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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、〈
比
較
思
想
と
い
う
問
題
〉
を
「
間
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

文
化
的
な
翻
訳
」

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
、
い
か
な
る
哲
学
思
想
も
、
そ
れ
が
用
い
る
文

法
や
「
文エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
の
影
響
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
言
語
圏
の
哲
学
者
は
、
イ
ン
ド
・

ゲ
ル
マ
ン
言
語
圏
の
哲
学
者
や
回
教
徒
と
異
な
る
よ
う
に
世
界
を
眺
め
、

異
な
っ
た
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
語
っ
て
い
た
。
ま
た
ウ

ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
語
は
、
主
語
概
念
が
発
達
し
て
い
な
い
と
も
指
摘
し

た
）
1
（

。
し
か
し
筆
者
は
、
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
語
に
属
す
る
日
本
語
は
主
語

概
念
が
発
達
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
主
語
述
語
関
係
を
重
視
し
な
い

だ
け
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
世
界
の
捉
え
方
が
イ
ン
ド
・
ゲ
ル

マ
ン
言
語
圏
の
哲
学
者
と
異
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
筆
者
は
、
Ｓ
・
ブ
リ
ク
に
お
け
る
「
間
文
化
性
）
2
（

」
と
い
う
概
念

を
取
り
上
げ
、
比
コ
ン
パ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
シ
ン
キ
ン
グ

較
思
考
と
し
て
の
翻
訳
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
に
、

文
法
と
い
う
観
点
に
着
目
し
、
西
田
幾
多
郎
と
西
谷
啓
治
の
文
体
か
ら
間

文
化
的
翻
訳
の
実
践
を
考
察
す
る
。
最
後
に
、
西
田
の
書
の
も
つ
形フ

ィ
ギ
ュ
ア

象
性

に
新
し
い
比
較
思
考
の
可
能
性
を
見
出
し
た
い
。

二
　
間
文
化
的
な
比
較
思
考
の
可
能
性

　
　

│
ブ
リ
ク
の
「
翻
訳
」
と
い
う
実
践

　
ブ
リ
ク
は
、
西
洋
哲
学
を
中
立
的
な
モ
デ
ル
と
す
る
比
較
哲
学
の
あ
り

方
は
通
用
し
な
い
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
比
較
哲
学
は
、
中
立

的
な
視
点
に
立
て
な
い
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
自
ら
を
異
な
る
諸
文
化

の
〈
あ
い
だ
〉
に
位
置
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
異
な
る
文

化
の
差
異
に
立
つ
こ
と
を
「
間
文
化
的
）
3
（

」
で
あ
る
と
い
う
。
間
文
化
的
で

あ
る
た
め
に
は
、「
他
者
」
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、「
自

分
自
身
に
と
っ
て
居
心
地
の
い
い
領
域
か
ら
外
部
へ
と
進
ん
で
踏
み
出
す

〈
特
集
３　

今
、
比
較
思
想
の
方
法
論
を
問
う　

第
二
回
〉

森
　
村
　
　
　
修
　

　
思
想
の
翻
訳
と
文
字
の
問
題

│
比
較
思
想
か
ら
間
文
化
性
の
比
較
思
考
へ

│
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「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
を
用
い
る
日
本
人
の
思
考
は
、
西
洋
哲
学
と
も

中
国
思
想
と
も
異
な
る
。
井
筒
俊
彦
は
、「
中
国
人
の
漢
字
意
識
ば
か
り

で
な
く
、
漢
字
を
摂
取
し
て
、
平
仮
名
、
片
仮
名
を
加
え
、
世
界
一
複
雑

な
文
字
シ
ス
テ
ム
と
い
わ
れ
る
も
の
を
作
り
出
し
た
日
本
人
の
『
書
く
』

意
識
の
な
か
か
ら
、
デ
リ
ダ
を
超
え
て
、
新
し
い
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
論
が

生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る）

7
（

」
と
述
べ
て
い

た
。
井
筒
の
指
摘
は
、
日
本
語
で
思
考
す
る
哲
学
者
に
対
し
て
、
思
想
の

「
間
文
化
的
翻
訳
」
と
い
う
実
践
の
場
面
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で

「
文エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
や
文
法
構
造
に
配
慮
で
き
る
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
西
田
幾
多
郎
の
文
体
と
彼
の
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
　
日
本
語
文
法
か
ら
見
た
西
田
哲
学

　
　

―「
哲
学
」
に
「
主
語
」
は
ど
こ
ま
で
必
要
か

　
筆
者
は
、
西
田
哲
学
を
日
本
語
と
の
関
係
で
の
み

0

0

理
解
し
よ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
西
田
哲
学
の
特
異
性
は
、
そ
の

「
文エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
西
田
の
文
章
に
つ
い
て
、
か
つ

て
小
林
秀
雄
は
「
日
本
語
で
は
書
か
れ
て
居
ら
ず
、
勿
論
外
国
語
で
も
書

か
れ
て
は
ゐ
な
い
と
い
う
奇
怪
な
シ
ス
テ
ム）

8
（

」
と
評
し
た
。
逆
に
い
え
ば
、

西
田
に
は
「
奇
怪
な
〔
文
字
〕
シ
ス
テ
ム
」
で
し
か
思
考
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
下
村
寅
太
郎
は
、「
西
田
哲
学
と
日
本
語
」
の
中
で
、
西
田
哲
学
と
「
主

語
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
下
村
は
、
日
本
語
の
構
造
が
西

意
欲
）
4
（

」
が
必
要
な
の
だ
。

　
ブ
リ
ク
が
、
異
な
る
思
想
が
異
な
る
言
語
で
表
現
さ
れ
て
い
て
も
、
そ

れ
ら
の
〈
あ
い
だ
〉
に
立
つ
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
る
の
は
、
彼
が
異
な

る
思
想
を
英
語
に
「
翻
訳
す
る
」
こ
と
で
、
比
較
思
考
を
実
践
で
き
る
と

信
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
に
と
っ
て
は
、
英
語
へ
の
「
翻
訳
」
と
い
う
作

業
が
、
比
較
思
考
を
実
践
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
唯
一
可
能
な
の
は
「
複
数
の
異
な
る
思
考
方
法
を
実
際

に
交

ク
ロ
ス
・
オ
ー
バ
ー
差
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
較
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
だ
け
で
あ

る
）
5
（

」。
そ
れ
ゆ
え
思
考
方
法
を
交
差
さ
せ
る
に
は
、
言
語
を
見
る
見
方
が

新
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
言
語
の
見
方
を
刷
新
し
た
哲

学
者
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
デ
リ
ダ
に
言
及
し
、
ま
た
老
荘
思
想
と
比
較

す
る
こ
と
で
「
間
文
化
的
遭
遇
」
を
演
出
す
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
比
較

思
考
に
基
づ
く
西
洋
哲
学
の
脱
構
築
を
実
践
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
ブ
リ
ク
も
文
化
の
〈
あ
い
だ
〉
に
立
っ
て

い
る
と
は
い
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ブ
リ
ク
の
翻
訳
論
に
は
欠
陥
が
あ
る

か
ら
だ
。
彼
は
、
老
荘
思
想
が
古
典
中
国
語
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

重
視
し
な
い
。
要
す
る
に
、
彼
は
表
意
文
字
と
表
音
文
字
の
差
異
に
無
頓

着
な
の
だ）

6
（

。
思
想
と
言
語
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
言
語
表

記
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ブ
リ
ク
に
は
、「
文エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
に
対
す
る
感
性
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

　
思
想
を
間
文
化
的
に
翻
訳
す
る
際
に
最
も
重
要
な
問
題
は
、

「
文エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
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は
「
詞
」
と
い
う
「
玉
」
を
貫
く
「
緒
」
で
あ
り
、「
言
葉
の
断
続
に
関

わ
る
法
則
そ
の
も
の
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
味
で
、「『
緒
』
が
な
け
れ

ば
、『
詞
』
は
何
も
の
も
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い）
14
（

」。
だ
か
ら
、「
て
に

を
は
」
分
析
は
、
背
後
の
思
想
の
問
題
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の

意
味
で
西
田
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
て
に
を
は
」
を
含
む
「
漢
字
仮
名

交
じ
り
文
」
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
、
西

田
の
「
場
所
」
の
思
想
は
西
田
の
用
い
る
「
奇
怪
な
」
日
本
語
に
制
約
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
語
が
主
語
述
語
関
係
を
重
視
し
な
い
こ
と
か
ら
、
主
語
（
主
観
＝

主
体
）
概
念
は
西
田
哲
学
を
解
釈
す
る
際
に
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な

い
。
そ
し
て
西
田
の
「
奇
怪
な
」
日
本
語
の
性
質
が
「
場
所
の
論
理
」
と

結
び
つ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
西
田
哲
学
と
日
本
語
と
の
関
係
も
新
し
く

問
い
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）
15
（

。

四
　
西
洋
文
法
学
か
ら
見
た
京
都
学
派
の
哲
学

　
　

│
思
想
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性
に
つ
い
て

　
次
に
、
西
田
や
西
谷
啓
治
の
文
体
に
つ
い
て
、「
間
文
化
的
翻
訳
」
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
Ｒ
・
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
は
「
空
の
中

動
態

│
西
田
と
西
谷
」
で
、
彼
ら
の
文
章
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の

「
中
動
態
」
に
近
い
表
現
が
あ
る
と
い
う）
16
（

。
例
え
ば
西
谷
は
、「
我
々
は
『
海

が
見
え
る
』
と
か
『
鐘
が
聞
こ
え
る
』
と
か
言
う
。
そ
の
場
合
『
が
見
え

る
』
は
海
『
を
見
る
』
と
い
う
こ
と
と
も
海
『
が
見
ら
れ
る
』
と
も
違
う
。

む
し
ろ
、
そ
の
両
方
を
未
分
の
ま
ま
一
つ
に
言
い
現
わ
し
て
い
る）
17
（

」
と
述

洋
語
と
い
か
に
異
な
る
か
を
指
摘
す
る
。
彼
が
注
目
す
る
の
は
、
主
語
述

語
関
係
の
有
無
が
西
洋
人
と
日
本
人
の
思
考
に
異
な
る
影
響
を
与
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
語
に
は
主
語
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、

主
語
が
単
に
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
語
と
述
語
を
根
本
形
式

と
し
な
い
だ
け
だ
。
下
村
に
よ
れ
ば
、
主
語
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
の

は
日
本
語
の
特
色
だ
か
ら
で
あ
る）

9
（

。

　
し
か
も
下
村
は
「
日
本
語
文
法
で
は
昔
か
ら
『
は
』
と
『
が
』
の
区
別

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
本
居
宣
長
も
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
洋

の
文
法
で
は
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
西
洋
文
法
の
立
場
か
ら
し
ば
し

ば
二
重
主
語
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
確
か
に
「
は
」
と
「
が
」
が

「
主
語
を
現
わ
す
助
詞
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る）
10
（

」
に
し
て
も
、

日
本
語
で
は
主
語
の
「
存
在
」
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い）
11
（

。
下
村
も
い
う

よ
う
に
、「『
は
』
と
『
が
』
を
必
ず
し
も
西
洋
の
文
法
で
い
う
主
語
の
助

詞
と
考
え
る
必
然
性
は
な
い）
12
（

」。

　
重
要
な
の
は
下
村
が
、
西
田
の
「
場
所
」
の
思
想
に
お
け
る
「
絶
対
無

の
自
己
限
定
」
や
「
場
所
の
自
己
限
定
」
と
い
う
考
え
方
が
「
主
語
の
な

い
日
本
語
と
相
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
こ
と
だ
。「
場
所
」

の
思
想
は
、「
日
本
語
で
思
惟
し
て
い
る
我
々
の
思
惟
の
仕
方
そ
の
も
の

の
論
理
の
自
覚
）
13
（

」
に
根
ざ
し
て
い
る
の
だ
。

　
助
詞
は
、
漢
文
訓
読
の
ヲ
コ
ト
点
に
由
来
す
る
「
て
に
を
は
」
と
し
て
、

日
本
文
法
論
が
形
成
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
富ふ

じ
た
に
な
り
あ
き
ら

士
谷
成
章
、
鈴す
ず
き
あ
き
ら

木
朖
な
ど
が

様
々
に
解
釈
し
て
き
た
。
宣
長
に
と
っ
て
は
、「
て
に
を
は
」
は
単
な
る

助
詞
の
問
題
で
は
な
い
。『
詞こ
と
ば
の
た
ま
の
お

の
玉
緒
』（
一
七
八
五
）
で
は
、「
て
に
を
は
」
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て
、
そ
の
哲
学
が
日
本
語
文
法
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。

　
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
分
析
は
、
上
原
麻
有
子
の
指
摘
と
対
比
す
る
と

両
者
の
差
異
が
顕
在
化
す
る）
19
（

。
上
原
は
、
西
田
の
哲
学
言
語
を
、
言
文
一

致
運
動
と
の
関
係
で
生
じ
た
「
新
日
本
語
」
と
「
哲
学
的
文
法
」
か
ら
分

析
し
、
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
な
が
ら
翻
訳
す

る
プ
ロ
セ
ス
の
中
か
ら
創
案
さ
れ
た
と
解
し
て
い
る
。
上
原
は
、
西
田
の

「
意
識
が
意
識
を
意
識
す
る
」
と
い
う
自
覚
の
構
造
は
、
西
洋
語
の
再
帰

代
名
動
詞
の
機
能
を
模
倣
し
た
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う）
20
（

。

　
し
か
し
、
上
原
の
指
摘
は
十
分
で
は
な
い
。
西
田
の
「
哲
学
的
文
法
」

が
西
洋
語
の
再
帰
的
用
法
か
ら
の
応
用
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
彼
の

文
体
の
奇
怪
さ
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
は
、「
西
田
の

テ
ク
ス
ト
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
西
洋
に
お
い
て
は
、
比
べ
ら
れ
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
一
つ
の
形
式
で
あ
る）
21
（

」
と
す
ら
語
っ
て
い
る
の
だ
。

　
そ
れ
で
も
西
田
の
哲
学
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
読
ま
れ
う
る

し
、
解
釈
さ
れ
う
る
。
西
田
哲
学
は
、
日
本
語
の
〈
外
部
〉
に
開
か
れ
て

お
り
、「
間
文
化
的
遭
遇
」
に
曝
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
た
と
え
西
田
の

文
体
が
ど
れ
ほ
ど
奇
怪
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
限

り
に
、
つ
ね
に
他
者
に
読
ま
れ
う
る
。

五
　
お
わ
り
に
―
―「
書
」
の
比
較
思
考
に
向
け
て

　
ニ
ー
チ
ェ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
を
生
き
た
西
田
は
、philosophieren

で

は
な
く
、
奇
怪
な
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
を
駆
使
し
て
「
哲
学
」
し
て
い
た
。

べ
て
い
る
。
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
西
谷
の
「
見
え
る
」
や
「
聞

こ
え
る
」
は
中
動
態
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
現
代
の
日
本
語
の
「
思
え

る
」
も
中
動
態
に
近
い
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
日
本
語
表
現

は
、
西
洋
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
再
帰
的
用
法
と
非
人
称
主
語

を
用
い
て
表
現
す
る
し
か
な
い
。

　
西
田
の
テ
ク
ス
ト
に
も
、「
考
え
ら
れ
る
」、「
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」、

「
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」
な
ど
、
中
動
態
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
通
常
、

「
可ポ

テ
ン
シ
ャ
ル

能
的
（
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
）」
あ
る
い
は
「
受パ
ッ
シ
ヴ

動
的
（
考
え
ら
れ

る
）」
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
に

よ
れ
ば
、
西
田
の
場
合
、
可
能
的
か
受
動
的
か
ど
ち
ら
か
一
方
に
決
定
で

き
な
い
し
、
つ
ね
に
両
者
で
あ
る
と
も
決
定
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
彼

は
、
西
田
の
思
考
に
つ
い
て
、「
西
田
は
『
何
か
』
を
思
考
す
る
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
む
し
ろ
、
思
考
が
、
思
考
そ
の
も
の
を
彼
の
中

で
可
能
に
す
る
。（
中
略
）
こ
れ
は
ま
さ
に
、
思
考
に
関
す
る
中
動
態
の

意
味
で
あ
ろ
う
。『
思
考
が
思
考
の
場
所
に
お
い
て
思
考
自
身
を
思
考
す

る
（D

as D
enken denkt sich selbst im

 O
rt des D

enkens

））
18
（

』」
と
語

っ
て
い
る
。

　
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
は
、
西
田
の
思
考
構
造
は
、〝
思
考
が
思
考
自
ら

を
思
考
に
お
い
て
思
考
す
る
〞
と
い
う
思
考
の
自
己
展
開
が
間
断
な
く
続

く
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
思
考
の
運
動
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
思
考
は

思
考
の
思
考
で
は
な
い
。「
中
動
態
」
に
着
目
し
た
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト

の
間
文
化
的
な
比
較
思
考
は
、
西
田
哲
学
を
西
洋
語
へ
の
翻
訳
を
通
じ
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そ
れ
ゆ
え
西
田
が
見
た
世
界
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
は
異
な
っ
て
い
た
は
ず

だ
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
表
記
と
思
考
が
異
な
れ
ば
、
世
界
の
分
節
化
が
異

な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
間
文
化
間
翻
訳
の
た
め
の
万
能
な
〝
ロ
ゼ
ッ
タ
・

ス
ト
ー
ン
〞
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
西
田
の
言
語
は
西
洋
語
に
翻
訳

可
能
で
あ
る
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と
い
う
の
も
、
思
想
が
開
か
れ
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い
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限
り
、
間
文
化
的

な
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あ
い
だ
の
文
化
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と
し
て
生
じ
、〈
文
化
の
あ
い
だ
〉
で
誤
解
を
含

め
て
解
釈
さ
れ
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
、
正
当
な
理
解
な
ど

「
間
文
化
的
翻
訳
」
も
含
め
て
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ

る
。

　
最
後
に
も
う
一
度
西
田
哲
学
が
、「
奇
怪
な
シ
ス
テ
ム
」
を
媒
介
に
し

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
西
田
の
「
文エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
は
異
質
な
ま
ま
佇

立
し
て
い
る
が
、
彼
の
「
書
」
は
一
つ
の
形フ

ィ
ギ
ュ
ア象と
し
て
美
的
価
値
を
も
つ
。

「
文エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
を
「
書
」
と
い
う
形
象
と
し
て
問
題
化
す
る
こ
と
で
、
私

た
ち
は
間
文
化
的
な
比
較
思
考
の
別
の
次
元
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
井
筒
は
中
国
や
日
本
で
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
書0

と
し

て
発
展
し
た
。（
中
略
）
極
東
の
書0

伝
統
で
は
、
人
は
心
を
凝
ら
し
、
己

の
全
存
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
指
と
一
管
の
筆
に
集
中
し
て
文
字
を
書
く
。

筆
の
動
き
の
緩
急
遅
速
、
圧
力
の
強
弱
、
墨
の
濃
淡
、
乾
潤
の
変
化
が
、

す
べ
て
最
高
度
の
有
意
味
性
に
お
い
て
こ
れ
に
加
わ
っ
て
、
書0

は
書
道

0

0

と

な
り
、
芸
術
と
な
っ
た）
22
（

」
と
書
い
た
。

　
思
想
の
意
味
は
間
文
化
的
翻
訳
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「
文エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
表
記
」
は
、
形フ
ィ
ギ
ュ
ア象と

し
て
美
的
「
価
値
」
を
伝
達
す
る
。
そ
こ
に
、

新
し
い
比
較
思
考
の
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
だ）
23
（

。
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