ
る
独
立
自
全

の
真
実
在

は
知
情
意
を

一
に
し
た
も

の
で
あ

る
」

(七
五
頁
)

そ

の
意
味

で
、
具
体
的
世
界

は

つ
ね
に
情
意
を
も

っ
た
世
界

で
あ

る
。
情
意
な
き
世
界
と
は
、
抽
象
的
な
世
界

で
し
か
な

い
。
そ
の
点

、
物

理
学
者
は
線
と
か
面
と
か

い
う
抽
象

的

・
知
的
世
界
を
問
題
と
す

る
が
、
む
し
ろ
芸
術
家

の
ほ
う

が
情
意

を
含
む
現
実
的
な
世
界
を
把
握

し
て

い
る
と
西
田
は

い
う

。

し

か
し

こ
の
点

に
関
し

て
は
、

一
般
に
意
見
が
分
か
れ
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
物
理
学
者
は
物

理
的
世
界

こ
そ
が
客
観
的
、
現
実
的
世
界
だ

と

い
う
か
も
し
れ
な

い
。
芸
術
家

の
い
う

よ
う
な
人
間
的
真
理
と
は
単

に
情
感

に
支
配
さ
れ
た
主
観
的
な
も

の
で
し
か
な
く
、
科
学
的

・
客
観

(
7

)

的
真
理

こ
そ
が
本
当

の
真

理
で
あ

る
、
と
。

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ

の
日
常
経
験

の
上
か
ら

い
え
ば
、

た
し
か
に
情
意
を

つ
ね
に
伴

っ
て

い
る
よ
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う

に
思

わ
れ
る
。
西
田
は

「
同

一
の
景
色

で
も
自

分

の
心
持
ち
に
よ

っ
て
鮮
明

に
美

し
く
見
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
陰
諺

に
し

て
悲

し
く
見
え

る
こ
と
も
あ
る
」

(七
六
頁
)
と

い

っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

こ
と

は
、
芸
術
家
な
ら
ず
と
も
理
解

で
き
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
た
と
え
ば
情
意

の
世
界
を

み
ご
と

に
歌

っ
た
芸
術
家
と
し

て
、
ベ

ン
ガ

ル
の
詩
人

タ
ゴ
ー
ル
を
紹
介
し
た

い
。
彼

の
詩

に
た
と
え

ば
次

の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

「
わ
た
し

の
意
識

の
色

の
中

で

エ
メ
ラ
ル
ド
は
緑
と
な
り
、
ル
ビ
ー
は
紅
と
な

っ
た
。

私
が
空

に
向
け

て
眼
を
開
く
と
、
光
が
東

か
ら
西
に
輝
き
わ
た

っ
た
。

(
8
)

わ
た

し
が

バ

ラ
を
見

て

「
な

ん

と
美

し

い
」

と

い
う

と

、

バ

ラ
は
美

し
く

な

っ
た

」

こ
こ
に
は
情
意

の
世
界
が
み
ご
と

に
言

い
表
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
知
識
は
情
意
と

一
つ
に
融
合
す
る
。
客
観
的
世
界
、
知
識

の
世
界

が

情
意
と
切
り
離
さ
れ
て

い
る

の
は
真
実

の
世
界

で
は
な
く
、
情
意
を
含

む
世
界

こ
そ
が
真
実

の
世
界

で
あ
る
。
真
実

の
世
界
、
そ
れ
は
言

い
換

(
9
)

え
れ
ば
、
生
命

の
世
界
と

い
え

る
。
仏
教
で
も
、
地
獄
で
あ
れ
天
界

で
あ
れ
、
す

べ
て
世
界
は
心

が
展
開
す

る
も

の
で
あ
る
と
説
く
。
芸
術

や

宗
教
は
、
真
実

の
世
界
、
生
命

の
世
界
を
離

れ
て
は
成
り
立
た
な

い
も

の
で
あ
ろ
う
。

主
客

の
区
別
を
越

え
る
純
粋
経
験

と
こ
ろ
で
、
知
情
意
と

い
う
区
別
は
、

い

っ
た

い
ど

こ
に
そ
の
区
別

の
由
来
を
も

つ
の
か
。
西
田
は
次

の
よ
う

に
明
確
に
指
摘
す
る
。

「
我

々
は
主
観
客
観

の
区
別
を
根
本
的

で
あ
る
と
考
え

る
と

こ
ろ
か
ら
、
知

識

の
中

に

の
み
客
観
的
要
素
を
含

み
、
情
意

は
全
く
我

々
の

個
人
的
主
観
的
出
来
事

で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
こ

の
考
え

は
す

で
に
そ

の
根
本
的
な
仮
定

に
お

い
て
誤

っ
て

い
る
」
(七
七
頁
)
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へ

す
な
わ
ち
知
情
意

の
区
別

は
、
も
と
も
と
主
観
客
観

の
区
別
か
ら
派
生

し
た
も

の
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
主
客

の
区
別
に
基
づ
き
、
客

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

観

は
知

(知
識
)
、

主

観

は
情

意
と

同
列

に
置

か

れ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
情

意

は
主

観

的

な
も

の
で
あ

る
か

ら

、
ま

っ
た
く

個

人
的

な
も

の
で
あ

り

、

客

観

的
学

問

の
対
象

と

は
な

り

え

な

い
と
考

え

て
し
ま

う

の

で
あ

る
。

こ
う

し

て
、

一
般

に
学

問

あ

る

い
は
科

学

と

は

、
主

観
的

な

も

の

を

排

除

し

た
と

こ
ろ

に
成

り

立

つ
と
主

張

さ

れ

る

こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
。

し
か

し

、

こ
う

し

た

単

に
客
観

的

な

と

ら
え

方

は
、

西

田

の
採

る
と

こ

ろ

で

は
な

い
。
知

識

、

た
と

え

ば
色

と

か
形

と

い
う

こ
と
も

、

「主

観

的

と

見

れ

ば
主

観

的

で
あ

る

、

個

人
的

と
見

れ
ば

個

人
的

で
あ

る
」

(同
)

(こ
の
点
、

一
般

に
経
験
論
は
、
観
念

(知
識
)
は
感
覚

や
印
象
と

い
う

主
観
的

・
個
人
的
起
源
を
も

つ
と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
西

田
の
言
葉
を
裏
付
け

る
も

の
と

い
え

る
)
。

ま

た

、

単

に
主

観

的

と

さ

れ

る

情

意

も

、

「
外

界

に

か
く

の
如

き

情

意

を
起

こ
す
性

質

が

あ

る
と

す

れ
ば

客
観

的
根

拠

を

も

っ
て
く

る
」

(同
)

(こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

一
般
に
唯
物
論
は
、
主

観
的
な
も

の
も
す

べ
て
物
質
的

な
も

の

へ
と
還
元
し

て
把
握
す
る
と

い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
)
。

つ
ま

り

、

西

田

に

い
わ

せ

れ

ば

、

知

も

主

観

的

、

情
意

も

客
観

的

な

面

を
も

つ
て

い
る

の

で
あ

る
。

情

意

が
主

観

的

・
個

人

的

と

さ

れ

る

の
は
、

こ

の
よ
う

に
主

観

客
観

と

い
う

区

別

か

ら
生

じ

て

い
る

の

で
あ

る
が
、
と

り
わ

け

「我

、
個

人
」

と

い
う

実

体

が
前

提

さ

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。

「
我

々
が
個

人
な
る
も

の
が
あ

っ
て
喜

怒
哀
楽

の
情
意
を
起

こ
す
と
思
う

が
ゆ
え

に
、
情
意

が
純
個
人
的

で
あ

る
と

い
う
考
え
も
起

こ
る
。

し
か
し
人
が
情
意
を
有

す
る

の
で
な
く
、
情
意
が
個
人
を
作

る
の
で
あ

る
、
情
意
は
純
粋
経
験

の
事
実

で
あ
る
」

(同
)

こ
こ
に

い
わ
れ

る

「
人

が
情
意
を
有
す

る

の
で
な
く
、
情
意

が
個
人
を
作

る

の
で
あ

る
」

と

い
う

西
田

の
言
葉

に
注

目
し
た

い
。

こ
れ
は
、

序
文

の

「個
人
あ

っ
て
経
験
あ

る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ

っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
」

(四
頁
)
と
呼
応
す

る
、
同
意
義

の
表
現

で
あ

ろ
う
。
経
験
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は
情
意
を
含

ん
で
い
る
。
こ

の
経
験
が
あ
る
か
ら
個
人
が
あ
る

の
で
あ

る
。

「個
人
」
あ
る

い
は

「我
」
を

ア
プ
リ
オ
リ
に
立

て
る
と
、
必
然

的
に
独
我
論

に
陥
る
と
み
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
序
文

で
は
、
こ

の

「
経
験
あ

っ
て
個
人
あ
り
」
と

い
う
考
え

に
よ

っ
て
、
西
田
自
身
、
独
我

論
を
脱
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
述

べ
た

の
で
あ

っ
た
。

「生
け
る
自
然
」
と
純
粋
経
験

本
章
末
尾
で
、
西
田
は
叙
情
的
な
表
現
で

「生

け

る
自
然

」

に

つ

い
て
語

っ
て

い
る

。

「希

臓

(ギ
リ

シ
ア
)
人

民
に
は
自
然
は
み
な
生
き
た
自
然

で
あ

っ
た
。
雷
電

は
オ

リ
ム
プ

ス
山
上

に
お
け

る

ツ
ォ
イ

ス

(
10
)

と
ー

石

神

)
神

の
怒

り

で
あ

り

、
杜

鵤

(ほ
と

と

ぎ
す

)

の
声

は

フ
ィ

ロ
メ
ー

レ
が

千
古

の
怨
恨

で
あ

っ
た
」

(六
九
頁
)

(ゼ

ウ

ス

の
こ

お
そ
ら
く
、
「
生
け

る
自
然
」
と

い
う
見
方
は
古
代

ギ
リ
シ
ア
で
は
共
通

の
も

の
で
あ

っ
た
。
も
と
も
と
、
ギ
リ

シ
ア
語

の

「
b
げ
遂
♂

(自

然
)
」

は
、

「
生
ま
れ
る

℃
げ
網
o
目
巴
」
と

い
う

動
詞
か
ら

で
き
た
言
葉

で
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景

の
下
に
、

ヘ
シ
オ
ド

ス
が
語
る
よ
う
な
神
話

(た
と
え
ば

『神
統
記
』
、
『仕
事
と
日
々
』
な
ど
)
が
成
立
し
た

に
違

い
な

い
。

ギ
リ
シ

ア
神
話

の
世
界

は
生

け
る
自
然

の
世
界

で
あ
り
、
そ
れ
は

ま
た
最
初
期

の
自
然
哲
学

に
も
反
映
し

て
い
た
と
見

ら
れ
る
。
タ
レ
ス
は

「
万
物
は
神

々
に
満
ち

て

い
る
」
と

い

っ
た
と

い
わ
れ
、

ヘ
ラ
ク
レ

イ
ト

ス
は

「
万
物

は
流
転
す

る
」
と
述

べ
た
。
そ

し
て
こ
れ
は
ま
た
、
古
代

ギ
リ
シ

ア
だ
け

の
も

の
で
は
な

い
。
イ

ン
ド

で
も
、
中
国

で
も
、

そ
し

て
お
そ
ら
く

日
本

で
も
、

や
は
り
古
代

に
お

い
て
は
自
然
は
生
き
た
も

の
と
し

て
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
西
田

の
純
粋

(
11
)

経
験

の
立
場
と

は
、

こ
う

し
た
古
代

の
生
け
る
自
然

の
見
方
と
通
底
す

る
も

の
が
あ
る
と

い
え

よ
う
。
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注(
1
)

本
稿

は
昨

年
発
表

の
拙
稿

「
西

田
幾
多

郎

『善

の
研
究
を

読
む
』

(
『創

価
大
学

人
文
論

集
』
第

十

六
号
)

の
続
稿

で
あ

る
。
底
本

お
よ
び
表

記

の
仕

方

に

つ

い
て
は
、
原
則

と
し

て
前

稿

に
し
た

が

っ
て

い
る
。

(
2
)

カ

ン
ト
哲

学

で
構
成

的

犀
o
口
ω
鼻

巳
ぼ
く
と

い
う

の
は
、

経
験
的
対

象
を

ア
プ

リ
オ

リ
に
構

成
ま

た
は
産
出

で
き

る
こ
と
を
意

味
す

る
。

(
3
)

経
験

論

に
対

し

て
合
理
論

で
は
、
感
覚

は

一
般

に
知
識
成

立

の
源

泉
と

し

て
は
重

視

さ
れ
な

い
。
プ

ラ
ト

ン
は
感
覚

が
変

化
す

る
も

の
で
あ

り
、
真

の
知

識
を
与

え
な

い
と

し
た

し
、

デ
カ

ル
ト

も
感
覚

は
誤

謬

の
源

で
あ

る
と
し

た
。

こ
う

し

た
合
理
論

の
見
解

に
は
、
感
覚

が
す

で
に
あ

る
種

の
構
成

を
経

た
も

の
で
あ

る

(し
た

が

っ
て
純

粋
な

も

の
で
は
な

い
)

と

い
う

洞
察

が
含

ま

れ

て

い
る
と

も
考
え

ら
れ

る
。

(
4
)

イ
ギ

リ

ス
経
験

論

(と
く

に
バ

ー

ク
リ

や

ヒ

ュ
ー

ム
)

で
は
感
覚

と
知

覚

の
区

別

は
必

ず

し
も

明
確

で
は
な

い
。
区

別

を
明

確

に
主
張

し
た

の
は
、

ス

コ

ッ
ト

ラ

ン
ド
学

派

の
T

・
リ
ー
ド

(日
げ
O
H口
O
o駿
即
①
一ユ
)

で
あ

る
。
知
覚

は
感
覚

と
違

っ
て
、
対

象

に
関
す

る
概
念
と

信
念
を

与
え

る
契
機

を
含

む

と
す

る
。
言
葉

の
上

か
ら

み
る
と
、

「
知
覚

b
霞
8
眉
註
o
炉

詔
四
げ

口
①
げ
日
信
口
σq
」

は
、
語

源
的

に
も

「
把
握

す

る

ω
①
冒
P

昌
Φ
げ
目
①
β
」
と

い
う
意

義
を
も

ち
、

た
し

か
に
能
動
的

な
作

用
を
意
味

し

て

い
る
と

い
え

よ
う

。

(
5
)

日
本

に
お

い
て
、

フ

ッ
サ

ー
ル
に

い
ち
早
く

注
目

し
た

の
も
西

田

で
あ

っ
た
。

「
現
代

の
哲

学
」

(大
正

五
年

に
発
表

・
全
集

第

一
巻

所
収
)

と

い
う

論

文

に

は
、

「
哲
学

お

よ
び

現
象

学

研
究
年

報

」
第

一
巻

の

フ

ッ
サ
ー

ル

の
論
文

「
イ

デ
ー

ン
ー
」
を

読

み
、

そ

の
概

要
が
簡

潔

に
述

べ
ら
れ

て

い
る

が
、

お
そ

ら
く

こ

の
記

述
が

本
邦

に
お
け

る
最
初

の

フ

ッ
サ
ー

ル
の
紹
介

で
あ

ろ
う

。

そ

の
後
も

西
田

は

フ

ッ
サ

ー

ル
に
は
注

目
し

つ
づ
け

て

い
る
。

(
6
)

こ

の
点

、
藤

田
正
勝
氏

は
、

西
田

の
思
想

は
、
む

し

ろ

「
生
活
世

界
」

を
め
ぐ

る

フ

ッ
サ

ー

ル
後
期

の
思
想

、
あ

る

い
は
さ
ら

に

メ
ル

ロ

・
ポ

ン

テ

ィ

の
思
想

に
近

い
と

い
う

こ
と
を
述

べ

て

い
る
。

(
『
現
代
思
想

と
し

て

の
西

田
幾
多

郎
』
講

談
社

、

一
九
九

八
、

四
四
頁
)

(
7
)

こ

の
点

に
関

し

て
、

石
神
豊

『
ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
と
は
何

か
』

(
レ
グ

ル

ス
文

庫
)
、
第

三
文

明
社
、

百
十

一
頁
以

下
を
参

照

の
こ
と
。

ア
イ

ン
シ

ユ

タ

イ

ン
と

タ
ゴ

ー
ル
と

の
論
争

に

つ
い
て
ふ
れ

て

い
る
。

(
8
)

「
宇
宙

論
」

冒
頭

の
詩

、
渋
谷
美

津
子

・
松
山
俊

太
郎
訳

に
よ

る

(
『
タ
ゴ

ー

ル
著

作
集
』

第
七
巻

三

一
九

頁
、
第

三
文
明
社

、

一
九

八
六
)
。

(
9
)

こ
れ

に

つ

い
て
は
、
前
稿

、
三

の

「
唯
識

論
と

の
類
似
」

の
項
目
を
参

照

せ
よ
。

(
10
)

フ
ィ

ロ
メ
ー
レ

(ピ

ロ
メ
ラ
)

は
、

ギ

リ
シ

ア

の
伝

説

で
、

オ
ウ

ィ
デ

ィ
ウ

ス
の

「変

身
物

語
」
第

六
巻

に
出

て

い
る
。

ア
テ
ナ
イ
王

の
娘

で
、

プ

ロ
ク
ネ

は
彼
女

の
姉
。

プ

ロ
ク
ネ

の
夫

で
あ

る

テ

レ
ウ

ス
に
だ

ま
さ

れ

て
犯

さ
れ
た

が
、
姉
と

と
も

に
復
讐
を

し

て
鳥

に
変
じ

た
と

い
う

。
近
代
西
洋

語

で
は
、
ピ

ロ
メ

ラ
は

ナ
イ
チ

ン
ゲ
ー

ル

の
代
名

詞
と
し

て
用

い
ら

れ

て

い
る
と

の
こ
と

で
あ

る
。

(
11
)

刈
田
喜

一
郎

『哲
学
』

創
価

大
学
出

版
会

、

一
九

七
六

、
七
-

　
五
頁

を

み
よ
。
著
者

は
、

タ
レ
ー

ス

の

「
水
」

の
解
釈

を
中

心

に
、
古

代
自
然
観

が

い
か

に
生
命

に
彩

ら

れ
た
も

の
で
あ

る
か
を

み
ご
と

に
語

っ
て

い
る
。
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六

第
四
章

「
真
実
在
は
常
に
同

一
の
形
式
を
も

っ
て

い
る
」

真
実
在

は
言
葉

で
は
表

せ
な

い
の
か
?

「
真
正

の
実
在

は
芸

術

の
如

く

互

い
に
相
伝
う

る
こ
と

の
で
き

な

い
も

の
で
あ

る
。
伝
え

う

べ
き
も

の
は

た
だ
抽
象

的
空

殻

で
あ

る
。

我

々
は
同

一
の
言
語

に
よ

っ
て
同

一
の
こ
と
を
理
解
し
う

る
と
思

っ
て

い
る
が
、
そ

の
内
容

は
必
ず
多
少
異
な

っ
て

い
る
」
(七
九
頁
)

西

田
は
真
実
在

に

つ
い
て
、

「
た
だ

我

々
が
こ
れ
を
自
得
す

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
反
省

し
分
析

し
言
語

に
表

し
う

べ
き
も

の
で
は

な

か
ろ
う
」

(同
)
と
も

い
う

。
第

一
章

で
も

「
思
惟

の
根
底

に
も
常

に
統

一
的
或
者
が
あ

る
。
こ
れ
は
直
覚

す
べ
き
も

の
で
あ

る
」

(六
五
頁
)

と
述

べ
て
い
た
が
、
真
実
在
を
統

一
的
或
者
と
置
き
換
え

れ
ば
、
同
じ
こ
と
を
述

べ
て

い
る
と

い
え

よ
う
。
真
実
在
は
分
析
と
か
反
省

に
よ

つ

て
得
ら
れ
る
と

い
う

こ
と
は
な

い
。

そ
れ
は
原

理
的

に
最
初

の
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
す

べ
て
が
始
ま

る
始
原
な

の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、

そ
れ
は
、

「
こ
れ
こ
れ

こ
う

い
う
も

の
」
と

し
て
言
語
化
あ
る

い
は
定
義

づ
け
も

で
き
な

い
し
、
し
た
が

っ
て
伝
達
す
る
こ
と
も

で
き
な

い
性

格

の
も

の

(
つ
ま
り
、
「言
語
道
断
」
と
い
う
こ
と
)
で
あ
る
。

た

し
か
に
、

「真
実
在
」

「
純
粋
経
験
」
と

い
う
よ
う
な
概
念

に

つ
い
て
、
そ

の
内
容

に
関
し
て
は
、
こ

の
表
現
に
よ

っ
て
十
分

に
言

い
尽
く

さ
れ

て

い
る
と

は

い
え
な

い
。
こ

の
概
念
自
体

、
言
語
化

さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
抽
象
的
な
も

の
に
す
ぎ
ず
、
中
身

の
な

い
抜
け
殻

の
よ
う

な

も

の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
純
粋
経
験
」
と

い
う
言
葉
に
触

れ
た
と
き
、

こ
れ
を

「
純
粋
」

「
経
験
」
と
分
節
し

て
考
え

る
の
が
普
通

で
あ

ろ
う
。
「
純
粋
」
と

は

「何
も
ま
じ
え

な

い
、
あ
る
が
ま
ま
」
と

い
う

こ
と

で
あ

る
し
、

「経
験
」
と
は

「私
自
身

の
感
じ
体
験
し

て
い
る
も

の

自
体
」

の
こ
と

で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ

で
わ
か

っ
た
気

に
な

っ
て
は
な
ら
な

い
。
す

で
に
こ
う
し
た
分
節
と
解
釈

に
も

、
特
定

の
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枠

組

み

が
使

わ

れ

、

思
惟

が
構

成

し

た

も

の
と

な

っ
て
し

ま
う

の

で
あ

る

(た
と
え
ば
、
「何
も
ま
じ
え
な

い
」
と

い
っ
て
も
、
「何
か
を
ま
じ
え
た
」

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と

い
う

こ
と
と
対
比
さ
れ
、
あ
る
特
定

の
表
象

に
よ

っ
て
理
解
し

て
し
ま
う
)
。

ま

た

、

人

に

よ

っ
て
異

な

る
と

い
う

こ
と

も

い
え

る
。
純

粋

経

験

そ

ヘ

ヘ

へ

の
も

の
は
、
こ
う
し
た
思
惟

の
構
成
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
依
然
と
し

て
把
握
さ
れ
な

い
ま
ま

「
X
」
と

し
て
残
る
と

い
え

る
。

し
か
し
、

そ
れ
で
は
困

っ
た

こ
と

に
な

ろ
う
。
「
自
得
す

べ
し
」
と

か

「直
覚
す

べ
し
」
と

い
わ
れ
て
も
、
わ

れ
わ
れ
は
突
き
放

さ
れ
て
し

ま
う

気
が
す

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
す

る
と
、
西

田

の
思
想

は
、
悪

し
き
神
秘
主
義
だ
と

い
う

評
を
受

け
る
こ
と

に
も
な

ろ
う
。
ま
た
、

一
種

の
禅
的
な
悟
り

が
根
本

に
あ
る

の
だ
と

い
う

よ
う
な
理
解
を
呼

ぶ
こ
と
に
も
な

る
。
あ

る

い
は
主
観
主
義
、
心
理
主
義
だ
と

い
わ
れ
も

し

よ
・つ
。

筆
者

(石
神
)
の
み
る
と

こ
ろ
、

こ
の
問
題
は
、

『善

の
研
究
』

で
は
十
分
に
解
決
さ
れ
な

い
ま
ま
残

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
が
、

基
本
的

に
解
決

に
向

か
う

(あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
を
西
田
自
身
が
強
く
意
識
し
、
哲
学
的
に
考
察
す
る
よ
う
に
な
る
)

の
は
、
西

田
が
自

(
1
)

覚

と
そ

の
論

理
を
考
え

る
よ
う

に
な

っ
て
か
ら

で
あ
る
。
そ

こ
に
ま
た
彼

の
哲

学

の
発
展
が
あ

っ
た
と

い
え

る
。
た
だ
、

『善

の
研
究
』

の
当

時
に
お

い
て
も
、
西
田
は
な

ん
と
か
し
て
、
純
粋
経
験

の
内
容
を
論
理
化
し
よ
う
と
努

め
て
も

い
る
。

い
わ
ば

『善

の
研
究
』
そ
れ
自
体

が
そ

う

し
た
言
語
化
と
論

理
化

の
努
力

と

い
え
、
た
と
え
ば
本
章

が

「
真
実
在

は
常

に
同

一
の
形
式
を
も

っ
て

い
る
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て

も
、
西

田
が
単
に

「
自
得
、
直
覚

す

べ
し
」
と
突
き
放
し

て
い
る
の
で
な

い
こ
と
は
明

ら
か

で
あ

る
。
た
だ
こ

の
時
期

は
、
ま
だ
十
分
に
論
理

化
し
え
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

真
実
在

の
あ

り
方

の
解
明

へ

そ
れ
で
は
、
ど

の
よ
う

に
純
粋
経
験

の
内
容
は
解
明
す
る
こ
と
が

で
き
る

の
か
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま

で
経
験

の
主
体

で
あ

る
自
己
を
離
れ
ず
、

そ

の
経
験
を

ロ
ゴ

ス

(言
語

・
論
理
)
化
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
で
あ
る
。

こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
超
越
論
的
解
明
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。
超
越

論
的
解
明
と
は
、
あ

る
事
柄

や
事
象

の
成

立
す

る
条
件

(形
式
)
を
解
明
す

る
こ
と

で
あ

る
。
か
く
し
て
西
田
は
語

る
。
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「
独
立
自
全

な
る
真
実
在

の
成
立
す

る
方
式

を
考
え

て
み
る
と
、
皆
同

一
の
形
式

に
よ

っ
て
成
立
す

る

の
で
あ

る
。
即
ち
次

の
如
き
形
式

に
よ
る

の
で
あ
る
。
先
ず
全
体

が
含
蓄
的

一日
b
暮
洋

に
現
れ
る
、
そ
れ
よ
り
そ

の
内
容
が
分
化
発
展
す

る
、
し
か
し

て
こ

の
分
化
発
展
が
終

っ
た
と
き
、
実
在

の
全
体

が
実
現
せ
ら
れ
完
成

せ
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

一
言

に
て
い
え
ば
、

一
つ
の
も

の
が
自

分
自
身

に
て
発
展
完
成
す
る

の
で
あ

る
」
(七
九
-
八
十
頁
)

純

粋
経

験

(
11
真
実
在
)
が
成

立

す

る

に

は
、

そ

の
成

立

の
仕

方

が
あ

る

は
ず

で
あ

り

、

こ

こ
に

述

べ
ら

れ

た

よ

う

な
弁

証
法

的
形

式

だ

と

い
う

の
で
あ

る
。

そ

れ

は

へ
ー

ゲ

ル
が
述

べ
た

よ
う

に
、

即
自

的

き

。・
甘
げ
、
対

自

的

費
目
。・一魯

、
即
自

か

つ
対

自

的

碧

ロ
巳

注
同
。。
8
げ

と
進

(
2

)

む
展

開

の
形

式

で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。
含

蓄

的

、
分

化

発

展
、

実

現

完
成

と

い
う

プ

ロ
セ

ス
は
、

即
自

的

、

対
自

的
、

即

か

つ
対

自

的

と

い

う

進

展

に

ほ
か

な

ら

な

い
。

つ
ま

り

、

全

体

は

一
つ
で
あ

り

、

自

発
自

展

し

て

い
く

と

い
う

形

を

も

つ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

そ

の
開

始

に
お

い
て
す

で
に
全

体

で
あ
り

、

発

展

に

お

い
て
も

、

な

に
か
自

己

と

別

の
も

の
を
取

り

入

れ

る
と

い
う

こ
と

で
は
な

く

、
自

己
自

身

の
展

開

で
し

か

な

い
。

そ

し

て
実

現
完

成

と

は
そ

う

し

た
自

己

を

展

開

し
終

え

た

こ
と

で
あ

る

(無
論
、
実
現
完
成
に
よ

っ
て
、
実
在
が
そ
こ
で

終
局
に
達
し
、
静
止
し
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
は
な

い
。
「実
現
完
成
」
と
は
論
理
的

に
完
結
す

る
と

い
う
意
味

で
あ
り
、
具
体
的

で
あ
る
実
在
は

つ
ね
に
動

的

で
あ
り

つ
づ
け
る
)
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

へ

つ
ま

り

、

真

実
在

の
あ

り
方

と

は

、
全

体

か

ら
全

体

へ
、
自

己
か

ら
自

己

へ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り

全

体

そ

の
も

の

の
、

あ

る

い
は

自

己
自

身

の
展

開

(巨

嘗

鼻

か
ら

霞
嘗

簿

へ
、
そ
し
て
全
体

の
実
現
が
な
さ
れ
る
と

い
う
展
開
)
が
あ

る
だ

け
な

の

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
真

実
在

と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
生
き
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
が

い
わ
ば
生
動
原
理
を
も

っ
た
も

の
だ
と

い
う

こ
と
を
意
味
し

て

い
る
。
純

粋
経
験
は
、
そ
う

し
た
生
命

的
な
も

の
で
あ
る
が

ゆ
え

に
、
自
動
的
な

の
で
あ
る
。



「能
動
と
受
動
」
、
「
無
意
識

と
意
識
」

の
区
別
は
程
度

の
差
?

西

田
は
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
文
章
を
思

い
浮
か

べ
る
と
き

の
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。

「
た
と
え
ば

一
文
章
を
意
識

の
上

に
想
起

す
る
と
せ
よ
、
そ

の
主
語

が
意
識
上
に
現

れ
た
と
き
す

で
に
全
文
章
を
暗

に
含

ん
で
い
る
。
但

し
客
語
が
現
れ

て
く
る
と
き
そ

の
内
容
が
発
展
実
現
せ
ち
る
る

の
で
あ
る
」

(八
十
頁
)
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た

と
え

ば

、

「私

は
、

昨

日

テ
レ
ビ

で
サ

ッ
カ

ー
中

継

を

見

た

」

と

い
う

文

章

を

思

い
浮

か

べ
る
と

き

の
こ
と

を

考
え

て
み
よ
う

。

じ

つ
は

、

主

語

で
あ

る

「私

は
」

と

い
う

言
葉

を

思

い
浮

か

べ
る
と

き

、

そ

こ

に

は
、

す

で
に
全

文
章

(の
内
容
)
が

一日
嘗

。騨

に
あ

る
。

つ
ま
り

「
昨

日
」

「
テ

レ
ビ

で
」

「
サ

ッ
カ
ー

中

継
を

」

「
見

た
」

の
す

べ

て
が
、

主

語

の

「私

は
」

に
含

蓄

的

に
含

ま

れ

て

い
る
。

そ

し

て

こ
れ

ら

の
客

語

(述
語
)
は

、

こ

の
主

語

「
私

は
」

の
発

展
と

み
ら

れ

る
。

つ
ま

り

、
一目
覧
三

け
な

も

の
が

Φ
図
宮
§

σ
に
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。

そ

し

て
発

展

(
3
)

(展
開
)
し
終
え

た
と
き
が
主
語

の
内
容

の
実
現

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
文
章

の
展
開

は
、
主
語

(潜
在
的
全
体
)

の
自
己
実
現

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
意
識
と
同
じ
く
・
一目
官
§
甘
か
ら

Φ
鋼
営
陣。
詳

へ
と

い
う
形
式
を
も

つ
の
で
あ
魂

・

西

田
は
、
意
識
は

一
般
に
こ
う

し
た
形
式
を
も

つ
と

い
う
。
意
志
と
か
思
惟
、
想
像
と

い

っ
た
、
能
動
的
と
み
ら
れ
る
意
識
に

つ
い
て
は
明

ら
か
で
あ

る
が
、
知
覚

、
衝
動

と

い
っ
た
受
動
的
と

み
ら
れ
る
意
識

に

つ
い
て
も

同
じ
だ
と

い
う
。

「衝
動
お
よ
び
知
覚

な
ど
と
意
志

お
よ
び

思
惟

な
ど
と

の
別
は
程
度

の
差

で
あ

っ
て
、
種
類

の
差

で
は
な

い
」

(八

一
頁
)
。
と

い
う

の
は
、
前
者

(衝
動
、
知
覚
な
ど
)
に
お

い
て
は
無
意

識
的
過
程

で
あ

る
も

の
が
、
後
者

(意
志
、
思
惟
な
ど
)
に
お

い
て
は
自
ら
を
現
し
た
と

い
う

こ
と

で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
差
は
、
程
度
上

の
差

に
す
ぎ
な

い
か
ら

で
あ
る
。

西

田
に
よ
れ
ば
、
そ
も

そ
も
意
識

に

つ
い
て
、
受
動
的
と
か
能
動
的
と

い
う

こ
と
は
、
は

っ
き
り
区
別

で
き
る
も

の
で
は
な

い
。
意
識
に
と

っ
て
は
、
す

べ
て

「内
面
的
性
質

が
そ

の
主
動
力

で
あ
る
」
。

し
た
が

っ
て
、
「
(意
志
、
思
惟
と

い
っ
た
)
能

動
的
意
識

で
は
統

一
的
或
者

が
観
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念

と
し

て
明
ら
か
に
意
識

の
上

に
浮
か

ん
で

い
る
が
、

(衝
動
、
知
覚
と
い
っ
た
)
受
動
的
意
識

で
は

こ
の
も

の
が
無
意
識
か
ま
た
は

一
種

の
感

情

と
な

っ
て
働

い
て

い
る
の
で
あ
る
」

(八
二
頁
、
括
弧
内
は
石
神
の
加
筆
)
。

つ
ま
り
意

識
に
は

つ
ね

に
統

一
的
或
者

が
そ

の
底

に
あ
る
が
ゆ
え

に
、
内
面
的
に
統

一
さ
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

(
5

)

西
田
よ
り
も
十
数
年

ほ
ど
生
ま
れ
が
早

い
フ
ロ
イ
ト
は
、
ヒ

ス
テ
リ
ー

の
研
究

を
通
し

て
、
感
情
や
行
動
を
支
配
す

る
大
き
な
心
理
的
要
因

と
し

て
無
意
識

の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
イ
ド
あ

る

い
は

エ
ス
と
呼

ば
れ

る
こ

の
無
意
識
は
、
本
人
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な

い

(そ
の
意
味
で
無
意
識
で
あ
る
)
が
、
感
情

や
行
動
を
左
右
す

る
も

の
と
し
て
働
く
。
し
た
が

っ
て
受
動
的
な
性
格

の
も

の
と

い
え

る
が
、
内

面
的
性
質
を
も

つ
も

の
と
し
て
、

や
は
り
内
面
か
ら
能
動
的
に
働
く
と
も

い
え

る
の
で
あ

る
。
無
意
識
は
、

そ
う

し
た
意
味

で
、
意
識
さ
れ
な

い
意
識

(広
義

の
意
識
)
だ
と

い
う

こ
と

が
で
き

る
。
西
田
が
当
時

、

フ
ロ
イ
ト

の
説

に

つ
い
て
知

っ
て

い
た
と

い
う

こ
と

は
な

い
よ
う
だ

が
、

も
し
知

っ
て

い
た
ら
大
き
な
関
心
を
も

っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
も
の
」

の
世
界

か
ら

「
こ
と
」
の
世
界

へ

西
田
は
、
上
に
述

べ
た
、
意
識
に
み
ら
れ
る

「
同

一
の
形
式
」
を
さ
ら
に

一
歩
進

め
て
、
こ

の
同
じ
形
式

が
、

一
般

に
意
識

の
外

に
あ
る
と

思
わ
れ
る
も

の
に
も
適
用

で
き

る
と
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
自
然
界

の
出
来
事

で
あ
る
。
さ
き
に

「
我

々
は
意
識
現
象
と
物
体
現
象
と

二
種

の

経

験
的
事
実
が
あ

る
よ
う

に
考
え

て

い
る
が
、
そ

の
実
は
た
だ

一
種
あ
る

の
み
で
あ
る
。
即
ち
意
識
現
象
あ

る

の
み
で
あ

る
」
(六
七
頁
)
と

い

っ
て
い
た
よ
う

に
、
独
立
し
た

「
自
然
界

・
物
体

界
」
と

い
う
も

の
は
な
く
、
そ
れ
も
ま
た
意
識
現
象
と
み
る
べ
き
だ
と

い
う

の
が
西
田

の
立

場

で
あ

っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
自
然
界

の
出
来
事
も
同
じ
形
式
を
も

つ
と

い
う

の
は
当
然
だ
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
、
少

々
考
え

て
み
よ
う

。

一
般

に

「も

の
」

に

つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
独
立

し

て
あ

る
も

の
の
よ
う

に
考
え

て
し
ま
う

。
し
か
し

こ
こ
に
も
、
じ

つ
は
主
客

二

分

の
先
入
見
が
働

い
て

い
る

の
で
あ
る
。
意
識
か
ら
独
立
し
た

「
も

の
」
と

は
、
じ

つ
は
抽
象
的
概
念

で
あ

る
。
考
え

て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
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は
実
際

の
場
面

で
は

「
も

の
」

に

つ
い
て
な
ん
ら
か

の
述
語
を
加
え

て
表
現
す
る

の
が
普
通

で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
本

が
あ
る
」

「虹

は
き
れ

い
だ

」
な
ど

。

こ
こ
で
、

「
あ

る
」

と
か

「
き

れ

い
だ
」
と

い
う

述
語

は
、

一
種

の
出
来
事

を
表
現

し

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。
す
な
わ
ち

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
本

が

あ

る
」

「虹

は
き

れ

い
だ
」

と

い
う

全

体
的

な
出

来
事

だ
と

い

っ
て
よ

い
。

ま

た

、
述

語

づ

け
を

し

な

い
場

合

、

た

と
え

ば

「
本

1
」

や

「
虹

1
」

と

い
う

表

現

だ

け

で
も

、

実

際

的

に

は

「本

(が
あ
る
)
」

「
虹

(が
き
れ

い
だ
)
」

な
ど

、
述

語

を
含

ん

で

い
る
と

い
え

る

。

つ
ま

り

、

事

実

と

し

て
そ

こ

に
あ

る

の
は

、
単

な

る

「
も

の
」

で
は

な
く

、

い

つ
で
も

全

体

的

な
出

来
事

で
あ

る
。

こ

の
出

来
事

を
説

明
す

る

に
あ

た

っ

て
、

わ

れ

わ

れ

は
出

来
事

を
分

析

し

て
、

主

語

・
述

語

に
お

い
て
そ

れ
を

表

現
す

る

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
不

変

な

「
も

の
」

は

な

い
。
実

際

の

「
も

の
」

は

す

べ

て
流
動

、

変

化

し

て

い
く
も

の
で
あ

る
。

「
万
物

は
流

転
す

る
」

と

い

う

ヘ
ラ

ク

レ
イ

ト

ス

の
言

葉

は

、
変

化

し
な

い
も

の
は

な

い
と

い
う

こ
と
、

つ
ま

り
出

来

事

の
世

界

を

表

現

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

ド

イ

ツ
語

の

σq
$
。
げ
。
げ
8

と

い
う

言
葉

は
、

「起

こ

る

・
生

じ

る
」

と

い
う

こ
と

で
あ
り

、

そ
う

し

て
生
起

し
た
も

の
が

O
Φ
ω
。ぽ
。耳

①

(歴
史

)

と

な

る
。

す

べ

て

「
も

の
」

は
出

来

し

た
も

の
で
あ

り

、

出
来

し
た

も

の
が
わ

れ

わ

れ

の
思
惟

の

「
対
象

」

と

な

る

の

で
あ

る

(そ
こ
に
独
立
し
た

「も

の
」

が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
)
。

し
た

が

っ
て
、

出

来
事

そ

れ
自

体

(出
来
す
る
と

い
う
事
態
そ
の
も

の
)
は
未

だ

(対
象
的
に
)
思

惟

さ

れ
る

以
前

の

も

の
で
あ

り

、
純

粋

に
経

験

さ

れ

る
ほ

か

は
な

い
も

の
で
あ

る
。

こ

う

し

て
、

一
切

の

「
も

の
」

は

「
こ
と

」

に
還

元

さ

れ

る
と

い

っ
て
よ

い
。

「
も

の
」

の
世

界

が
独

立

し

て
あ

る
と

い
う

こ

と

は

な

く

、

あ

る

の
は

「
こ
と

」

の
世
界

だ

け

で
あ

る
。

こ

こ

で

「
こ
と
」

と

は
、

意

識
現

象

を
意

味

す

る
。

し
た

が

っ
て
、

一
切

は
意

識

現
象

で
あ

る

か

(
6
)

ら

同

じ
形

式

に
よ

っ
て
成

立

し

て

い
る
と

い
う

の
が

、

こ

こ

で

の
西

田

の
主

張

だ
と

い

っ
て
よ

い
と

思
う

。

注(1
)

『哲
学
論
文
集
第
三
』

の
序

に

『善

の
研
究
』

の
立
場
を
振
り
返

っ
て

「純
粋
経
験
と

い
う

の
は
心
理
的
色
彩
を
も

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ

で
も
主
客
を
越
え
た
立
場
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
客
観
界
と

い
う
も

の
を
も
考
え
よ
う
と

い
う

の
で
あ

っ
た
」

(第
九
巻
三
頁
)
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、

そ
の
後

の
思
索

の
方
向

に

つ
い
て

「
一
つ
の
哲
学
体
系
が
組
織
せ
ら
れ
る
に
は
、
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
私
は
こ
の
問
題
に
苦
し
ん
だ
。
そ
し
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て
こ
れ
に
手
が
か
り
を
得
た

の
が
、
「場
所
」
の
論
文

で
あ

っ
た
」

(同
巻
三
-

四
頁
)
と
も
述
べ
て
い
る
。

(2
)

へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
こ
の
用
語
に

つ
い
て
、
松
村

一
人
は
次

の
よ
う
な
説
明
を
与
え

て
い
る
の
で
、
以
下
参
考
ま
で
に
引
用
す

る
。
「
へ
ー
ゲ
ル
独

自

の
根
本
概
念
で
あ
る
と

こ
ろ
の
即
自
的

(9
⇔
の一〇げ
)
、
対
自
的

(注
円
ω8
げ
)
、
即
自
か

つ
対
自
的

(き

二
巳

費
N
。・ざ
げ
)
は
、

一
方

に
お
い
て
は
対

立

の
未
分
化

の
状
態
、
対
立

の
発
展
し
た
状
態
、
対
立

の
同

一
・
統

一
に
よ

っ
て
対
立
が
解
決
さ
れ
た
状
態
を
さ
し
、

こ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
は
、
即

自
は
潜
在
、
対
自

は
顕
在
を
意
味
す
る
が
、
同
時

に

へ
ー
ゲ
ル
に
お

い
て
は
根
本
に
お

い
て
、
こ

の
三
段
階
は
認
識
の
過
程

の
実
体
化

で
あ

る
か
ら
、

そ
れ
は
対
立
し
た
も

の
を
自
覚
し
な

い
段
階
、
対
立
を
自
覚
し
た
段
階
、
そ
し
て
こ
の
対
立
の
同

一
を
認
識
し

て
対
立
を
解
決
し
た
段
階
と
な

っ
て

い

る
」

(
へ
ー
ゲ
ル
著

・
松
村

一
人
訳

『小
論
理
学
』
上
、
岩
波
文
庫
、

一
九
六
五
、
の
訳
者
注
、
九
十
ー
九

一
頁
)
。

(3
)

た
だ
、
次

に
客
語
が
そ
の
内
容
を
展
開
す
る
と

い
う
プ

ロ
セ
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
客
語
は
主
語

の
位
置
と
な
る
。
こ
う
し
て
完
全

に
そ

の
内
容
が
細
部
ま

で
展
開

・
実
現
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
れ
も
は
じ
め
の
主
語

の
展
開
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
的
な
主

語
的
論
理
が
成
立
す
る
背
景
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
は
じ
め

の
主
語
と
は

「第

一
の
実
体
」

で
あ
り
、
述
語
と
は
そ
の
実
体

の
属
性
、
あ

る

い
は
内
包
す

る
も
の
の
展
開

で
あ
る
。
後
に
西
田
は
、
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
的
な
主
語
的
論
理
を
批
判
し
、
述
語
的
論
理
を
と
な
え

る
こ
と
に
な

る
が
、

そ
れ
は
、
主
語
が

「於

い
て
あ
る
」
場
所
を
考
え

る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
。

(4
)

な
お
、
西
田
の
真
実
在

の

「発
展
」
に

つ
い
て
高
橋
里
美
が
批
評
し
た
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
拙
著

『西
田
幾
多
郎
-
自
覚

の
哲
学
』
、

四

一
ー

四

五
頁
参
照
。

(5
)

一
八
九
五
年

に
J

・
プ

ロ
イ
ア
ー
と
の
共
著

『ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
』
を
発
表
し
、
抑
圧
、
無
意
識
、
転
換
と

い
う
心
理
的
機
制
を
明
ら
か
に
し
た
。

(6
)

本
章

の
末
尾

で
、
西
田
は
、
客
観
的
世
界

の
成
立
に
は
、
「各
人
が
同
じ
く
こ
れ
を
認
め
る
に
よ
り

て
客
観
的
事
実
と
な
る
」

(八
三
頁
)
と
述

べ
、

自
分
だ
け
で
な
く
、
多
数

の
人
が
認
め
れ
ば
客
観
的
性
質
を
も

つ
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
の
考
え

て
い
る
意
識
は
た
ん
に
個
人
的
な
も

の
で
な
く
、
ま

た
共
通

の
意
識
で
も
な

い
。

こ
こ
に
は

フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
間
主
観
性

ぎ
8
諾
昌

①げ
試
≦
鼠
け
の
問
題
が
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。

七

第
五
章

「真
実
在
の
根
本
的
方
式
」

第
四
章

で
述

べ
た
形
式
と
は
、
真
実
在

の
展
開

の
仕
方

の

一
面

に

つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は

巨

嘗

。
営

か
ら

Φ
図
嘗

。詳

へ

(潜



ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

在
か
ら
顕
在

へ
)
と

い
う

、
時
間
的
な
発
展

の
形
式

で
あ

っ
た
。

こ
の
第

五
章

で
は
、
空

間
的
な
面

か
ら
真
実
在

の
あ
り
方

に

つ
い
て
言
及

し
、

こ
こ
に
西

田
の
い
う
真
実
在

の

(弁
証
法
的
な
)
形
式

が

い

っ
そ
う
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。

「
物

が
働

く

」

と

は
ど

う

い
う

こ
と

か

さ

き

に
わ

れ
わ

れ

は
、

独

立

し

た

「も

の
」

は

な

い
と

い
う

こ
と

を

み

て
、

す

べ

て
は
出

来
事

と

し

て
、
動

的

な
も

の
で
あ

る

こ
と
を

み
た

。

さ

き

の
考

察

で
は

「動

的

」

と

い
う

こ
と

は
、
自

ら
発

展

し

て

い
く

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

が
、

こ

の
第

五
章

で
は

、

こ

の

「動

的
」

と

い
う

こ
と

を
空

間

的

あ

る

い
は
客

観

的

に
考
察

し

て

い
く

。

=

つ
の
物
が
働
く
と

い
う

の
は
必
ず
他

の
物

に
対

し
て
働
く

の
で
あ
る
、

し
か

し
て
こ
れ

に
は
必
ず

こ

の
二

つ
の
も

の
を
結
合
し

て
互

い
に
相
働
く
を
得
し
め
る
第

三
者

が
な
く

て
は
な
ら
ぬ
、
た
と
え

ば
甲

の
物
体

の
運
動
が
乙
に
伝
わ
る
と

い
う

に
は
、

こ
の
両
物
体

の
間

に
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力

と

い
う

も

の
が

な

け

れ
ば

な

ら

ぬ

、

ま

た

性

質

と

い
う

こ

と

も

(八
四
-

八
五
頁
)

一
の
性
質

が
成

立
す

る
に
は
必
ず

他

に
対

し
て
成
立
す

る

の
で
あ
る
」

あ

る
も

の

の
動

性

は

、

空

間

的

に

み

れ
ば

、
何

か
他

の
も

の
が

あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
成

立

し

て

い
る

と

い
え

る

。
あ

る
も

の
は
何

か
他

の
も

の
と

の
関
係

に
お

い
て
動

く

と

い
え

る

の
で
あ

る
。

あ

る

い
は
、

あ

る
も

の
の
運
動

は

、

運
動

し

て

い
な

い
も

の
と

の
間

で
成

立
す

る
。

と

く

に
、

あ

る
も

の
が

働

く

(作
用
す
る
)
と

い
う

場

合

、

何

か

に
対

し

て
働

く

(作
用
す

る
)
と

い
う

こ
と

は
明

ら

か

で
あ

る
。

あ

る
も

の
と
他

の

も

の
と

い
う

、

こ

の
両

者

は
対

立

し

て

い
る

ゆ
え

に
、

そ

こ

に
働

く

(作
用
す
る
)

こ
と

が
生

じ

て

い
る

の
で
あ

る
。

ま

た
、

何

か

あ

る
性

質

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を

も

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と

に

つ

い
て
も

、

同
様

に
、
他

の
性

質

が

あ

っ
て
こ

そ

、

こ

の
性
質

が

成

立

す

る

の

で
あ

る
。

た
と

え

ば

、

「
赤

」

と

い
う

色

が
成

立

す

る

に

は
、

「赤

で
な

い
色

」

が

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
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こ

の
よ
う

に
西

田
は

述

べ
、

そ

し

て
、

た

た

び

「統

一
的
或

者

」

で
あ

る
。

こ
の
両
者
を
結
合
す
る
も

の
と
し

て
第

三
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
。
こ

の
第
三
者
と
は

ふ

「
す

べ
て
物
は
対
立

に
よ

っ
て
成

立
す

る
と

い
う
な
ら
ば
、
そ

の
根
抵

に
は
必
ず
統

一
的
或
物
が
潜

ん
で
い
る
の
で
あ

る
」
(八
五
頁
)
。

こ
こ
に
述

べ
ら

れ
た
考
え
方
は
、
西

田
哲
学

の
根
本
的
な
発
想

で
あ

る
と
と
も

に
、

あ

る
。
し
た
が

っ
て
、

い
ま
こ
れ
を

二
点

に
わ
た

っ
て
検
討
し

て
お
き
た

い
。

今
後
の
西
田
哲
学
の
発
展
を
考
え
る
上
か
ら
も
重
要
で

「
対
立

に
よ

っ
て
も

の
は
成
立
す

る
」

(
1
)
ま
ず
第

一
点
は
、

「す

べ
て
物

は
対
立
に
よ

っ
て
成
立
す

る
」
と

い
う
命

題
で
あ

る
。
こ
れ
は
言

い
換
え

る
と

「
A
が
成
立
す
る

の
は
非

A
が
あ

る
こ
と

に
よ

っ
て
で
あ

る
」

と

い
う

こ
と

で
あ
り
、

こ
れ
は

い
わ
ゆ
る
矛
盾
律
を
犯
す
も

の
と
み
ら

れ
る
。
「
A
は
A
で
あ
る
」

(同

一

律
)
と

な
ら
ん

で
、
「
A
は
非

A
で
な

い
」

(矛
盾
律
)
は
、
根
本
的
な
論
理
法
則

で
あ
り
、
こ

の
論
理
を
犯
す

こ
と

に
な
れ
ば
、
そ
も

そ
も
思

(
1
)

惟

が
成
り
立

た
な

い
と

い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
西
田
は
実
在

の
あ
り
方

(方
式
)
は
こ
の
矛
盾
律
を
超
え

て

い
く
も

の
で
あ

る
と
み
る
。
西

田

は
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
の

「万
物
は
流
転
す
る
」

と

い
う
表

現
は
、
万
物

は
矛
盾

に
よ

っ
て
成
立
す

る
と

い
う

こ
と
を
示
し
た
も

の
で
あ

る
と

い
う

(八
五
頁
)
。
矛
盾
を
も
た
な

い
も

の
と
は
実
在

し
な

い
も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

へ
ー
ゲ

ル
も

こ
の
立
場
を
と

っ
た
。

へ
ー
ゲ
ル
は

『
エ

ン
チ
ク

ロ
ペ
デ
ィ
』

の
な
か

で
述

べ
て
い
る
。
「弁

証
法

(弁
証
法
的
な
る
も
の
)
を
十
全

に
理
解

し
認
識
し
て
お
く

こ
と
が
き

わ
め
て
重
要

で

(
2
)

あ

る
。
そ
れ
は
現
実
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
運
動
、
あ
ら

ゆ
る
生
命

、
あ
ら

ゆ
る
活
動

の
原
理

で
あ

る
」
。

た
だ
、

『善

の
研
究
』

に
お

い
て
は
、
も

の
の
存
在
を
考
え

る
と

い
う

「
有
」

の
立
場
が
表
と
な
り
、
そ

こ
に
同
時

に
あ
る
と

こ
ろ

の

「
無
」
、

あ

る

い
は

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う

「
否
定
性
」
を
話
題
に
は
し
な

い
。

そ
の
点

、
西

田
で
は
、
対
立
と

い
う

こ
と

が
、
あ
る
も

の
と
他

の
も

の
の
間



に
成
立

し
て

い
る
と

い
う

に
と
ど
ま

っ
て

い
る
。
し
か
し
、

「
対
立
」
と

い
う
概
念

に
は
、

そ

の
対
立
す

る
も

の
同
士
は
互

い
に
矛
盾

し
て

い

(3

)

る
と

い
う

こ
と

が
含

ま

れ
、

そ

こ
に
互

い
を

否
定

す

る
と

い
う

契

機

が

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

た
だ

し

、

西

田
は

、
次

に
述

べ
る

「
統

一
的

或

者

」

と

い
う

概

念

に
よ

っ
て
、

一
種

の

「
無

」
あ

る

い
は

「空

」

を

示

そ
う

と

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。
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「
統

一
的
或
者
」

と
は

(
2
)

つ
ぎ

に

「
(対
立
に
よ

っ
て
成
立
す
る
物
の
根
抵
に
は
)
統

一
的
或
者
が
潜
ん
で

い
る
」
と

の
表

現
は
な

に
を

い
お
う

と
す

る
の
か
、
少

々
考

え

て
み
よ
う

。
す

で
に
こ
れ
ま

で
も
、

「統

一
的
或
者
」

に

つ
い
て
は
何

ヶ
所

か
で
出

て
き

た
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
本
章

で
や
や
く

わ
し
く
論

じ
ら

れ
る
。

西

田
は
、
我

々
の
精
神
的
統

一
作
用
と
物
体
的
統

一
作
用
と
は
同

一
で
あ
る
と

い
う
。
そ

こ
に
は
共
通

の
も

の
と
し

て
、

一
種

の
論
理
が
あ

(
4

)

る
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
論

理

(
ロ
ゴ
ス
)
が

一
切

の
も

の
の
根
底

に
存
在
す

る
。
こ

の
論
理
と
は
、
矛
盾

と
統

一
と
を
含
む
論
理
で
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
あ
る

い
は

「
矛
盾
と
統

一
と
は
同

一
の
事
柄
を
両
方
面
よ
り
見
た
も

の
」

(八
六
頁
)
で
あ

る
。
統

一
が
あ
る
か
ら
矛
盾
が
あ
り

、

矛
盾

が
あ

る
か
ら
統

一
が
あ
る

の
で
あ
る
。

矛
盾
と
統

一
と
が
同
時

に
成

り
立

っ
て
い
る

一
つ
の
例
と
し
て
、
西
田
は
樹
木

の
例
を
あ
げ
る
。

コ

本

の
樹
と

は
枝
葉
根
幹

の
種

々
異
な
り

た
る
作

用
を
な
す
部
分
を
統

一
し
た
上
に
存
在
す

る
が
、
樹

は
単

に
枝
葉
根
幹

の
集
合

で
は

な

い
。
樹
全
体

の
統

一
力

が
無
か

っ
た
な
ら
ば
枝
葉
根
幹
も
無
意
義

で
あ

る
。
樹
は
そ

の
部
分

の
対
立
と
統

一
と

の
上
に
存
す
る

の
で
あ

る
」

(八
六
頁
)

樹

木
は
枝

・
葉

・
根

・
幹

な
ど

か
ら
な

っ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
は
各

々
異
な

っ
た
も

の
と
し

て
対
立
す

る
も

の
で
あ

る
。
枝
葉
根
幹
は
そ
れ
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そ
れ
樹

の
部
分

で
は
あ
る
が
、
樹

で
は
な

い
。
ま
た
、
そ
れ
ら

の
部
分

の
集
合

が
樹

で
も
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
部
分
は
バ

ラ
バ
ラ
で
あ
り
、
集

め

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
互

い
に
部
分

が
融
合
す
る
も

の
を
も
た
な

い
か
ぎ
り

一
つ
に
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
枝
葉
根
幹

が
樹
と
し

て
成
立
す

る
に
は
、
樹
全
体

の
統

一
力
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。

こ
の
統

一
力

が
あ

る
ゆ
え

に
枝
も
樹

で
あ
り
、
葉
も
樹

で
あ

る
等

々
。

こ
の
よ
う

に
、
樹

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
部
分

(枝
葉
根
幹
)
と
そ

の
統

一
の
う
え

に
成

り
立

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。
樹

は
全
体
的
な

一
つ
の
事

柄
あ
る

い
は
現
象

で
あ
り
、

こ
の

一

つ
の
事

柄
に
お

い
て
は
矛
盾
と
統

一
と

は
見
方

の
相
違
に
よ
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
部
分
同
士
か
ら
見
れ
ば
各

々
は
対
立

で
あ
る
が
、
全
体

の
部
分
と
見
れ
ば
統

一
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
対
立
と
統

　
が

一
つ
に
な

っ
て

い
る

の
が
、
樹
と

い
う

一
つ
の
事
柄

で
あ
る
。

こ

の
西
田

の
あ

げ
る
例

は

一
応
納
得

で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
よ
く
吟
味

し

て
み
る
と
、
こ
こ
に
あ

る
疑
問

が
生

じ
て
く

る
。

そ
れ

は
、

「統

一
」
と

い
う
言
葉
を

西
田
は
二
重

の
意
味

で
使

っ
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

二
重

の
意
味
と
は
、
①
部

分

(枝
葉
根
幹
)
を

「統

一
」
す
る
と

い
う
意
味
と
、
②
部
分
と
統

一
と

の

「
統

一
」

と

い
う
意
味

で
あ

る
。
こ

の
二

つ
の

「統

一
」

の
意
味
は
明

ら
か

に
異
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
①

の
統

一
を

「
統

一
a
」
、
②

の
統

一
を

「
統

一
b
」
と
し

て
み
よ
う
。

「統

一
a
」

は
部
分
あ

っ
て
の
統

一
で
あ
り
、
部
分

に
対

し

て
は

「全
体
」
と

い
う
意
味
を
も

っ
て

い
る
。
ま
た
、
部
分
、
矛
盾
あ

っ
て
の
統

一
で
あ

る
か
ら
、
そ

の
意
味

で
は
単
独

に
あ
り
え
ず
、
単

独

に
考
え

ら
れ
た
と
き

は
抽
象
的
な

「
全
体
」

に
な

る
と

い
わ
ざ

る
を
え
な

い
。
西
田
が

い
う

「
樹

の
統

　
力
」
と
は
、
そ
う
し
た
抽
象
的
全

体
だ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

「統

一
b
」
は
部
分
と
統

一

(全
体
)
の
統

一
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
だ
け

で
存
在
す

る
具
体
的
な
統

一

と

い
え

る
。
こ
れ
を
弁
証
法
的
形
式

で

い
え
ば
、
正

・
反

・
合
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
正

(統

一
a
)
と
そ

の
否
定

(部
分
、
矛
盾
)
の
対
立
が

止
揚

さ
れ
、
合

(統

一
b
)

へ
と
進
む

こ
と

で
あ

る
。
正

(統

一
a
)
は
内
容

が
な
く
抽
象
的

で
あ

る
が
、
合

(統

一
b
)
は
正
と
反
と

い
う
内

容
を
自
分

の
中
に

(止
揚
し
て
)
含

ん
で
い
る
ゆ
え

に
具
体
的

で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
に
お

い
て
も
、

こ
う

し
た
弁
証
法

が
成
立
す
る
過
程

に

「
同

一
性

=
8

葺

鐸
」
問
題
が
あ

っ
た
。

『
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
と

シ

ェ
リ

ン

グ
哲
学
と

の
差

異
』
と

い
う
論
文

が
あ

る
が
、
そ

こ
で
は

「絶
対
者
そ

の
も

の
は
、
同

一
性
と
非
同

一
性
と

の
同

一
性

∪
一①
包
Φ
暮
淳
辞

畠
霞



(
5
)

峯
①
轟

鋒

君5
ユ
ヨ

号
誹
傷
Φ
暑

け辞

で
あ

る
」
と

い
わ
れ

て

い
る
。

い
ま

こ
れ
を
西
田

の
文
脈

に
置
き
換
え

れ
ば
、

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
絶
対
者
と

(
6
)

し

て

の
同

一
性

が
、

西

田

の

い
う

「統

一
b
」

に
あ

た

る

こ
と

に
な

る
。

こ

こ
に

お

い
て
、
西

田

と

へ
ー
ゲ

ル

の
近

さ

は
論

を
待

た
な

い
。

こ

こ

で
西

田

の

い
う

「統

一
的

或

者
」

が

ど

ち

ら

の
統

一
に
あ

た

る
か

と

問
う

な

ら

ば

、

そ

れ

は

「統

一
b
」

だ

と

思

わ

れ

る
。

「
統

一
す

る
も

の
と
統

一
せ

ら

る

る
も

の
と
を

別

々

に
考

え

る

の
は
抽

象

的

思
惟

に

よ

る

の

で
、

具
体

的
実

在

に

て
は

こ

の
二

つ
の
も

の
を

離
す

こ
と

は

で
き

な

い
」

(八
六
頁
)
と
述

べ

て

い
る

が

、

こ

こ

で

「
統

一
す

る
も

の
」

が

「統

一

a
」

に
あ

た
り

、

「
具
体

的

実
在

」

が

「
統

一
b
」

に
あ

た

る

こ
と

に
な

る

。
西

田

の

い
う

真

実

在

、

あ

る

い
は
具
体

的

実
在

と

は

「
統

一
す

る
も

の
」

と

「
統

一
さ

れ

る
も

の
」

と

を
統

一
し
た

も

の

で
あ
り

、

そ
う

し
た

最
終

的

な

統

一
、

根

本

的

な
統

一
そ

の
も

の

の
こ
と

で
あ

る
。
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結
局
、
真
実
在

と
は

い
か
な
る
も

の
か

西
田
は
本
章

の
表
題

で
も
あ

る

「真
実
在

の
根
本
的
方
式
」
に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
総
括

的

に
述

べ
る
。

「
そ

こ
で
実
在

の
根
本
的
方
式

は

一
な
る
と
共

に
多
、
多

な
る
と
共

に

一
、
平
等

の
中
に
差

別
を
具

し
、
差
別

の
中
に
平
等
を
具
す
る

の

で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
二
方
面

は
離
す

こ
と

の
で
き
な

い
も

の
で
あ

る
か
ら
、

つ
ま
り

一
つ
の
も

の
の
自
家
発
展
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
。

独
立
自
全

の
真
実
在
は

い
つ
で
も

こ
の
方
式
を
具
え

て

い
る
、
し
か
ら
ざ
る
も

の
は
皆
、
我

々
の
抽
象

的
概
念

で
あ

る
」
(八
六
i
八
七
頁
)

西
田

の
い
う
真
実
在
と
は
、
こ
こ

で
い
う
よ
う

に

コ

と
多
」
、
「平
等
と
差

別
」
が
同
時

に
成
り
立

つ
と

い
う

方
式
を
具
え
た
も

の
で
あ
る

が
、

こ
れ
は
動
的
な
も

の
の
方
式

で
も
あ

る
。
彼
は

「
活
き

た
も

の
は
皆
無
限

の
対
立
を
含

ん

で
い
る
、
即
ち
無
限

の
変
化
を
生
ず
る
能
力
を

も

っ
た
も

の
で
あ
る
」

(八
七
頁
)
と

い
う

が
、
さ
ら
に
、
こ
の
対
立
は
他

か
ら
出

て
く

る
も

の
で
は
な
く
、
自
分
自
身

の
中
か
ら
生
じ

て
く

る

対
立

で
あ

る
と

い
う
。

し
た
が

っ
て
対
立
と

い
っ
て
も
、
じ

つ
は
実
在
自
身

の
必
然
的
発
展

で
あ

る
。
西
田
は

へ
ー
ゲ

ル

『法
哲
学
』

の
有
名
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な

一
節

「
理
性
的

な
も

の
は
現
実
的

で
あ
り
、
現
実
的
な
も

の
は
理
性
的

で
あ

る
」
を
あ
げ
、
実
在
す

る
も

の
は
偶
然
と

い
う

こ
と

は
な
く

、

(
7

)

す
べ
て
必
然
性
を
も

っ
た
も

の
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。

と

に
か
く
、
そ
う

し
た
自

己
展
開

の
能
力
を
も

っ
た
も

の
、
そ
れ
が
西
田

の
い
う
真
実
在
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
章

の
最
後

に
留
意
点

と
し
て
述

べ
て
い
る
こ
と
は
、
真
実
在
と

い
う
実
体

が
あ

っ
て
、
そ

こ
か
ら
展
開
が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ
う

し
た
独
立

し
た
実
体
は
な

い
の
で
あ
る
。

「普
通

に
は
何
か
活
動

の
主

が
あ

っ
て
、

こ
れ
よ
り
活
動
が
起

こ
る
も

の
と
考
え

て

い
る
。
し
か
し

直
接
経
験
よ
り
見

れ
ば
活
動

そ

の
も

の
が
実
在

で
あ

る
。

こ
の
主
た
る
も

の
と

い
う

は
抽
象
的
概
念

で
あ
る
」

(八
九
頁
)
と
噛い
う

よ
う

に
、
真

実
在
を
実
体
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
も

の
に
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。
む
し
ろ

「活
動
そ

の
も

の
が
実
在
」
な

の
で
あ
り
、

こ
れ

ま

で

の
言

い
方

で

い
え
ば
、
意
識
現
象
そ

の
も

の
が
真
実
在
な

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
西
田

の
純
粋

経
験

の
内
実
を
見

る
べ
き

で

あ
ろ
う

。

本
章

を
通
し
て
西

田
の
真
実
在

の
あ
り
方
が
か
な
り
明
確

に
な

っ
て
き
た
と

い
え

る
。
そ
し
て
本
書

で

「
統

一
的
或
者
」
と
呼
ば
れ
た
も

の

は
、

そ

の
後

、
「
動
的

一
般
者
」

(「論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」
論
文
)
と

し
て
捉
え
な
お
さ
れ
、
さ
ら
に
は

『自
覚

に
お
け

る
直
観
と
反
省
』

(
8
)

を

へ
て
、
「
無

の
場
所
」
「
絶
対
無
」

へ
と
進
ん
で

い
く
西
田

の
思
想
発
展

の
基
礎
と
な

っ
た
と

い

っ
て
も

よ

い
。

注(
1
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

「矛
盾
律
は
あ
ら
ゆ
る
原
理
の
中

で
、
も

っ
と
も
確
実
な
原
理
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

(『形
而
上
学
』
第
四
巻
第
三
章
)。

(
2
)

へ
ー
ゲ

ル
著
、
松
村

一
人
訳

『小
論
理
学
』
上
、

の
予
備
概
念
、
八

一
節
補
遺
。
ま
た
、

へ
ー
ゲ
ル

『大
論
理
学
』

の
な
か
で
矛
盾
に

つ
い
て
述
べ

て
い
る
個
所
を
以
下
引

い
て
お
く
。
「運
動
や
衝
動
、
あ
る

い
は
そ

の
種

の
も

の
に
お

い
て
は
、
矛
盾
は
こ
れ
ら
の
規
定

の
単
純
性

の
中
に
隠
さ
れ
て

い
て
表
象
に
は
見
え
な

い
が
、
反
対

に
相
関
規
定
に
お

い
て
は
、
矛
盾
は
直
接
的
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
上
と
下
、
右
と
左
、
父
と
子
と

い

っ
た
こ
れ

ら
の
些
細
な
例
は
す

べ
て

一
対

の
対
立
を
も

っ
て

い
る
。
上
と
は
下
で
な

い
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
上
は
下
で
は
な

い
と
規
定
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ

な

い
が
、
し
か
も
下
が
あ
る
限
り
に
お

い
て
の
み
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
逆
も
ま
た
然
り

で
あ
る
。

つ
ま
り

一
方

の
規
定

の
う
ち
に
は
、
そ
の
反
対

が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
父
は
子

の
他
者
で
あ
り
、
子
は
父

の
他
者

で
あ
る
。
各

々
は
こ
の
よ
う

に
他
者

の
他
者
と
し
て
の
み
あ
る
。
し
か
も
同
時

に
、
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一
方

の
規
定

は
他
方

の
規
定
と
の
関
連
に
お

い
て
の
み
あ

る
。
両
規
定

の
存
在
は
た
だ

一
つ
の
存
立

で
あ
る
。

(中
略
)
…
…
表
象
は
、

い
つ
で
も
矛

盾
を
そ

の
内
容
と
し
て
も

つ
に
は
も

っ
て

い
る
の
だ

が
、

こ
の
矛
盾

に

つ
い
て
の
意
識
は
な

い
。

(中
略
)
…
…
と

こ
ろ
が
、
思
惟
的
理
性
は
、
差
異

的
な
も

の
に
お
け
る
鈍

い
区
別
、
表
象

の
単
な
る
多
様
性
を
、

い
わ
ば
本
質
的
な
区
別
、
す
な
わ
ち
対
立
に
ま

で
尖
鋭
化
す

る
。

こ
こ
に
は
じ
め
て
、

多
様
な
も

の
が
矛
盾

の
突
端
に
ま
で
駆
り
立

て
ら
れ
、
互

い
に
活
発
に
作
用
し
あ
う

こ
と
に
な

っ
て
、
こ
の
矛
盾

の
う
ち
で
自
己
運
動
と
生
動

の
内
在

的
脈
動

で
あ

る
否
定

性
を
獲

得
す

る

の
で
あ

る
」

(.§

題
§

・。客

ミ
鮒
魯

、
卜
薦

隷

員

爵

ミ

き

、
ぎ

9

qQ
島

時

餌
日
筍
く
①
臣
9。
σq
》
一Φ
①
P

ω
●ミ
為
。。
.
訳

は
武

市
健
人
訳

『大
論
理
学
』

へ
ー
ゲ
ル
全
集
第
七
巻
、
岩
波
書
店
を
参
照
し
た
)

(3
)

こ
の
点
、
大
乗
仏
教

の
空
観
を
説

い
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ

(竜
樹
)
は
、
そ

の

『中
論
』

の
な
か
で
徹
底
し
た
否
定
性
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
対

立

・
相
対
を

「相
待
」
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、
相
依
性

(縁
起
)
が
も

の
の
本
質
的
な
あ
り
か
た
と
す

る
立
場
か
ら
、
実
体
的
な
も

の

(ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学

の
い
う
自
性

。。<
β。
げ
げ
署
印
)
を
否
定
し
、
そ
れ
が
無
自
性

で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て

い
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
石
神

「時
間
と
は

な
に
か
」

『東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第

4
号
、

一
九
八
八
を
参
照
。

(4
)

西

田
は

「
我

々
の
論
理
、
数
学

の
法
則
は
直
ち
に
宇
宙

現
象

が
こ
れ
に
よ
り
て
成
立
す
る
原
則
で
あ
る
」

(八
五
頁
)
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

「論
理
」

に

つ
い
て
言
及
し
て

い
る
点

に
注
目
し
た

い
。

『善

の
研
究
』

の
所
論
が
そ
の
後
、
「場

の
論
理
」
を
代
表
と
す

る
論
理
化

の
道
を
進

ん
で
い

く

の
は
必
然

で
も
あ

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
ま
だ
自
覚
と

い
う

こ
と
が
深
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
な

い
が
ゆ
え
に
、
萌
芽
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

(
5
)

<
①
軽

①
甘
ゴ

お

α
霧

ω
鼻

9
一言
。q
。。
。げ
8

℃
二
自

信
巴

霞

寄

一舘

ε

巨

①
邑

建

①
巳

濁

。
鐸

①
。・
。
9

P

奪

N
き

・
ぎ

㎞

G。
巳
肖
訂

日
b
"
6

刈
9

0D
.り
O
●

(6
)

へ
ー
ゲ
ル
と
西
田
の
相
違
を
こ
こ
で
は
ま
だ
論
ず

る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少

々
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
両
者

の
相
違
は
、

へ

!
ゲ
ル
の
い
う

「絶
対
者
」
を
ど
う
解
釈
す

る
か
に
か
か

っ
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
、

『働
く
も

の
か
ら
見
る
も

の
へ
』

(昭
和

二
年

出
版
)

の
後
編

に
お

い
て
、
場
所

の
立
場
、
述
語
的
論

理
を
主
張
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法

は
ま
だ
主
語
的
論
理

で
あ
り
、

コ

般
者

(
へ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
者
)」

の
意
味
が
明
ら
か
で
な

い
と

い
う

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

へ
ー
ゲ
ル
で
は
自
覚
的
な
意
味
が
は

っ
き
り
し
て
い
な

い
と

い
う

(第
五
巻
四
二
二
頁
)
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
石
神
豊

『西
田
幾
多
郎
-
自
覚

の
哲
学
』

の
第
二
章

「西
田
幾
多
郎
に
お
け
る

へ
ー
ゲ

ル
」

を
参
照

の
こ
と
。
ま
た
、
「統

一
と
対
立
」

の
問
題
に

つ
い
て
、
高
橋
里
美

の
批
評
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
同
著
四
五
ー
四
九
頁
。

(7
)

こ
の
西
田

の
理
解
は
お
そ
ら
く

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
イ
』

の
序
論

(松
村
訳

『小
論
理
学
』
上
、
岩
波
文
庫
、

一
九
六
五
、
六
九
頁
参
照
)

の
叙
述

に
よ

っ
て

い
る
。

(8
)

ま
た
、
本
章

で
述

べ
ら
れ
た
根
本
的
方
式
は
、
後
年

の

「絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
「逆
対
応
」
と

い
っ
た
論
理
を
も
遠
望
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

(
い
し
が
み

ゆ
た
か
)


