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な
ぜ
な
ら
ば
、
宗
教
と
は
抑
そ
も
そ
も、
質
料
の
自
律
と
捉
え
ら
れ
る
場

合
の
意
志
（
し
た
が
っ
て
人
間
の
意
志
と
は
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の

意
志
）
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
形
相
だ
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
超
越
論
的
反
省
に
よ
っ
て
認
識
の
源
泉
を
感
性
と
悟

性
と
に
区
別
し
た
時
、
悟
性
の
自
律
は
認
め
ら
れ
た
が
、
感
性
の

自
律
が
充
分
に
認
め
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系

は
、
悟
性
と
感
性
が
産
出
的
構
想
力
の
図
式
機
能
（
図
式
的
直
観 

schem
atische

）
に
よ
っ
て
理
性
へ
と
齎
も
た
らさ
れ
る
と
見
做
し
、
対
象

を
物
自
体
で
は
な
く
、
理
性
が
構
成
す
る
現
象
で
あ
る
と
見
做
す1

方

法
を
採
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
形
相
と
し
て
の
悟
性
と
、
質
料
と

し
て
の
感
性
が
、
同
格
で
対
等
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て

い
た
筈
で
あ
る
。

問
い 

 

科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
哲
学
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

る
べ
き
か
。

答
え 

 

科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
哲
学
は
、
形
相
の
自
律
だ
け

で
な
く
、
質
料
の
自
律
を
も
原
理
と
す
る
哲
学
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
を
述
べ
る
。

カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
を
範
と
し
つ
つ

カ
ン
ト
（
一
七
二
四
～
一
八
〇
四
）
の
批
判
哲
学
を
、
形
相
の
自
律

だ
け
で
な
く
、
質
料
の
自
律
を
も
認
め
る
哲
学
へ
と
補
完
す
る
こ
と

で
、
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
哲
学
の
可
能
性
が
生
じ
る
と
考
え

る
。

哲
学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
の
か

濱
田 

覚
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し
か
し
、
純
粋
理
性
を
批
判
的
に
吟
味
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
純
粋

経
験
と
し
て
の
物
自
体
が
、
即
ち
質
料
が
、
ど
こ
ま
で
も
無
と
し
て

残
る
。
そ
れ
は
し
か
し
純
粋
理
性
の
現
象
界
か
ら
、
現
象
と
は
乖
離

し
た
世
界
と
見
え
て
い
る
純
粋
経
験
の
叡
智
界
（
或
い
は
物
自
体
の

世
界
）
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
無
と
し
て
映
る
仮
象
が
生
じ

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
純
粋
経
験
の
叡
智
界
（
物
自
体
の
世
界
）

か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
叡
智
界
は
無
で
も
神
秘
で

も
な
く
、
既
に
感
性
的
直
観
へ
現
象
し
た
表
象
と
し
て
扱
う
こ
と
が

出
来
る
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
宗
教

の
原
理
と
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
純
粋
理
性
の
現
象
界
に
お
い
て
は
仮
象
と
映
っ

て
い
た
純
粋
経
験
の
叡
智
界
は
、
宗
教
に
お
い
て
は
む
し
ろ
真
実
在

と
し
て
、
感
性
的
直
観
に
現
象
す
る
表
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
悟
性
を
原
理
と
し
実
証
を
方
法
と
す
る
科
学
に

と
っ
て
は
、
感
性
的
直
観
へ
と
純
粋
経
験
が
現
象
し
て
来
る
原
理
と

そ
の
原
理
を
扱
う
方
法
を
、
科
学
が
持
た
な
い
が
故
に
科
学
に
と
っ

て
純
粋
経
験
は
ど
こ
ま
で
も
仮
象
で
あ
り
、
感
性
的
直
観
へ
と
現
象

し
な
い
表
象
は
実
証
し
得
な
い
が
故
に
、
神
秘
で
あ
る
と
い
う
よ
り

も
寧
ろ
、
偽
い
つ
わり
の
認
識
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
問
題
は
、
宗
教
の
原
理
を
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
感
性

的
直
観
へ
と
現
象
す
る
表
象
と
し
て
哲
学
の
原
理
へ
採
用
し
得
る
か

（
つ
ま
り
論
証
し
得
る
か
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
し

か
し
、
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
を
基
盤
と

し
つ
つ
、
そ
の
当
初
の
中
立
公
平
性
を
、
形
相
の
自
律
と
質
料
の
自

律
に
お
け
る
中
立
公
平
性
へ
と
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
可
能
化
す
る
と

考
え
る
。

即
ち
そ
の
場
合
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
悟

性
と
感
性
は
産
出
的
構
想
力
の
図
式
機
能
（
図
式
的
直
観
）
に
よ
っ

て
理
性
と
成
る
。
こ
こ
ま
で
は
批
判
期
当
初
の
カ
ン
ト
哲
学
と
同
様

で
あ
る
。
し
か
し
、
理
性
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
無
で
し
か
な
い

叡
智
界
を
扱
う
筈
の
、
本
来
な
ら
ば
経
験
が
扱
う
地
盤
を
、
実
践
理

性
と
い
う
名
称
の
認
識
能
力
で
カ
ン
ト
は
扱
い
、
し
か
も
実
践
理
性

の
自
律
が
、
理
性
の
自
律
と
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
カ
ン
ト
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能
力
で
あ
り
、
従
っ
て
後
に
理
性
と
成
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
感

性
と
悟
性
の
両
方
に
跨
が
る
能
力
と
し
て
の
産
出
的
構
想
力
の
図
式

機
能
（
図
式
的
直
観
）
に
よ
っ
て
悟
性
概
念
は
、
対
応
す
る
直
観
が

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
感
性
化(Versinnlichung)

し
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
の
実
在
性
は
立
証
さ
れ
、
感
性
と
悟
性
は
現

象
界
を
構
成
す
る
権
利
を
有
す
る
理
性
へ
と
展
相
す
る
。
理
性
は
水

平
次
元
の
現
象
界
を
構
成
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
垂
直
次
元
の
叡
智
界
は
、
理
性
の
外
側
（
と
い
っ

て
も
内
奥
、
即
ち
、
内
在
の
根
底
）
に
、
質
料
の
自
律
と
捉
え
る
こ

と
が
出
来
る
意
志
と
し
て
実
在
し
て
い
る
。
理
性
（
現
象
界
）
と
意

志
（
経
験
界
、
そ
の
最
も
深
い
次
元
と
し
て
神
秘
的
経
験
論
が
捉
え

る
と
こ
ろ
の
叡
智
界
）
と
は
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
る
象
徴
機
能
（
象
徴
的
直
観
）
に
よ
っ
て
、
理
念
の
実
在

性2

は
、（
可
能
性
（
思
惟
）
と
現
実
性
（
存
在
）
と
の
産
出
的
統
一

と
し
て
の
）
叡
智
的
直
観
（
も
し
く
は
綜
合
的
＝
普
遍
的
悟
性
と
し

て
の
直
観
的
悟
性
）
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
感
性
化
す
る
こ
と
で

立
証
さ
れ
、
そ
の
こ
と
で
霊
性(G

eist)

は
実
在
性
を
得
る
。
即
ち

の
用
語
法
は
、
理
性
（
合
理
論
）
と
経
験
（
経
験
論
）
と
を
中
立
公

平
に
扱
う
と
い
う
カ
ン
ト
自
身
の
哲
学
的
立
場
か
ら
是
正
さ
れ
、
理

性（
実
践
理
性
）の
自
律
は
、経
験（
個
人
の
意
志
と
は
区
別
さ
れ
た
、

質
料
の
意
志
）
の
自
律
と
言
い
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

純
粋
理
性
（
理
論
理
性
）
に
対
置
さ
れ
る
認
識
能
力
は
、
実
践
理
性

で
は
な
く
、
純
粋
経
験
（
自
律
し
た
質
料
意
志
の
経
験
）
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
純
粋
経
験
を
、
質
料
の
自
律
と
し
て
の
意

志
の
経
験
と
捉
え
、
理
性
と
意
志
と
を
、
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自

律(H
eautonom

ie der reflektierenden U
rteilskraft)

に
よ
っ
て
発

見
さ
れ
る
、
象
徴
機
能
（
象
徴
的
直
観sym

bolische A
nschauung

）

に
よ
っ
て
、
霊
性(G

eist)

へ
と
展
相
す
る
宗
教
生
成
の
現
場
（
リ

ア
リ
テ
ィ
）
が
扱
え
る
哲
学
と
し
て
、
カ
ン
ト
哲
学
を
補
完
す
べ
き

で
あ
る
。

以
上
を
纏
め
る
と
、
カ
ン
ト
哲
学
は
、
次
の
よ
う
に
補
完
さ
れ
る
。

ま
ず
、
超
越
論
的
反
省
に
よ
っ
て
認
識
の
源
泉
は
感
性
と
悟
性
に
区

別
さ
れ
る
。
こ
こ
で
感
性
は
質
料
的
な
認
識
の
能
力
で
あ
り
、
従
っ

て
後
に
経
験
と
成
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
悟
性
は
形
相
的
な
認
識
の
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来
る
の
で
、
意
志
に
対
し
て
実
証
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
る
。

こ
の
段
階
に
至
っ
て
初
め
て
意
志
は
、宗
教
の
自
証
の
段
階
か
ら
、

哲
学
の
論
証
の
段
階
を
経
て
、
科
学
の
実
証
の
段
階
へ
と
至
る
。
逆

に
言
え
ば
こ
の
段
階
へ
と
哲
学
が
展
相
し
な
い
限
り
宗
教
は
、
科
学

に
と
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
仮
象
で
あ
り
、
同
時
に
科
学
も
、
宗
教
に

と
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
否
定
的
な
意
味
で
の
分
別
知
に
過
ぎ
な
い
の

で
、
双
方
の
対
立
（
矛
盾
）
は
不
可
避
で
あ
り
、
防
ぎ
得
な
い
。

我
々
は
し
か
し
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
が
理
性
の
権
利
範
囲
を
限
定
し

た
意
味
を
重
視
す
る
時
、
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
哲
学
の
補
完
は
、

哲
学
が
理
性
の
越
権
行
為
を
侵
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
象
へ
転
落
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
こ
と
を
予
測
す
る
。
し
か
し

カ
ン
ト
が
超
越
論
的
弁
証
論
で
力
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
（
第
三
ア
ン

チ
ノ
ミ
ー
、
第
四
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
を
問
題
に
し
た
時
に
、
定
立
と

反
定
立
の
見
か
け
上
の
矛
盾
は
、
物
自
体
の
世
界
と
現
象
の
世
界
に

限
定
す
る
こ
と
で
、
矛
盾
対
当
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
真
で
あ
り
得

る
小
反
対
対
当(oppositio subcontraria)

に
過
ぎ
な
い
と
判
断
し

理
性
は
霊
性
へ
と
展
相3

し
、
し
か
も
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
哲
学
と
異

な
り
、
実
在
性
を
立
証
し
得
る
霊
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
哲
学
で
は
判
断
力
は
、
単
に
理
論
理
性
と

実
践
理
性
と
の
裂
け
目
を
架
橋
す
る
原
理
と
し
て
の
自
己
自
律

(H
eautonom

ie)
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
形
相
の
自
律
と
し

て
の
理
性
の
自
律
だ
け
で
な
く
、
宗
教
の
原
理
と
方
法
を
組
み
入
れ

る
こ
と
で
、
質
料
の
自
律
と
し
て
の
経
験
（
意
志
）
の
自
律
を
哲
学

の
原
理
へ
と
齎
も
た
らす
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
、
カ
ン
ト
哲
学
は
、
単

な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
い
て
見
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
宗
教
、
そ
れ

故
本
来
哲
学
に
過
ぎ
な
い
宗
教
哲
学
か
ら
、
宗
教
を
原
理
と
し
て
踏

ま
え
る
こ
と
が
出
来
る
哲
学
的
宗
教
へ
と
展
相
す
る
。

霊
性
へ
と
展
相
し
た
理
性
は
、
叡
智
的
直
観
（
と
言
っ
て
も
「
物

自
体
の
非
感
性
的
直
観
と
し
て
の
叡
智
的
直
観
」
で
は
な
く
「
可
能

性
（
思
惟
）
と
現
実
性
（
存
在
）
と
の
産
出
的
統
一
と
し
て
の
叡
智

的
直
観
」）を
、理
念
に
与
え
て
感
性
化
す
る
象
徴
的
直
観
を
介
し
て
、

意
志
を
表
象
す
る
こ
と
が
出
来
（
意
志
が
、
象
徴
機
能
に
よ
っ
て
感

性
化
さ
れ
）、
そ
の
結
果
悟
性
は
、
意
志
を
概
念
化
す
る
こ
と
が
出
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自
由
も
神
も
存
在
し
な
い
と
い
う
命
題
の
妥
当
性
が
容
認
さ
れ
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
物
自
体
の
世
界
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
自
由

も
神
も
存
在
す
る
と
い
う
命
題
の
妥
当
性
が
容
認
さ
れ
る
、
と
カ
ン

ト
は
第
一
批
判
の
超
越
論
的
弁
証
論
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
で
判
断
し

て
い
た
筈
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
理
論
理
性
に
の
み
構
成
的(konstitutiv)

で
あ
る
こ
と

を
認
め
た
の
は
、
理
性
が
ど
こ
ま
で
も
本
質
（W

as, W
esen

＝
理
）

を
認
識
す
る
の
み
で
、
実
在 

（D
aß, Existenz

＝
事
）
を
認
識
し
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
性
に
は
、
実
在
を
感
性
的
直
観
に
現

象
さ
せ
て
表
象
へ
と
齎
す
原
理
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
経
験
、
中
で
も
最
も
深
化
し
た
宗
教
経
験
に
於
て
は
、
実
在
を
感

性
的
直
観
に
現
象
さ
せ
て
表
象
へ
と
齎
す
原
理
が
存
在
す
る
の
で
、

実
在
が
感
性
化
さ
れ
得
る
の
で
、
霊
性
へ
と
理
性
が
展
相
し
て
宗
教

の
方
法
と
原
理
を
哲
学
が
扱
い
得
る
段
階
に
達
す
れ
ば
、
実
在
を
、

単
に
統
制
的(regulativ)

に
で
は
な
く
、
構
成
的
に
扱
う
可
能
性
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
仮
象
に
陥
る
危
険
性
を
回
避
し
な
が
ら

実
在
を
論
証
し
、
ま
た
、
仮
象
に
陥
ら
な
い
で
実
在
を
実
証
す
る
こ

て
い
た
こ
と
を
想
い
起
す
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
自
由
の
原
因
性
が
肯
定

さ
れ
る
命
題
の
妥
当
性
が
容
認
さ
れ
る
（
こ
の
世
界
に
は
自
然
法
則

に
基
づ
い
た
必
然
的
な
因
果
関
係
以
外
に
、
自
由
の
原
因
性
が
存
在

す
る
と
い
う
命
題
の
妥
当
性
が
容
認
さ
れ
る
、
即
ち
、
真
で
あ
り
得

る
）
の
は
、物
自
体
の
世
界
に
限
定
す
る
場
合
で
あ
り
（
そ
の
場
合
、

定
立
は
真
で
あ
り
得
る
の
で
あ
り
）、
自
由
の
原
因
性
は
、
現
象
の

世
界
に
限
定
す
る
な
ら
ば
否
定
さ
れ
て
、
こ
の
世
界
に
は
自
然
法
則

に
基
づ
い
た
必
然
的
な
因
果
関
係
し
か
存
在
し
な
い
、
と
い
う
命
題

の
妥
当
性
が
容
認
さ
れ
る
（
反
定
立
も
真
で
あ
り
得
る
）
と
い
う
判

断
を
示
し
て
い
た
。

同
じ
こ
と
は
、
第
四
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
（
神
は
存
在
す
る
と
い
う
定

立
と
、
神
は
存
在
し
な
い
と
い
う
反
定
立
）
の
場
合
で
も
、
定
立
は

物
自
体
の
世
界
に
限
定
す
る
場
合
に
は
真
で
あ
り
得
る
し
、
反
定
立

も
現
象
界
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
真
で
あ
り
得
る
と
い
う
判
断
を
示

し
て
い
た
こ
と
を
想
い
起
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
我
々
が
理
性
の
限
界
内
の
現
象
界
で
判
断
す
る
限
り
、
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シ
ェ
リ
ン
グ
は
理
性
が
捉
え
る
こ
と
の
出
来
る
本
質(W

as, 

W
esen)

の
最
終
結
論
（
即
ち
限
界
）
と
し
て
の
「
或
る
究
極
的
な

も
の(ein Letztes 5)

」
に
欠
け
て
い
る
実
在(D

aß, Existenz)

を
確
保

す
る
為
に
、
経
験
を
も
哲
学
の
原
理
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
カ
ン
ト

哲
学
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
異
な
る
点
は
、
経
験
と
い
う
こ
と

で
、
カ
ン
ト
が
理
性
に
可
能
な
経
験
と
し
て
認
め
た
感
性
的
経
験
の

み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
が
理
性
の
認
識
能
力
と
し
て
は
否
定
し
た
、
超

感
性
的
な
も
の
（
即
ち
「
或
る
究
極
的
な
も
の
」）
を
、
経
験
の
現

実
的
対
象
と
な
り
得
る
、
と
主
張
す
る
神
秘
的
経
験
論
（
そ
の
最
も

低
い
段
階
は
、
同
時
に
外
的
な
出
来
事
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
神
の

啓
示
に
よ
っ
て
の
み
、
超
感
性
的
な
も
の
が
経
験
の
現
実
的
対
象
と

成
り
得
る
と
主
張
す
る
教
説
で
、
そ
の
次
の
段
階
は
、
外
的
な
事
実

総す
べ
て
を
無
視
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
神
の
実
在
を
我
々
に
納

得
さ
せ
る
抵
抗
し
え
な
い
内
的
な
事
実
に
よ
っ
て
、
超
感
性
的
な

も
の
が
経
験
の
現
実
的
対
象
と
成
り
得
る
と
主
張
す
る
教
説6

）
を

も
、
単
な
る
仮
象
と
し
て
斥
け
る
こ
と
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
し
な
か
っ

た
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
と
共
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
積
極
哲
学

と
も
可
能
化
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
と
原
理
を
初
め
て
哲
学
へ
と
齎
も
た
らし
た
の
は
、
後
期
の
シ

ェ
リ
ン
グ
（
一
七
七
五
～
一
八
五
四
）
で
あ
っ
た
。

後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
を
範
と
し
て

後
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一
六
四
六
～

一
七
一
六
年
）
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
形
而
上
学
の
根
本
的
問
い 

“W
arum

 ist überhaupt etw
as und nicht vielm

ehr nichts 4?”

（
何
故

そ
も
そ
も
何
か
或
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
、
む
し

ろ
無
は
存
在
し
な
い
の
か
）
に
答
え
る
為
に
、
積
極
哲
学
を
創
始
し

た
。我

々
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
問
い
を
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
な
ぜ
我
々

は
形
相
の
自
律
だ
け
を
語
る
の
か
、
な
ぜ
我
々
は
質
料
の
自
律
を
見

よ
う
と
し
な
い
の
か
」
或
い
は
「
な
ぜ
我
々
は
形
相
の
優
位
だ
け
を

語
ろ
う
と
意
欲
す
る
の
か
、
そ
こ
に
は
質
料
を
蔑
さ
げ
すむ
仮
象
の
意
志
が

隠
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
捉
え
返
し
た
と
見
做
し
た
い
。
そ

の
理
由
を
述
べ
る
。
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た
い
。
た
だ
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
時
代
に
は
、
そ
の
こ
と
を
具
体
化

す
る
方
法
が
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た8

の
で
、
こ
れ
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は

歴
史
的
な
事
実
へ
の
現
象
（
神
話
と
啓
示
と
聖
書
）
に
よ
っ
て
実
証

し
よ
う
と
し
た
。

我
々
は
カ
ン
ト
が
純
粋
理
性
と
い
う
場
合
に
用
い
た
「
純
粋
（
経

験
的
な
も
の
が
全
く
混
入
し
て
い
な
い
）」
と
い
う
意
味
を
、
純
粋

経
験
の
場
合
は
、
逆
に
用
い
る
。
即
ち
「
理
性
的
な
も
の
が
全
く
混

入
し
て
い
な
い
」
経
験
を
、
純
粋
経
験
と
呼
ぶ
。
そ
の
上
で
、
後
期

シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
啓
示
の
哲
学
』
で
明
ら
か
に
し
た
前
期
の
自
然
哲

学
以
来
の
ポ
テ
ン
ツ
論
の
最
終
形
態
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
「
理
性

的
な
も
の
が
全
く
混
入
し
て
い
な
い
」経
験
と
し
て
の
純
粋
経
験（
そ

れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
宗
教
的
ア
・
プ
リ
オ
リ9

と
も
見
做
す
こ
と
が
出
来

る
）
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。
し
た
が
っ
て
、純
粋
経
験
の
認
識
に
は
、

理
性
で
は
な
く
、
宗
教
の
原
理
（
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
神
話
と

啓
示
お
よ
び
、
そ
の
存
在
生
起
と
し
て
の
脱
自 Ekstasi 0s

）
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
確
認
し
た
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
理

性
は
全
く
用
い
ら
れ
ず
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
宗

が
、
経
験
論
の
最
も
深
化
し
た
、
最
高
次
の
形
態
で
あ
る
観
神
論

（Theosophism
us 

或
い
は
神
智
学 Theosophie

。
思
弁
的
で
、
理

論
的
な
神
秘
主
義
。
人
間
存
在
が
神
に
歓
喜
す
る
可
能
性
と
、
歓
喜

し
た
結
果
と
し
て
神
の
本
質
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
創
造
の
本
質

や
、
創
造
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
経
過
の
中
に
、
必
然
的
に
確
実
に
、

神
を
観
る
こ
とSchauen
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
感
性

的
な
も
の
が
経
験
の
現
実
的
な
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
教

説
）
と
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る7

。
そ
れ
は
な

に
よ
り
も
観
神
論
が
、
学
問(W

issenschaft)
で
あ
る
こ
と
を
放
棄

し
て
い
る
こ
と
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
対
抗
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に

観
神
論
の
不
徹
底
と
不
十
分
さ
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
見
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

つ
ま
り
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
を
真
摯
に
継
承

す
る
な
ら
ば
、
観
神
論
等
の
宗
教
経
験
の
原
理
を
も
、
学
問
と
し
て

扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
超
感
性
的
な
る
も
の
を
、

感
性
的
直
観
に
現
象
す
る
表
象
と
し
て
、
悟
性
に
よ
る
概
念
化
を
可

能
に
す
る
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
が
出
来
る
、
と
見
做
し
た
と
捉
え
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し
て
、
理
性
的
な
も
の
が
全
く
混
入
し
て
い
な
い
純
粋
経
験
を
、
次

の
よ
う
に
論
理
化
し
て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
未
だ
存
在
以
前
の
存
在
者
で
あ
る
が
、
後の
ち
に

（
将
来
）
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
も
の(w

as das vor dem
 Sein Seiende 

hernach sein w
ird a)

」
を
出
発
点
（
ア
ル
ケ
ー
＝
始
元 causa effi-

ciens

）
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ア
ル
ケ
ー
（
始
元
）
を
、
質
料
因

(causa m
aterialis)

で
あ
る
第
一
原
理
と
し
て
の
存
在
可
能
者(das 

sein K
önnende)

と
、
形
相
因(causa form

alis)

で
あ
る
第
二
原
理

と
し
て
の
純
粋
存
在
者(das rein Seiende)

と
に
区
別
す
る
。
そ
の

上
で
、
両
者
が
元
々
解
き
難
き
紐
帯
と
し
て
の
古
代
オ
リ
エ
ン
ト

哲
学
で
の
意
味
（
神
性
と
人
間
的
魂
と
の
類
（
上
位
）
概
念
と
成

る
と
い
う
性
質b

）
で
のPneum

a 

を
継
承
す
るG

eist

（
精
神
）
に

よ
っ
て
結
び
付
い
て
、
目
的
因(causa finalis)

で
あ
る
第
三
原
理

と
し
て
の
「das im

 Sein Potenz oder Subjekt Bleibende, w
eil es 

im
 Sein auch nicht sich w

ollen kann

（
存
在
に
於
て
も
ま
た
自
己

を
意
欲
し
得
な
い
が
故
に
、
存
在
に
於
て Potenz 

或
い
は Subjekt 

に
留
ま
る
も
の
）SW

 X
III, S. 237

」
即
ち
、
存
在
当
為
者(das sein 

教
を
、
理
性
へ
と
現
象
す
る
が
理
性
が
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
表

象
を
齎
す
原
理
と
し
て
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
宗
教
を
正
し
く

理
解
し
た
と
は
言
わ
れ
な
い
。
即
ち
、
宗
教
に
理
性
は
不
要
ど
こ
ろ

か
、
邪
魔
者
な
の
で
あ
る
（
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
仏
教
に
お
い
て
般

若
と
分
別
が
常
に
対
置
さ
れ
、
般
若
に
対
し
て
分
別
知
は
否
定
的
に

捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
も
知

恵
の
実
は
食
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
に
も
見
ら
れ
る
）。
む
し
ろ
宗
教
が
生
成
す
る
現
場
の
実
情
か
ら

言
え
ば
、
理
性
が
斃た
お
れ
、
理
性
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
な
く
成
っ
て

し
ま
っ
た
場
合
に
、
理
性
で
は
な
い
別
の
力
に
よ
っ
て
理
性
が
救
わ

れ
る
経
験
が
、
宗
教
の
始
ま
り
を
告
げ
る
鐘
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。

さ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
宗
教
の
原
理
（
最
初
は
神
話
と
し
て
、
そ

し
て
克
服
の
過
程
の
後
、
最
終
的
に
啓
示
へ
と
帰
結
す
る
展
開
の
全

経
験
）
が
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
に
よ
っ
て
象
徴
と
し
て
見
出

さ
れ
、
象
徴
を
通
じ
て
感
性
的
直
観
へ
と
現
れ
て
表
象
と
成
っ
た
純

粋
経
験
を
、
構
想
力
の
図
式
機
能
に
媒
介
さ
れ
つ
つ
、
悟
性
を
用
い

て
概
念
化
す
る
こ
と
で
現
象
界
へ
齎
す
方
法
を
、
お
そ
ら
く
は
採
用
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っ
て
、
感
性
的
直
観
へ
と
現
象
し
て
表
象
へ
と
齎
も
た
らら
さ
れ
て
対
象
化

（
感
性
化
）
す
る
過
程
を
経
な
け
れ
ば
、
理
性
だ
け
で
認
識
し
て
い

る
段
階
の
主
観
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ど
れ
だ
け
詳

細
に
論
じ
た
と
し
て
も
、
感
じ
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
出
来
な
い

無
（
或
い
は
ど
こ
ま
で
も
表
象
の
圏
内
に
入
っ
て
来
な
い
も
の
）
に

過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
理
性
の
最
終
的
な
結
論
で
あ
り
、
理

性
は
そ
の
先
に
は
一
歩
も
進
め
な
い
限
界
と
し
て
の
「
或
る
究
極
的

な
も
の(eine Letztes)

」の
内
実
を
、宗
教
の
方
法
と
原
理
を
用
い
て
、

理
性
の
限
界
を
越
え
て
さ
ら
に
進
め
て
完
全
に
展
開
し
、
規
定
し
て

み
せ
た
の
で
あ
るd

。

そ
の
上
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
完
成
せ
る
精
神
が
、
ど
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
を
経
て
現
実
存
在
へ
と
生
起
す
る
の
か
を
、
次
の
よ
う
な
論

理
で
示
し
て
い
る
。

即
ち
、
始
元
と
し
て
の
ア
ル
ケ
ー
、
つ
ま
り
「
未
だ
存
在
以
前
の

存
在
者
で
あ
る
が
、後
に
（
将
来
）
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
」
は
、

質
料
因
と
し
て
の
「
存
在
可
能
者
」
と
形
相
因
と
し
て
の
「
純
粋
存

Sollende)

と
し
て
も
存
在
し
て
い
る
（
と
は
い
え
、
未
だ
存
在
以

前
者
と
し
て
潜
在
し
、
存
在
へ
は
現
れ
出
て
い
な
い
段
階
の
非
存
在

で
あ
る
）
と
し
、
こ
の
三
原
理
が
三
位
一
体
と
し
て
、
離
れ
難
く
結

び
付
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
原
理
（
ポ
テ
ン

ツ
）
がG

eist

に
よ
っ
て
離
れ
難
く
結
び
付
い
て
い
る
が
故
に
、
ま

た
、
完
全
に
そ
れ
ら
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の

原
理
は
「
完
成
せ
る
精
神(der vollkom

m
ene G

eist, 

或
い
はder 

vollendete G
eist)

」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
説
明
は
、
理
性
の
能
力
で
は
認
識
し
得
な
い
「
全
く

超
越
的
な
存
在(das schlechterdings transzendente Sein c)

」
の
規

定
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
我
々
も
認
識
す
る
為
に
は
、
何
よ
り
も
最

初
に
、
宗
教
の
方
法
と
原
理
を
用
い
て
、
感
性
的
直
観
へ
と
現
れ
た

超
感
性
的
な
も
の
の
表
象
が
、
象
徴
を
通
じ
て
、
理
性
に
よ
っ
て
獲

得
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
積
極

哲
学
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
理
性
だ
け
で
は
決
し
て

認
識
で
き
な
い
非
対
象（
そ
れ
ゆ
え
に「
全
く
超
越
的
な
存
在
」）が
、

反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
象
徴
機
能
に
よ
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の
感
性
的
直
観
の
領
域
へ
現
象
す
る
。
即
ち
、
そ
れ
ま
で
は
理
性
に

と
っ
て
無
に
過
ぎ
な
か
っ
た「
超
感
性
的
な
る
も
の
」と
し
て
の「
存

在
可
能
者
」
と
「
純
粋
存
在
者
」
が
、
こ
の
時
だ
け
は
、
意
識
の
領

域
へ
表
象
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
象
徴(Sym

bol)

の
本
来

的
な
機
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
（
理
性
の
自
律
に
よ

っ
て
で
は
決
し
て
な
く
、
即
ち
、
形
相
の
自
律
に
よ
っ
て
で
は
な
く
）

質
料
の
自
律
に
よ
っ
て
意
識
へ
現
象
し
て
来
た
「
超
感
性
的
な
る
も

の
」
が
、
感
性
的
直
観
に
現
れ
て
、
表
象
と
し
て
現
象
し
て
、
感
性

化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
悟
性
は
「
超
感
性
的
な
る
も
の
」
を
、
こ
の

時
だ
け
は
「
対
象
」
と
し
て
概
念
化
で
き
る
。
即
ち
、
感
じ
る
こ
と

も
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
成
る
の
で
「
超
感
性
的
な
る
も
の
」
の
認

識
が
生
成
す
る
。

そ
し
て
起
動
因
と
化
し
て
逸
脱
し
て
均
衡
を
乱
し
た
質
料
因
と
し

て
の
「
存
在
可
能
者
」
を
、
連
れ
戻
す
と
い
う
作
用
因
と
化
し
た
形

相
因
と
し
て
の
「
純
粋
存
在
者
」
が
連
れ
戻
す
先
は
、
目
的
因
と
し

て
の
存
在
当
為
者
と
三
位
一
体
で
あ
る
「
完
成
せ
る
精
神
」
で
あ
る

け
れ
ど
も
、「
完
成
せ
る
精
神
」
へ
と
戻
る
直
前
ま
で
は
、
起
動
因

在
者
」
が
、
解
き
難
きPneum

a

の
意
味
で
のG

eist

の
紐
帯
に
よ

っ
て
、
目
的
因
と
し
て
の
「
存
在
当
為
者
」
と
、
三
位
一
体
で
あ
る

限
り
、「
完
成
せ
る
精
神
」な
の
で
あ
る
。
し
か
し
質
料
因
で
あ
る「
存

在
可
能
者
」
は
、
そ
の
起
動
因(causa efficiens)

と
し
て
の
避
け
難

い
傾
向
性
に
よ
り
、
形
相
因
と
し
て
の
「
純
粋
存
在
者
」
と
の
紐
帯

を
破
っ
て
逸
脱
の
脱
自
へ
行
為
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
完
成
せ
る

精
神
」
の
均
衡
は
破
ら
れ
、
い
か
な
る
意
味
で
も
可
能
性(Potenz)

で
は
な
か
っ
たe

形
相
因
と
し
て
の
「
純
粋
存
在
者
」
は
ポ
テ
ン
ツ
化

さ
れ
、作
用
因(causa efficiens)

と
し
て
、逸
脱
し
た「
存
在
可
能
者
」

を
「
完
成
せ
る
精
神
」
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
事

以
外
の
こ
と
が
出
来
な
い
「
存
在
必
然
者
（das sein M

üssende

＝

存
在
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
も
の
）」
と
し
て
働
く
こ
と
を
強

い
ら
れ
るf

。

し
か
し
こ
の
時
、「
完
成
せ
る
精
神
」
か
ら
す
れ
ば
中
心
か
ら
の

逸
脱
で
あ
る
「
存
在
可
能
者
」
の
行
為
は
、
結
果
と
し
て
「
存
在
可

能
者
」
と
、
そ
れ
を
連
れ
戻
す
為
の
み
に
脱
自
（
再
生
・
回
復
の
た

め
に
の
み
脱
自
）
し
た
「
純
粋
存
在
者
」
と
の
現
れ
と
し
て
、
理
性
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可
能
者
」
の
逸
脱
の
脱
自
に
よ
っ
て
再
生
の
脱
自
と
し
て
働
く
こ
と

を
強
要
さ
れ
る
こ
と
で
、自
覚
過
程
の
作
用
因
と
化
す（
治
癒
、救
済
、

克
服
、自
覚
の
原
因
）。
そ
し
て
「
純
粋
存
在
者
」
が
成
功
裏
に
「
存

在
可
能
者
」
を
「
完
成
せ
る
精
神
」
へ
と
連
れ
戻
し
て
、
再
び
「
存

在
当
為
者
」
と
の
三
位
一
体
へ
還
帰
し
得
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

過
程
は
「
完
成
せ
る
精
神
」
の
外
部
で
、
即
ち
、
現
実
的
な
存
在
の

場
で
行
為
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
理

性
の
認
識
の
場
（
現
象
界
）
で
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と

が
出
来
る
為
に
、
理
性
は
、
宗
教
的
な
認
識
（
宗
教
的
自
覚
）
を
得

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
純
粋
存
在
者
」
が
必
ず
「
存
在
可
能
者
」

を
「
完
成
せ
る
精
神
」
の
境け
い
だ
い内
へ
連
れ
戻
せ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、

「
純
粋
存
在
者
」
が
「
存
在
可
能
者
」
の
連
れ
戻
し
に
失
敗
し
た
時

に
は
、
病
は
死
へ
と
結
果
し
、
罪
は
原
罪
と
し
て
残
り
続
け
る
こ
と

に
な
り
、
悪
は
犯
罪
と
し
て
裁
か
れ
、
仮
象
は
認
識
の
誤
謬
と
し
て

留
ま
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
は
実
証
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
単
に
論
理
的
に
言

わ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
実
証
を
目
的
と
す
る
シ
ェ
リ
ン

と
し
て
の
「
存
在
可
能
者
」
も
、作
用
因
と
し
て
の
「
純
粋
存
在
者
」

も
、
活
動
し
て
い
る
場
所
は
、
感
性
的
直
観
の
現
象
界
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
運
動
は
総
て
、
理
性
の
目
撃
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

か
く
し
て
理
性
は
、
本
来
は
非
存
在
と
し
て
理
性
の
能
力
で
は
決

し
て
認
識
で
き
な
い
「
存
在
可
能
者
」
と
「
純
粋
存
在
者
」
を
、「
存

在
可
能
者
」
の
逸
脱
の
脱
自
と
「
純
粋
存
在
者
」
の
再
生
の
脱
自
（
連

れ
戻
し
）
を
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
よ
り
、理
性
は
「
覚
」

を
獲
得
す
る
。
こ
の
「
覚
」
は
、
宗
教
的
な
自
覚
を
意
味
す
るg

。

以
上
を
纏
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
前
期
シ
ェ
リ
ン

グ
の
自
然
哲
学
以
来
の
ポ
テ
ン
ツ
論
の
、
最
終
形
態
と
し
て
の
積
極

哲
学
の
『
啓
示
の
哲
学
』
に
お
け
る
論
理
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ア

ル
ケ
ー
と
し
て
の
「
存
在
以
前
者
」
は
、
質
料
因
と
し
て
の
「
存
在

可
能
者
」
と
、
形
相
因
と
し
て
の
「
純
粋
存
在
者
」
と
、
目
的
因
と

し
て
の
「
存
在
当
為
者
」
と
の
三
位
一
体
と
し
て
「
完
成
せ
る
精
神
」

で
あ
る
が
、「
存
在
可
能
者
」
は
逸
脱
の
脱
自
を
不
可
避
の
傾
向
性

と
し
て
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
自
覚
過
程
の
起
動
因
と
化
す
（
病
、
罪
、

悪
、
仮
象
の
原
因
）。
し
か
し
同
時
に
「
純
粋
存
在
者
」
は
、「
存
在
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た
と
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
、
我
々
自
身
を
含
め
た
具
体
的
で
個
別

的
な
事
実
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
哲
学
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
憾う
ら
み
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
で
は
語
り
尽
さ

れ
て
い
な
い
問
題
と
し
て
残
っ
た
。

こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
不
十
分
さ
を
補
完
し
よ
う
と
し
た
の
が

西
谷
啓
治
（
一
九
〇
〇
～
一
九
九
〇
）
で
あ
っ
た
。

西
谷
啓
治
の
立
場

戦
前
の
西
谷
の
判
断

西
谷
は
京
都
帝
国
大
学 

文
学
部 

哲
学
科
の
卒
業
論
文
で
も
シ
ェ

リ
ン
グ
を
扱
いj

、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
日
本
で
最
も
早
く
邦
訳
し
て
い
るk

の
で
、
西
谷
は
日
本
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
継
承
者
と
見
做

す
こ
と
も
出
来
る
。
そ
の
こ
と
は
西
谷
の
実
質
的
な
学
会
デ
ビ
ュ
ー

が
「
神
秘
思
想
史l

」
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

神
秘
思
想
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
積
極
哲
学
と
区
別
し
つ
つ
も
、
そ
の

肯
定
的
側
面
を
最
大
限
に
重
視
し
た
思
想
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
西
谷
の
学
位
論
文
『
宗
教
哲
学
―
―
序
論m

』
に
お
け
る
、
理
性

グ
は
、
積
極
哲
学
の
方
法
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
に
こ
れ
を
実
証
し
よ

う
と
し
た
。

即
ち
、
以
上
の
論
理
を
、
現
実
の
歴
史
の
中
の
事
実
に
、
帰
結
と

し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
作
業
を
、『
啓
示
の
哲
学
』
の
第
一

部
（
第
二
書
）
と
第
二
部
（
第
三
書
）
で
行
っ
た
。
第
一
部
で
は
、
啓

示
の
内
容
が
把
握
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、『
啓

示
の
哲
学
』
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
点
ま
で
至
り
、第
二
部
で
は
、

そ
の
啓
示
の
内
容
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
に
従
事
し
たh

。

と
こ
ろ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
の
よ
う
に
、
理
性
で
は
不
可
能
な
認

識
を
、
宗
教
の
方
法
と
原
理
を
哲
学
へ
と
採
り
入
れ
た
積
極
哲
学
に

よ
っ
て
初
め
て
神
を
、
単
な
る
宗
教
哲
学
（
自
然
神
学
）
で
は
な
い

仕
方
で
、
即
ち
、
哲
学
的
宗
教
と
し
て
学
問
し
た
の
で
あ
る
が
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
は
、

た
と
え
第
一
原
理
や
第
二
原
理
や
第
三
原
理
と
し
て
の
ポ
テ
ン
ツ

が
、カ
テ
ゴ
リ
ー
（
悟
性
概
念
）
や
普
遍
的
な
も
の
で
は
全
く
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
正
反
対
の
最
高
に
特
殊
的
な
も
の
で
あ
り
、
唯
一
種
の

可
能
性
で
あ
り
、
原
可
能
性(U

rm
öglichkeit)

で
あ
る
と
注
意i

さ
れ
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は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
取
り
出
し
た
「
信
仰
や
認
識
を
通
し
て

再
び
体
験
に
復
帰
す
る
態
度
、
体
験
が
そ
の
初
め
に
し
て
終
り
で
あ

る
如
き
態
度
（
体
験
の
態
度
）」（
六
・
二
四
）
は
、
後
期
の
シ
ェ
リ
ン

グ
が
積
極
哲
学
、
特
に
『
啓
示
の
哲
学
』
の
中
で
展
開
し
た
ポ
テ
ン

ツ
論
の
最
終
形
態
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
と
は
区

別
さ
れ
る
経
験
の
原
理
に
基
い
て
展
開
さ
れ
た
『
啓
示
の
哲
学
』
に

お
け
る
ポ
テ
ン
ツ
論
が
、
西
谷
で
は
、
そ
れ
を
宗
教
の
歴
史
的
展
開

過
程
の
中
で
実
証
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
シ
ェ
リ
ン

グ
の
意
図
を
継
承
す
る
方
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

神
の
実
在
を
、
個
人
的
な
経
験
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
歴
史
的
事
実

の
中
で
実
証
し
よ
う
と
し
て
『
啓
示
の
哲
学
』
を
書
い
た
か
ら
で
あ

る
。ま

た
シ
ェ
リ
ン
グ
の「
純
粋
存
在
者
」は
西
谷
で
は「
信
仰
の
態
度
」

と
し
て
、
ま
た
「
存
在
可
能
者
」
は
西
谷
で
は
「
認
識
の
態
度
」
と

し
て
、
そ
し
て
「
存
在
当
為
者
」
は
西
谷
で
は
「
体
験
の
態
度
」
と

し
て
歴
史
的
事
実
の
中
で
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
西
谷
は
「
認
識
の
態
度
」
が
「
初
発
的
に
、
信
仰
の
態

を
原
理
と
す
る
哲
学
の
理
想
的
態
度
の
中
に
も
、
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ

の
影
響
を
見
て
取
る
事
が
出
来
る
。

西
谷
は
学
位
論
文
の
中
で
、
宗
教
が
、
通
常
の
意
味
で
の
我
々
の

有
り
方
、
広
い
意
味
で
の
自
然
的
な
有
り
方
に
対
し
て
、「
絶
対
に

他
な
る
も
の
」、
彼
岸
的
な
る
も
の
、「
超
自
然
的
」
と
も
言
い
得
べ

き
も
の
が
、（
そ
れ
が
人
格
的
と
考
え
ら
れ
よ
う
と
非
人
格
的
と
考

え
ら
れ
よ
う
と
）
何
等
か
の
仕
方
で
、
我
々
に
顯あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う

こ
と
、
し
か
も
そ
れ
へ
の
関
係
が
、
我
々
に
と
っ
て
、
我
々
の
存
在

そ
の
も
の
の
最
後
の
據よ

り
所
と
な
る
と
こ
ろ
に
（
宗
教
が
）
成
り
立

つ
と
言
う
（
六
・
三

n

）。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
に
他
な
る
も
の
」

へ
の
関
係
の
仕
方
を
西
谷
は
「
根
本
的
に
い
っ
て
三
つ
の
態
度
が
分

れ
る
と
思
わ
れ
る
」（
同
所
）
と
言
い
、
そ
の
三
つ
と
し
て
「
信
仰

の
態
度
」（
同
所
）
と
「
認
識
の
態
度
」（
六
・
六
）
と
「
体
験
の
態
度
」

（
六
・
二
三
）
を
挙
げ
て
い
る
。

西
谷
が
「
宗
教
の
歴
史
」（
六
・
二
三
）
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
「
体

験
に
基
い
て
信
仰
の
立
場
を
展
開
す
る
態
度（
信
仰
の
態
度
）」と「
体

験
に
基
い
て
認
識
の
立
場
を
展
開
す
る
態
度
（
認
識
の
態
度
）」
と
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も
共
に
「「
自
己
」
の
立
場
に
即
し
て
そ
れ
を
実
存
的
に
深
め
て
罪

の
主
体
に
還
元
し
或
い
は
そ
れ
を
理
性
的
に
高
め
て
知
の
主
体
に
導

く
」（
六
・
二
四
）
と
言
わ
れ
、そ
れ
に
対
し
て
「
体
験
の
態
度
」
は
「
信

仰
や
認
識
の
態
度
が
立
脚
す
る
と
こ
ろ
の
「
自
己
」
と
そ
の
対
象
と

の
係
わ
り
そ
の
も
の
を
發は
っ
て
ん轉
せ
し
め
る
こ
と
に
向
う
も
の
で
あ
る
」

（
六
・
二
五
）
と
言
わ
れ
、「
体
験
の
態
度
」
は
「「
自
己
」
の
底
か
ら
「
自

己
」
の
殻
を
脱
し
、
自
己
を
脚
下
に
於
て
絶
対
に
他
な
る
も
の
へ
超

入
す
る
態
度
で
あ
る
。」（
同
所
）と
さ
れ
て
お
り
、シ
ェ
リ
ン
グ
が「
存

在
可
能
者
」
と
「
純
粋
存
在
者
」
と
を
「
存
在
当
為
者
」
と
三
位
一

体
を
成
す
「D

oppelw
esen t

（
二
重
存
在
体
）」
と
し
て
捉
え
て
い
る

の
と
は
異
な
る
判
断
で
あ
る
こ
と
も
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
西
谷
の
判
断
は
、
後
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
の
影
響

を
見
て
と
る
こ
と
は
出
来
る
も
の
の
、
や
は
り
西
谷
独
自
の
考
え
方

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
西
谷
が
認
識
（
理
性
）
の
立
場
、
そ
れ
故
に
哲
学
の
立

場
の
理
想
的
態
度
を
「
媒
介
に
於
て
批
判
的
、
批
判
に
於
て
媒
介
的

と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
理
解
をD

estruktion 

へ
発
展
さ
せ
、

度
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
るo

」（
六
・
一
一
）
に
も
拘
ら
ず
、
認
識
の

態
度
、
即
ち
「
理
性
の
立
場
」（
六
・
九
）
は
「
こ
の
段
階
に
縛
ら
れ

て
留
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
理
性
は
成
熟
と
共
に
信
仰
の
羈き
は
ん絆
をp

脱
す
る
」（
六
・
一
六
）
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
存

在
可
能
者
」
に
与
え
た
「
離
反
を
抱
え
た
本
質(ein abgew

ichenes 

W
esen q)

」
或
い
は
「
自
己
自
身
か
ら
逸
脱
す
る
虞
お
そ
れを
持
っ
た
も
の

(ein der A
bw

eichung von sich selbst ausgesetztes W
esen r)

」
と
、

軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
「
逸
脱
の

本
質
」と
い
う
点
で
、シ
ェ
リ
ン
グ
の「
存
在
可
能
者
」と
西
谷
の「
認

識
の
態
度
」
或
い
は
「
理
性
の
立
場
」
は
同
じ
意
味
を
含
む
け
れ
ど

も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
存
在
可
能
者
」
は
質
料
因
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
後
に
は
「
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
も
の
」
と
し

て
、
そ
し
て
一
度
単
独
で
存
在
し
た
時
に
はSatan

と
し
て
の
働
き

し
か
為
さ
な
い
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
たs

の
で
、
西
谷
の
解
釈

が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
を
正
確
に
ト
レ
ー
ス
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、西
谷
で
は
「
信
仰
の
態
度
」
も
「
認
識
（
理
性
）
の
態
度
」
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と
世
界
（
外
）
の
双
方
に
自
覚
が
生
じ
る
よ
う
な
哲
学
的
運
動
と
し

て
現
象
す
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
は
現
実
の
歴
史
は
動

い
て
い
な
い
こ
と
を
西
谷
は
指
摘
し
、
そ
の
意
味
で
我
々
に
は
ま
だ

「
体
験
の
態
度
」
を
実
現
す
る
哲
学
を
構
築
す
る
任
務
が
残
っ
て
い

る
と
判
断
し
て
い
た
。

具
体
的
に
は
「
内
と
外
と
の
断
絶
即
透
入
と
も
い
う
べ
き
関
連
を

離
れ
る
時
、
批
判
は
逸
脱
す
る
」（
六
・
六
二
）
と
言
わ
れ
る
「
理
性

の
偏
位
」（
六
・
六
四
）
は
「
批
判
が
批
判
さ
れ
る
も
の
へ
の
理
解
を

通
し
て
透
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
欠
け
る
場
合
」（
六
・
六
三
）
に
は

「
理
性
の
過
剰（
単
な
る
破
壊
）」（
同
所
）も
し
く
は「
理
性
の
過
小（
単

な
る
反
省
）」（
同
所
）
に
陥
る
。「
理
性
の
過
剰
（
単
な
る
破
壊
）」

は
「
反
宗
教
」（
同
所
）
と
し
て
現
象
し
、「
理
性
の
過
小
（
単
な
る

反
省
）」
は
「
科
学
に
対
す
る
無
批
判
」（
同
所
）
と
し
て
現
象
す
る
。

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
「
内
に
お
け
る
外
の
立
場
」（
六
・
六
五
）

で
は
あ
る
が
「
な
お
内
へ
の
没
入
に
至
ら
ず
理
解
と
媒
介
を
欠
く
」

（
同
所
）
の
で
「
や
は
り
批
判
の
機
能
の
過
剰
を
意
味
し
た
」（
同
所
）

と
西
谷
は
判
断
し
て
い
る
が
、新
カ
ン
ト
派
に
対
し
て
は
む
し
ろ「
理

D
estruktion

を
理
解
へ
還
帰
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
を
根

源
的
に
し
、D

estruktion

を
建
設
的
に
し
つ
つ
、
未
来
へ
の
創
造

を
目
指
し
て
、
過
去
の
伝
統
を
溯
源
的
に
荷
う
」（
六
・
六
二
）
態
度

で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
内
と
外
と
の
断
絶
即
透
入
と
も
い
う
べ

き
関
連
」（
同
所
）
を
離
れ
な
い
態
度
を
、
哲
学
（
理
性
）
の
理
想

的
態
度
と
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、
西
谷
は
、
こ
の
哲
学
と
哲
学
の
理

性
に
負
わ
さ
れ
た
任
務
が
、
歴
史
的
に
未
だ
充
分
に
遂
行
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
判
断
を
し
て
い
た
。

西
谷
の
判
断
で
は
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
時
代
に
は
「
認
識
の
態

度
」
は
未
だ
「
信
仰
の
態
度
」
の
内
に
あ
っ
て
「
科
学
の
立
場
と
宗

教
の
立
場
を
媒
介
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
たu

」（
六
・
一
三
七
）の
だ
が
、

「
認
識
の
態
度
」
が
「
信
仰
の
態
度
」
か
ら
「
偏
位
（
逸
脱
）」
し
て
、

一
方
で
「
理
性
の
過
剰
」
と
し
て
歴
史
的
に
現
象
し
、
他
方
で
「
理

性
の
過
小
」
と
し
て
歴
史
的
に
現
象
し
た
の
だ
が
、
こ
の
「
理
性
の

偏
位
」
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
積
極
哲
学
の
ポ
テ
ン
ツ
論
が
正
し
い
の
な

ら
、
最
終
的
に
は
「
存
在
当
為
者
」、
西
谷
の
用
語
で
は
、「
体
験
の

態
度
」へ
と
連
れ
戻
さ
れ（
展
開
し
）、そ
の
過
程
を
通
じ
て
個
人（
内
）
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性
と
共
に
叡
智
的
世
界
が
現
実
性
を
以
っ
て
現
れ
て
来
た
第
二
批
判

で
初
め
て
、
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
人
間
的
実
存
の
場
所
と
し
て
現
れ

て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
第
一
批
判
で
は
現
象
界
と
可
想
界
と
い
う
存

在
の
単
な
る
位
階
上
の
差
別
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
（
同
所
）。
し
か
も
カ
ン
ト
で
は
第
一
批
判
に
お
い
て
さ
え
「
現

象
界
と
可
想
界
と
の
差
別
」
が
、
少
な
く
と
も
「
存
在
そ
の
も
の
の

位
階
上
の
差
別
」
と
考
え
ら
れ
た
の
に
反
し
て
、新
カ
ン
ト
派
で
は
、

叡
智
的
世
界
は
、
妥
当
す
る
「
意
味
」
の
世
界
と
な
り
、
叡
智
的
世

界
と
感
性
的
世
界
と
の
関
係
は
、
意
味
と
現
実w

と
の
関
係
に
な
る
と

言
わ
れ
る
（
同
所
）。
総
じ
て
新
カ
ン
ト
派
で
は
、
種
々
の
領
域
或

い
は
世
界
は
、
一
つ
の
連
続
的
な
構
造
連
関
の
う
ち
に
体
系
的
に
統

一
さ
れ
る
。
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
で
は
分
析
論
理
の
支
配
あ
る
の
み

で
、「
矛
盾
す
る
も
の
の
間
の
連
関
に
よ
っ
て
生
ず
る
立
体
性
は
な

い
」と
批
判
さ
れ
る（
同
所
）。
新
カ
ン
ト
派
で
は
立
体
性
は「
平
均
化
」

さ
れ
て
、
体
系
の
う
ち
で
種
々
の
形
式
の
位
階
に
化
す
る
と
言
わ
れ

る
（
同
所
）。
そ
れ
故
、
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
で
は
、
科
学
に
も
宗

教
に
も
当
た
り
障
り
な
き
も
の
と
な
る
と
同
時
に
、
両
者
の
間
の
批

性
の
過
小
」
に
陥
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

新
カ
ン
ト
派v

の
反
省
の
態
度
は
、
カ
ン
ト
の
物
自
体
の
思
想
を
不

整
合
と
し
て
カ
ン
ト
を
超
越
せ
ん
と
し
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
カ
ン
ト
の
世
界
の
立
体
性
を
「
平
板
」
に
し
、
ま
た
世
界
の
「
深

み
へ
の
感
覚
」
を
失
い
、
そ
の
う
え
、
霊
性
に
代
わ
っ
た
理
性
の
力

を
失
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
（
同
所
）。
新
カ
ン
ト
派
で
は
「
形
式

と
内
容
と
の
二
元
性
を
終
始
固
守
し
て
ゆ
く
そ
の
根
本
的
な
態
度
」

に
、
そ
の
反
省
の
態
度
が
現
れ
て
い
る
と
西
谷
は
判
断
す
る
（
六
・

六
六
）。
新
カ
ン
ト
派
の
方
法
論
は
形
式
主
義
で
あ
り
論
理
主
義
と

な
り
、
そ
の
論
理
は
分
析
論
理
で
あ
る
ほ
か
な
く
、
そ
こ
に
は
何
等

の
矛
盾
的
な
る
も
の
の
成
立
も
な
い
（
同
所
）、
と
言
わ
れ
る
。

西
谷
は
矛
盾
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
矛
盾
は
、

諸
々
の
領
域
或
い
は
世
界
に
お
け
る
或
る
も
の
の
有
り
方
、
特
に
そ

れ
ら
の
各
々
に
お
い
て
全
人
的
に
実
存
す
る
人
間
の
有
り
方
に
の
み

現
れ
る
（
同
所
）。
感
性
的
世
界
に
お
い
て
も
叡
智
的
世
界
に
お
い

て
も
、
或
る
も
の
、
特
に
人
間
は
、
一
個
の
全
体
と
し
て
そ
の
世
界

に
属
す
（
同
所
）。
故
に
カ
ン
ト
で
は
こ
れ
ら
の
世
界
は
、
実
践
理
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西
谷
啓
治
、
柳
田
謙
十
郎
編
輯
、
大
東
出
版
社
、
一
九
四
九
年
）
と
な
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
谷
は
「
後
編
」
を
書

く
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
後
編
」
が
書
か
れ
た
か
ど
う
か
は
、

寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
西
谷
は
最
終
的
に

『
禅
の
立
場
』（
一
九
八
六
年
）
で
答
え
よ
う
と
し
た
と
見
做
し
た

い
。
と
い
う
の
も
、
西
谷
自
身
も
『
禅
の
立
場
』
の
「
緒
言
」
で
言

う
よ
う
に
（
十
一
・
三
）『
宗
教
と
は
何
か
』（
一
九
六
一
年
）
が
「
宗

教
論
集
Ⅰ
」
と
し
て
書
か
れ
た
の
に
対
し
『
禅
の
立
場
』
は
も
と
も

と
「
宗
教
論
集
Ⅱ
」
と
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
同
じ
緒
言
で
「
い
ろ
い
ろ
な
哲
学
者
の
思
想
を
研
究
し

て
い
る
う
ち
に
、
自
分
自
身
の
内
に
大
き
な
空
虚
を
感
じ
て
き
た
」

（
十
一
・
七
）
と
言
い
「
こ
う
い
う
精
神
状
況
の
発
生
は
そ
れ
ま
で
全

然
予
想
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
」（
同
所
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
自
分
が
そ
の
都
度
自
分
の
関
心
を
牽ひ

い
た
哲

学
者
の
思
索
を
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
し
そ
し
て
修
得
し
た
筈
の
そ
の
思

索
が
、
す
べ
て
本
当
の
意
味
で
自
分
の
身
に
つ
い
て
い
な
い
と
い
う

感
じ
、
或
い
は
、
或
る
量
の
知
識
や
知
見
を
内
蔵
し
な
が
ら
、
し
か

判
的
媒
介
の
力
も
失
い
、
そ
れ
ら
が
科
学
的
な
反
宗
教
（
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
至
る
流
れx

）
と
神
学
的
な
反
文
化
（
反

科
学
：
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
弁
証
法
神
学
へ
の
流
れ
）
と
に
分
裂

す
る
の
を
、
如
何
と
も
為
し
得
な
か
っ
た
（
無
力
で
あ
っ
た
）
と
判

断
し
て
い
る
（
六
・
六
六
～
六
七
）。

以
上
が
戦
前
（
一
九
四
一
年
ま
で
）
の
西
谷
の
判
断
で
あ
る
。
次

に
戦
後
の
西
谷
の
判
断
を
見
て
お
き
た
い
。

戦
後
の
西
谷
の
問
い

戦
時
中
に
西
谷
は
戦
時
判
断
を
示
し
たy

が
、
戦
後
「
宗
教
と
哲
学

―
―
哲
学
及
び
宗
教
と
科
学
の
立
場
」（
一
九
四
九
年
）
の
最
後
に

お
い
て
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
て
い
た
。「
科
学
と
宗
教
と
を

真
に
媒
介
し
得
る
哲
学
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
ま
た
か

く
哲
学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ
る
た
め
に
は
、
宗
教
は
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
」（
六
・
一
三
七
）。
こ
の
問
い
は
、
こ
の
論
文

の
原
題
が
「
宗
教
と
哲
学
―
―
前
編 

哲
学
及
び
宗
教
と
科
学
の
立

場
」（『
宗
教
体
系
』
第
一
巻
『
宗
教
哲
学
編
』
上
、鈴
木
大
拙
、務
臺
理
作
、
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た
い
の
で
あ
る
。

西
谷
の
答
え

西
谷
は
『
禅
の
立
場
』
で
『
宗
教
と
哲
学
―
―
哲
学
及
び
宗
教
と

科
学
の
立
場
』
の
最
後
に
立
て
た
問
い
、「
科
学
と
宗
教
と
を
真
に

媒
介
し
得
る
哲
学
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
ま
た
か
く
哲

学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ
る
た
め
に
は
、
宗
教
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
べ
き
か
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
答
え
た
か
。

問
い
の
前
半
部
（「
科
学
と
宗
教
と
を
真
に
媒
介
し
得
る
哲
学
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
」）
の
答
え
は
、
戦
前
の
哲
学
の
理

想
的
態
度
に
よ
っ
て
概
ね
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

西
谷
は
、
戦
中
の
戦
時
判
断
に
お
い
て
示
し
た
考
え
方
で
は
、
そ
も

そ
も
自
分
自
身
の
精
神
状
況
に
異
様
な
空
虚
が
発
生
し
て
来
る
こ
と

を
如
何
と
も
し
難
い
こ
と
を
自
分
自
身
の
身
体
が
実
証
し
た
こ
と
を

受
け
て
、
こ
の
仮
象
（
そ
の
意
味
で
は
西
谷
自
身
の
理
性
の
偏
位
）

を
脱
却
す
る
道
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
結
局
は
禅
を

実
地
に
行
ず
る
以
外
の
道
（
方
法
）
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
西

も
自
分
の
足
が
地
に
着
い
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
で
あ
る
」（
十
一
・

緒
言
七
～
八
）
と
言
わ
れ
、「
自
分
自
身
の
脚
下
に
異
様
な
空
虚
が
あ

る
と
も
言
う
べ
き
状
況
が
、自
分
の
心
底
で
強
ま
っ
て
来
た
」（
十
一
・

緒
言
八
）
と
言
わ
れ
「
そ
う
い
う
状
況
か
ら
脱
出
す
る
道
を
い
ろ
い

ろ
と
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
そ
の
道
は
禅
の
他
に
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
次
第
に
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
禅
を
単
に
文
献

を
通
し
て
理
解
し
、
哲
学
的
思
惟
の
枠
組
み
の
な
か
で
考
察
す
る
だ

け
で
は
な
く
て
、
実
地
に
行
ず
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
い

う
こ
と
も
次
第
に
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
実
際
に
禅

の
専
門
道
場
の
門
を
潜
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
行
に
よ

っ
て
、
や
が
て
脚
下
の
空
虚
と
呼
ん
だ
危
機
も
ど
う
に
か
脱
却
す
る

こ
と
が
出
来
た
」（
同
所
）
と
言
わ
れ
る
。

本
論
の
立
場
も
、
ま
さ
に
こ
の
時
の
西
谷
の
危
機
を
救
え
た
何
も

の
か
を
、
表
現
せ
ん
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
即
ち
、
理
性
が
自
ら
の

能
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い
状
況
に
陥
っ
た
時
に
、
そ
の
よ
う
な
理

性
を
救
え
る
の
は
、
理
性
自
身
で
は
な
く
、
宗
教
の
実
地
の
行
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
が
何
を
実
証
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
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ど
う
し
て
も
必
要
だ
」（
同
所
）
と
西
谷
は
判
断
し
た
の
か
。

西
谷
は
禅
が
「
成
立
の
初
め
か
ら
、
宗
教
一
般
の
諸
制
約
を
脱ぬ

け

出
た
立
場
と
し
て
の
明
確
な
自
覚
を
も
っ
て
出
現
し
た
の
で
あ
り
、

禅
の
そ
の
後
の
発
展
、
禅
が
仏
教
界
の
諸
流
の
中
で
自
立
し
て
来
る

過
程
は
、
そ
う
い
う
自
覚
が
深
め
ら
れ
貫
徹
さ
れ
る
過
程
だ
っ
た
の

で
あ
る
」（
十
一
・
八
五
）
と
言
う
。

西
谷
の
言
う
「
宗
教
一
般
の
諸
制
約
」
と
は
、
世
界
宗
教
と
言
わ

れ
る
も
の
の
本
質
的
な
条
件
の
こ
と
で
、（
１
）
特
定
の
創
唱
者
を

持
つ
こ
と
、（
２
）
そ
の
創
唱
者
の
出
現
し
て
き
た
源
と
し
て
、
神

と
い
う
よ
う
な
絶
対
的
存
在
が
考
え
ら
れ
（
３
）
そ
の
存
在
と
創
唱

者
と
が
併あ
わ
せ
て
信
仰
と
帰
依
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
（
４
）
そ

の
対
象
の
権
威
に
裏
打
ち
さ
れ
た
特
定
の
経
典
を
も
つ
と
い
う
こ
と

（
５
）
そ
し
て
創
唱
者
を
中
心
と
し
た
信
仰
者
の
集
団
組
織
が
成
立

す
る
こ
と
、
等
で
あ
る
（
十
一
・
八
六
）。

こ
れ
ら
の
「
一
般
に
宗
教
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
付
帯
す
る
本

質
的
な
諸
条
件
、
宗
教
に
特
有
な
諸
規
定
」（
十
一
・
八
五
）
を
禅
に

は
「
超
出
し
た
處
と
こ
ろが
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
處
を
含
む
こ
と
に

谷
に
は
思
わ
れ
て
、
禅
を
専
門
道
場
（
京
都
の
相
国
寺
）
で
実
地
に

行
じ
た
結
果
、
理
性
の
み
で
は
解
消
出
来
な
か
っ
た
「
脚
下
の
空
虚

と
呼
ん
だ
危
機
」（
十
一
・
緒
言
八
）
を
「
ど
う
に
か
脱
却
す
る
こ
と

が
出
来
た
」（
同
所
）
と
言
う
。

こ
の
事
実
は
、
西
谷
の
「
問
い
」
の
後
半
部
、「
哲
学
に
よ
っ
て

科
学
と
媒
介
さ
れ
る
た
め
に
は
、
宗
教
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ

き
か
」に
対
す
る
答
え
を
示
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
谷
は
、

自
分
自
身
の
精
神
状
況
の
危
機
か
ら
脱
出
す
る
道
と
し
て
、
キ
リ
ス

ト
教
で
も
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
神
道
で
も
な
く
仏
教
を
、
し
か
も
上
座

部
仏
教
で
も
大
衆
部
仏
教
で
も
部
派
仏
教
で
も
な
く
大
乗
仏
教
を
、

そ
の
中
で
も
、
真
言
宗
で
も
天
台
宗
で
も
浄
土
教
で
も
な
く
、
禅
宗

に
よ
っ
て
実
地
に
行
ず
る
道
を
主
体
的
に
選
択
し
た
の
で
あ
る
か

ら
。
で
は
何
故
、「
自
分
自
身
の
内
に
大
き
な
空
虚
を
感
じ
て
き
た
」

（
十
一
・
緒
言
七
）
或
い
は
「
自
分
自
身
の
脚
下
に
異
様
な
空
虚
が
あ

る
」（
十
一
・
緒
言
八
）
と
も
言
う
べ
き
「
精
神
状
況
」（
十
一
・
緒
言
七
）

か
ら
「
脱
出
す
る
道
」（
十
一
・
緒
言
八
）
は
「
禅
の
他
に
は
な
い
」（
同

所
）
と
判
断
し
、
し
か
も
、
禅
を
「
実
地
に
行
ず
る
と
い
う
こ
と
が



70 

を
疑
い
、
自
由
に
批
判
す
る
こ
と
）
は
許
さ
れ
な
い
が
、
禅
で
あ
れ

ば
、哲
学
の
立
場
の
維
持
を
拒
否
し
な
い
の
で
「
禅
の
他
に
は
な
い
」

（
十
一
・
緒
言
八
）
と
判
断
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
と
も
と
仏
教
は
、
一
般
の
宗
教
と
は
「
根
本
的
に
異
っ
た
性

格
を
始
め
か
ら
含
ん
で
い
た
」（
十
一
・
八
六
）。「
一
つ
は
、
仏
教
が

始
め
か
ら
著
し
く
哲
学
的
な
性
格
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
」

（
十
一
・
八
七
）
で
あ
り
、「
も
う
一
つ
は
、
哲
学
が
一
般
に
普
遍
的

な
「
理
」
を
求
め
る
の
と
は
反
対
に
、
各
人
を
単
独
者
と
し
て
の
彼

自
身
に
帰
ら
し
め
、
自
己
の
「
事
」
を
究
明
せ
し
め
る
と
い
う
道
に

赴お
も
むか
し
め
、
あ
く
ま
で
宗
教
的
経
験
の
事
実
に
立
脚
す
る
と
い
う

点
で
あ
る
」（
同
所
）。
仏
教
は
「
哲
学
で
は
な
い
が
、
哲
学
的
性
格

を
含
み
」（
十
一
・
九
一
）「
そ
こ
で
の
宗
教
的
実
存
も
、
そ
の
宗
教
性

に
お
い
て
法
爾
自
然
な
性
格
を
含
ん
で
い
る
」（
同
所
）。「
宗
教
史

的
に
見
れ
ば
、
神
話
的–

自
然
的
な
民
族
宗
教
か
ら
の
移
行
に
お
い

て
、
神
話
的–

歴
史
的
な
世
界
宗
教
へ
の
方
向
で
も
な
く
、
自
然
的

–
理
性
的
な
哲
学
へ
の
方
向
と
も
異
っ
た
第
三
の
方
向
、
い
わ
ば
宗

教
的
と
哲
学
的
と
い
う
二
つ
の
相
対
立
す
る
立
場
の
未
分
な
根
源
へ

お
い
て
禅
は
初
め
て
禅
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
」（
同
所
）
と

言
わ
れ
る
。

西
谷
が
「
哲
学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ
る
た
め
に
は
、
宗
教

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
、
宗
教
か
ら
見
れ
ば
聞

き
捨
て
な
ら
ぬ
問
い
方
を
し
て
い
た
の
も
、
そ
も
そ
も
禅
が
、
キ
リ

ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
、
他
の
世
界
宗
教
と
比
べ
て
、
哲
学
と

相
性
が
良
い
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
通

常
の
世
界
宗
教
で
は
「
そ
の
理
念
に
お
い
て
は
人
類
普
遍
性
に
立
脚

し
開
放
的
で
あ
る
が
、
教
義
は
、
特
定
の
創
成
者
と
の
繫
が
り
（
い

わ
ゆ
る
信
条
）
に
基
礎
を
置
き
、
教
団
の
伝
統
の
う
ち
で
不
可
侵
の

権
威
と
し
て
保
守
さ
れ
、
そ
の
基
礎
条
件
を
認
め
る
者
の
み
が
そ
の

集
団
に
属
し
得
る
」（
十
一
・
八
九
）。
け
れ
ど
も
哲
学
と
い
う
立
場
は

「
如
何
な
る
信
条
を
も
基
礎
に
し
な
い
こ
と
を
本
質
に
し
て
い
る
。

哲
学
の
思
惟
は
如
何
に
一
般
的
に
真
実
な
る
も
の
と
見
做
さ
れ
信
憑

さ
れ
て
い
る
事
柄
で
も
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
代
り
に
、
却
っ
て
一

応
そ
れ
を
疑
い
、
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
」（
同
所
）。

し
た
が
っ
て
、
信
条
を
基
礎
と
す
る
宗
教
で
は
哲
学
の
立
場
（
信
条
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註

1
 

福
谷
茂『
カ
ン
ト
哲
学
試
論Saggi sulla filosofia kantiana

』知
泉
書
館
、

二
〇
〇
九
年
、
一
〇
六
頁
等
参
照
。

2
 

理
性
の
み
が
考
え
出
す
概
念
（
理
性
概
念
＝
理
念
）
に
は
、
い
か
な
る

感
性
的
直
観
も
適
合
し
な
い
が
、
或
る
種
の
直
観
が
与
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
可
能
性
（
思
惟
）
と
現
実
性
（
存
在
）
と
の
産
出
的
統
一
と
し

て
の
叡
智
的
直
観
、
も
し
く
は
、
綜
合
的
＝
普
遍
的
悟
性
と
し
て
の

直
観
的
悟
性
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
叡
智
的
直
観
と
言
っ
て
も
「
物
自

体
の
非
感
性
的
直
観
」
と
し
て
の
叡
智
的
直
観
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
直
観
的
悟
性
と
言
っ
て
も
「
根
源
的
悟
性
」
即
ち
「
世
界

原
因
と
し
て
の
直
観
的
悟
性
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。Eckart 

Förster “D
ie Bedeutung von §§ 76, 77 der K

ritik der U
rteilskraft 

für die Entw
icklung der nachkantischen Philosophie,” Teil I, II, in 

Zeitschrift für philosophische Forschung 56 (2002): 160–90, 321–45

参

照
。
特
に
以
下
の
邦
訳
第
二
部
末
尾
の
「
訳
者
解
題
―
―
直
観
的
悟
性

の
帰
趨
」
参
照
。
宮
崎 

裕
助
・
大
熊 

洋
行 

訳
「
エ
ッ
カ
ー
ト
・
フ

ェ
ル
ス
タ
ー
『
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
の
展
開
に
と
っ
て
の
『
判
断
力
批

判
』
第
七
六
～
七
七
節
の
意
義
』」
第
一
部
；
第
二
部
『
世
界
の
視
点 

—
 

知
の
ト
ポ
ス
』
新
潟
大
学
人
文
学
部
哲
学
・
人
間
学
研
究
会
、
八
号
、

向
っ
て
自
覚
的
に
溯
源
し
、
両
者
を
「
正
覚
」
と
い
う
立
場
の
う
ち

で
止
揚
し
た
よ
う
な
方
向
を
示
す
も
の
と
言
え
る
」（
同
所
）。「
そ

の
方
向
の
軸
と
な
る
も
の
が
「
法
」
が
「
人
」
を
照
ら
し
、「
人
」

が
「
法
」
を
照
ら
す
と
い
っ
た
究
明
の
行
道
で
あ
る
」（
同
所
）。

そ
し
て
禅
は
「
そ
の
道
を
最
も
純
粋
か
つ
徹
底
的
な
形
に
ま
で
仕

上
げ
、根
源
的
に
単
純
化
し
た
」（
同
所
）「
己
事
究
明
の
道
」（
同
所
）

を
持
つ
と
言
わ
れ
る
。
禅
は
「
最
も
非
哲
学
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い

て
、
却
っ
て
最
も
深
く
哲
学
と
い
う
立
場
の
本
質
に
触
れ
、
最
も
非

宗
教
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
却
っ
て
宗
教
と
い
う
立
場
の
本

質
に
触
れ
て
い
る
」（
同
所
）
と
言
わ
れ
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
本

質
に
触
れ
た
所
は
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
禅
そ
れ
自
身
の
立
場
が
哲

学
的
で
も
宗
教
的
で
も
な
く
、
両
者
の
未
分
な
る
根
源
に
透
入
し
、

そ
れ
を
露
わ
に
し
た
所
と
も
言
え
る
」（
同
所
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
後
半
部
の
問
い
「
哲
学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ
る

た
め
に
は
、
宗
教
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
」
に
対
す
る
西

谷
の
答
え
は
「
哲
学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ
る
た
め
に
は
、
宗

教
は
禅
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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6
 

SW
 X

III, 115–26

参
照
。

7
  

拙
論
「
純
粋
経
験
批
判
と
し
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
積
極
哲
学
の
方
法
と
原

理
―
―
哲
学
と
宗
教
を
学
問
す
る
『
啓
示
の
哲
学
』
を
中
心
に
」『
場
所
』

第
十
五
号
、
西
田
哲
学
研
究
会
編
、
二
〇
一
六
年
、
一
〇
三
～
一
二
〇

頁
参
照
。

8
 

現
代
で
は
我
々
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
医
学
を

主
導
し
た
こ
と
の
帰
結
と
し
て
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト(J. C

. A
. H

einroth, 

1773–1843)

の
精
神
医
学
を
淵
源
と
す
る
こ
と
を
精
神
医
学
史
的
に

も
文
献
的
に
確
認
し
得
る
心
身
医
学(Psychosom

atische M
edizin)

の
自
律
性
療
法( A

utogene Therapie)

を
持
つ
。Johannes H

einrich 

Schultz, W
olfgang Luthe, Autogenic Therapy (N

ew
 York: G

rune &
 

Stratton, 1969–1973; republished in 2001 by the British A
utogenic 

Society), in six volum
es: vol. I, Autogenic M

ethods; vol. II, M
edical 

Applications; vol. III, Applications in Psychotherapy; vol. IV, Research 

and Theory; vol. V, D
ynam

ics of Autogenic N
eutralization; vol. V

I, 

Treatm
ent w

ith Autogenic N
eutralization. 

自
律
性
療
法
は
、
禅
の
実

地
の
行
道
と
効
果
は
同
じ
で
あ
る
。
異
な
る
点
は
、
禅
に
比
べ
て
実
証

を
重
視
す
る
の
で
、
優
れ
て
科
学
的
で
あ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
禅
と

同
じ
く
、
哲
学
の
批
判
的
立
場
を
排
除
し
な
い
の
で
、
哲
学
と
の
相
性

も
良
い
。
実
際
こ
れ
ま
で
、
実
存
主
義
哲
学
と
の
連
携
研
究
が
行
わ

一
五
五
～
一
九
〇
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
九
号
、
一
三
三
～
一
八
七
頁

（
二
〇
一
四
年
）。

3
 

こ
こ
で
展
相
はPotenz

の
意
味
。
つ
ま
り
「
理
性
が
霊
性
へ
と
展
相

す
る
」
と
は
理
性
の
次
元
が
霊
性
の
次
元
へ
展
相
す
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。

4
 

M
arkus G

abriel, “Schellings A
ntw

ort auf die G
rundfrage der  

M
etaphysik in der U

rfassung der Philosophie der O
ffen barung,” in 

D
aniel Schubbe, Jens Lem

anski, Rico H
ausw

ald (H
rsg.), W

arum
 ist 

überhaupt etw
as und nicht vielm

ehr nichts? W
andel und Variationen 

einer Frage (H
am

burg: Felix M
einer Verlag  2013), SS. 159–87

参
照
。 

邦
訳
：
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
「
形
而
上
学
の
根
本
的
問
い
に
対
す

る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
答
え
―
―
『
啓
示
の
哲
学 
初
稿
』
に
お
け
る
」（
加

藤
紫
苑
・
訳
）『Ν

ύξ 

ニ
ュ
ク
ス
』
第
二
号
、堀
之
内
出
版
、二
〇
一
五
年
、

一
七
四
～
二
〇
〇
頁
、及
び
、そ
の
解
題
「
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
「
形

而
上
学
の
根
本
的
問
い
に
対
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
答
え
」
を
読
む
た
め

に
」
淺
沼
光
樹
、
二
〇
二
～
二
一
五
頁
参
照
。

5
 

SW
 X

III, 148.

（SW
 

は
次
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
全
集
の

略
。F. W
. J. Schellings säm

m
tliche W

erke.) hrsg. v. K
arl F. A

ugust 

Schelling (Stuttgart/Ausburg, 1856–1861). 

以
下 SW

 

と
略
し
、
通
巻

数
と
頁
数
の
み
示
す
。）
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b
 

M
ichael Franz, “D

ie Bedeutung antike Philosophie für Schel lings 

philosophische A
nfänge,” in H

ans Jörg Sandkühler (H
rsg.), F.W

.J. 

Schelling (Stuttgart: W
eim

ar 1998), SS. 50–65.

（pneum
a 

に
関
す
る

記
述
は
五
四
頁
）。

c
 

SW
 X

III, 127.

d
 

SW
 X

III, 227–235 

及
びU

PhO
, 51–60 

参
照
。
当
該
箇
所
は
、
第
三
三

回
の
東
西
宗
教
交
流
学
会 

学
術
大
会 (2014.8.7)

に
お
い
て
論
者
が
資

料
１
と
し
て
参
加
者
全
員
へ
配
布
し
た
。 

e
 

「
純
粋
存
在
者
」
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
純
粋
存
在
者
は
、
ポ
テ
ン
ツ
を

全
く
排
除
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に
現
実
態
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
。
純
粋
存
在
者
は
存
在
可
能
が
二
重
の
本
性(natura anceps)

で
あ

る
よ
う
に
は
存
在
せ
ず
、
明
白
に
単
に
現
実
態
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
」

（U
PhO

, 59

）
と
言
い
、そ
こ
に
「
純
粋
存
在
者
」
の
一
面
性
も
存
す
る
、

と
言
う
。

f
 

「
こ
の
純
粋
存
在
者
は
、
こ
の
場
合
、
働
い
た
り
働
か
な
か
っ
た
り

す
る
自
由
は
な
く
、
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
必
然
者 (sein 

M
üssendes)

と
し
て
現
わ
れ
る
」(U

PhO
, 96)

。

g
 

SW
 X

III, 278–282

及
び U

PhO
, 95–100

参
照
。
こ
れ
ら
の
箇
所
も
、

第
三
三
回
の
東
西
宗
教
交
流
学
会 

学
術
大
会
で
の
発
表
時
に
論
者
が

資
料
２
と
し
て
参
加
者
全
員
へ
配
布
し
た
。

れ
て
き
て
い
る
（Ludw

ig Binsw
anger, [1881–1966], V

iktor Freiherr 

von W
eizsäcker [1886–1957], M

artin H
eidegger M

artin [1889–1976], 

M
edard Boss [1903–1990] 

等
の
連
携
研
究
参
照
）。
け
れ
ど
も
ド
イ
ツ

古
典
哲
学
と
心
身
医
学
及
び
精
神
医
学
と
の
連
携
研
究
は
、
こ
れ
ま
で

行
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
哲
学
が
宗
教
と
科
学
（
医
学
）
と
を
媒
介
す

る
課
題
の
観
点
か
ら
も
、
心
身
医
学
及
び
精
神
医
学
と
ド
イ
ツ
古
典
哲

学
と
の
連
繋
研
究
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

9
 

藁
科
智
恵
「
Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
に
お
け
る
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
理
解

―
―
ト
レ
ル
チ
と
の
対
比
に
お
い
て
」『
宗
教
研
究
』
日
本
宗
教
学
会
、

第
八
九
巻
、
第
一
輯
、
二
〇
一
五
年
、
二
七
～
五
二
頁
、
及
び
、
藁
科 

智
恵
「
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
に
お
け
る
認
識
論
的
枠
組
み
――
フ
リ

ー
ス
と
の
関
係
を
中
心
に
」『
二
一
世
紀
の
思
想
的
課
題
―
―
転
換
期

の
価
値
意
識
』
国
際
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
五
～
一
二
九
頁
参
照
。

0
 

拙
論
「
神
話
と
啓
示
が
齎も
た
ら
す
帰
結
と
し
て
の
「Existenz
」—

—
「
不

可
知
」
を
学
問
す
る
積
極
哲
学
の
方
法
的
原
理
」『
シ
ェ
リ
ン
グ
年
報
』

第
二
三
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
三
～
一
一
三
頁
参
照
。

a
 

U
PhO

, 24.

（U
PhO

 

は 

次
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
啓
示
の
哲
学 

原

草
稿
』
の
略
称
。F. W

. J. Schelling, U
rfassung der Philosophie der 

O
ffenbarung, hrsg. v. W

alter E. Ehrhardt (H
am

burg: M
einer, 2 

Teilbd, 1992).

以
下
、U

PhO
 

と
略
し
、
頁
数
の
み
示
す
。）
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l
 

『
岩
波
講
座
・
哲
学
』
第
五
巻
、
一
九
三
二
年
。
後
に
西
谷
自
身
が
加

筆
訂
正
し
た
も
の
が
発
見
さ
れ
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
三
巻
へ
「
西

洋
神
秘
思
想
の
研
究
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
収
録
さ
れ
た
（
一
九
八
六

年
）。
猶
、
著
作
集
に
収
め
ら
れ
た
論
考
は
さ
ら
に
、
誤
字
・
脱
字
を

修
正
さ
れ
、
旧
漢
字
・
旧
仮
名
遣
い
を
、
新
漢
字
・
新
仮
名
づ
か
い
へ

統
一
し
て
『
西
谷
啓
治
「
神
秘
思
想
史
・
信
州
講
演
」』
京
都
哲
学
撰
書
、

第
二
八
巻
（
薗
田
坦
編
）
燈
影
舎
、二
〇
〇
三
年
へ
再
録
さ
れ
て
い
る
。

m
 

「
宗
教
哲
学
―
―
序
論
」
は
一
九
四
一
年
に
『
岩
波
講
座
・
倫
理
学

一
五
』
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
論
文
に
対
し
て
、

戦
後
の
一
九
四
五
年
に
京
都
大
学
か
ら
文
学
博
士
の
学
位
（
旧
制
）
が

授
与
さ
れ
た
。

n
 

西
谷
の
著
書
や
論
文
等
か
ら
の
引
用
は
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
創
文
社

（
一
九
八
六
～
一
九
九
五
）
の
巻
数
と
頁
数
で
示
す
。
猶
、
旧
漢
字
・

旧
仮
名
遣
い
は
、
旧
漢
字
で
あ
る
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
場
合
（
そ
の

場
合
は
ル
ビ
を
補
っ
た
り
し
て
読
み
易
く
し
た
）
を
除
き
、
新
漢
字
・

新
仮
名
づ
か
い
に
替
え
た
。

o
 

「
認
識
の
態
度
が
一
つ
の
根
本
的
な
契
機
で
あ
っ
た
の
は
、
宗
教
が
過

去
の
歴
史
で
犯
し
た
誤
謬
で
も
な
く
ま
た
偶
然
で
も
な
い
。そ
の
源
は
、

信
仰
の
態
度
そ
の
も
の
が
認
識
の
態
度
を
初
め
か
ら
内
具
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。」（
六
・
一
一
）
と
も
言
わ
れ
る
。

h
 

SW
 X

III, 174.

i
 

U
PhO

, 66–7.

j
 

「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
観
念
論
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
」

一
九
二
四
年
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
十
三
巻
一
六
三
～
二
五
〇
頁
、

及
び
、「das Reale 

と das Ideale —
—

シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
を

中
心
と
し
て
」『
哲
学
研
究
』
第
一
〇
四
号
、
第
一
〇
五
号
（
い
ず
れ

も
一
九
二
四
年
刊
）
参
照
。
猶
、
こ
の
論
文
は
、
西
谷
が
卒
業
論
文
の

一
部
を
雑
誌
『
哲
学
研
究
』
へ
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
投
稿
し
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
二
巻
に
「
シ
ェ
リ

ン
グ
の
同
一
哲
学
と
意
志
―
―
実
在
的
な
る
も
の
と
観
念
的
な
る
も

の
」
と
し
て
同
書
の
三
七
～
九
四
頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

k
 

西
谷
啓
治
訳
『
シ
ェ
リ
ン
グ
自
由
意
志
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年

参
照
。
同
書
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
哲
学
と
宗
教
』
一
八
〇
四
年
と
『
人

間
的
自
由
の
本
質
及
び
こ
れ
と
関
連
せ
る
諸
々
の
対
象
の
哲
学
的
研

究
』（
い
わ
ゆ
る
『
自
由
論
』）
一
八
〇
九
年
を
「
シ
ェ
リ
ン
グ
略
伝
」

を
付
し
て
日
本
で
初
め
て
翻
訳
し
た
も
の
で
、
西
谷
二
七
歳
時
の
訳
業

で
あ
る
。
西
谷
が
哲
学
と
宗
教
（
及
び
科
学
）
の
問
題
に
終
生
関
心
を

寄
せ
た
の
も
、二
七
歳
と
い
う
若
く
多
感
な
時
期
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の『
哲

学
と
宗
教
』
を
日
本
で
初
め
て
訳
し
た
経
験
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
も
想
わ
れ
る
。
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的
と
す
る
原
理
と
し
て
働
き
得
る
。
つ
ま
りSatan

の
理
念
は
、
そ
れ

が
非
存
在
に
留
ま
り
「
完
成
せ
る
精
神
」
の
圏
内
に
収
ま
っ
て
い
る
限

り
、
ど
の
よ
う
な
悪
意
を
も
知
り
、
そ
れ
故
に
、
ど
の
よ
う
な
悪
意
を

も
見
抜
く
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
存
在
可
能
者
」
は
「
神
の
事
柄
」
に

対
し
て
も
、
総
て
の
疑
問
を
晴
ら
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
総
て
を
試

し
、
総
て
を
確
証
す
る
為
に
必
要
不
可
欠
の
原
理
と
し
てSatan

が
存

在
し
て
い
る
。
も
し
もSatan

の
原
理
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
疑
い
は

晴
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
た
だ
盲
信
す
る
以
外
に
な
い
こ
と
に
な

る
。Satan

の
み
が
、
総
て
の
疑
い
を
晴
ら
す
為
に
働
き
得
る
、
と
シ

ェ
リ
ン
グ
は
考
え
て
い
る
。

t
 

U
PhO

, 57.

u
 

例
え
ば
西
谷
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。「
カ

ン
ト
の
批
判
主
義
に
お
い
て
は
、
理
性
は
、
そ
れ
が
自
然
宗
教
の
形
成

原
理
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
へ
の
理
解
と

媒
介
と
を
欠
い
て
単
に
構
成
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
反
面
に
な

お
霊
性
へ
の
関
係
の
痕
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
理
性

が
宗
教
に
対
し
構
成
的
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
本
来
超
理
性
的
で
あ

る
霊
性
の
段
階
へ
ま
で
も
自
ら
を
高
め
よ
う
と
し
た
越
権
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
理
性
が
な
お
霊
性
へ
の
関
係
の
痕
を
残

し
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
現
象
の
世
界
と
物
自
体
の
世

p
 

羈き
は
ん絆
＝
（
牛
馬
な
ど
を
綱つ
な

な
ど
で
繋つ
な

ぎ
と
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
物

の
意
か
ら
）
行
動
を
束
縛
す
る
も
の
。
足
手
ま
と
い
と
な
る
身
辺
の
物

事
。
ほ
だ
し
。
き
ず
な
。

q
 

U
PhO

, 54.

r
 

SW
 X

III, 231.

s
 

SW
 X

IV, 266–9. 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
し
か
し Satan 

が
「
非
存
在
す
る
も

の
」
を
本
性
と
す
る
原
理
と
捉
え
、Satan

が
存
在
し
よ
う
と
す
る
や

否
や
、
真
理
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
欺
瞞
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と

否
定
的
に
語
る
の
は
、「
存
在
可
能
者
」
と
も
規
定
さ
れ
て
い
るSatan

の
原
理
が
、
単
独
で
存
在
へ
と
起
ち
上
が
る
場
合
の
み
に
対
し
て
言

い
得
る
こ
と
で
あ
り
、「
存
在
可
能
者
」
が
「
完
成
せ
る
精
神
」
と
し

て
「
純
粋
存
在
者
」
の
基
体
と
な
る
も
の
と
し
て
の
意
味
で
主
体
で
あ

る
（
そ
れ
ゆ
え
に
「
純
粋
存
在
者
」
の
支
配
下
に
従
属
す
る
）
限
り
に

お
い
てSatan

は
、「
自
ら
悪
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
し
か
し
な
が
ら
、

隠
れ
て
い
る
悪
が
善
の
も
と
で
隠
れ
た
ま
ま
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
隠

れ
て
い
る
悪
を
露あ

ら
わ
に
し
、
白
日
の
下も
と

に
曝さ
ら

す
力
」(SW

 X
IV, 248) 

と

し
て
、
そ
の
積
極
的
役
割
を
担
う
力
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
存
在
可
能
者
」
は
、
そ
れ
が
非
存
在
に
留
ま
り
「
純
粋
存
在

者
」
の
支
配
下
で
従
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
巧
妙
な
嘘
や
詐
欺
や
洗

脳
等
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
総
て
の
隠
れ
た
悪
意
を
暴
く
こ
と
を
目
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(Berlin, 2016) 

参
照
。

x
 

西
谷
は
「
反
宗
教
は
思
想
的
形
態
に
お
い
て
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
昔
よ

り
マ
ル
ク
ス
に
至
る
ま
で
恆つ
ね

に
「
科
学
的
」
な
立
場
を
取
っ
た
」（
六
・

六
三
頁
）
と
言
う
。
反
神
学
、
反
宗
教
の
態
度
は
「
現
実
と
自
己
と
に

最
も
忠
実
で
あ
る
思
想
家
」（
六
・
五
五
）
に
現
れ
た
の
も
「
理
解
出

来
る
こ
と
で
あ
っ
た
」（
同
所
）
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
名
も
挙
げ
て
い

る
（
そ
こ
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
マ
ル
ク
ス
も
含
め
ら
れ
て
い
る
）。

y
 

高
坂
正
顕
、
西
谷
啓
治
、
高
山
岩
男
、
鈴
木
成
高
『
世
界
史
的
立
場
と

日
本
』中
央
公
論
社
、一
九
四
三
年
参
照
。猶
、『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』

に
関
し
て
は
小
坂
国
継
に
よ
る
次
の
解
題
を
参
照
。『
高
山
岩
男
著
作

集
』
第
四
巻
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
「
世
界
史
の
転
換
と

現
代
日
本
」
七
一
四
～
七
二
五
頁
。

は
ま
だ
・
さ
と
る 

京
都
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程

界
の
峻
別
と
、
実
践
理
性
の
優
位
の
考
え
と
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
峻

別
は
「
世
界
」
の
立
体
性
へ
の
感
覚
に
基
づ
き
、
そ
の
優
位
は
理
性
が

こ
の
世
界
の
深
み
へ
透
入
し
得
る
と
い
う
洞
察
、
寧
ろ
こ
の
世
界
の
不

可
視
な
る
深
み
こ
そ
理
性
本
来
の
住
所
で
あ
る
と
い
う
洞
察
に
基
く
。」

（
六
・
六
四
～
六
五
）
け
れ
ど
も
西
谷
は
、
そ
の
カ
ン
ト
も
「
近
世
人
と

し
て
、
理
性
の
徹
底
的
な
自
主
性
の
否
定
し
難
い
こ
と
を
自
覚
し
た
カ

ン
ト
は
、
実
践
理
性
を
か
の
叡
智
界
に
ま
で
延
長
せ
し
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
し
か
し
、
霊
性
に
お
け
る
人
間
と
神

と
の
交
り
と
い
う
宗
教
の
根
基
は
消
え
て
、
道
徳
は
直
接
に
宗
教
の
う

ち
へ
押
し
進
め
ら
れ
、
宗
教
は
道
徳
の
単
な
る
要
請
で
し
か
な
い
も
の

と
な
っ
た
。
理
性
は
霊
性
に
代
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
構
成
的

と
な
る
。
即
ち
理
性
は
、
反
宗
教
の
場
合
の
よ
う
に
宗
教
を
全
く
離
れ

た
外
に
立
つ
の
と
は
異
っ
て
、
そ
れ
に
即
し
た
外
、
さ
き
の
い
は
ゆ
る

内
に
お
け
る
外
の
立
場
で
は
あ
る
が
、
な
お
内
へ
の
没
入
に
至
ら
ず
理

解
と
媒
介
と
を
欠
く
点
に
お
い
て
は
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
批

判
の
機
能
の
過
剰
を
意
味
し
た
。」（
六
・
六
五
）
と
、
カ
ン
ト
の
批
判

哲
学
も
「
理
性
の
過
剰
」
を
意
味
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。

v
 

西
谷
は
「
新
批
判
主
義
（
新
し
い
批
判
主
義
）」（
六
・
六
四
、六
五
等
）

或
い
は
「
新
カ
ン
ト
学
派
」（
六
・
五
三
等
）
と
表
現
し
て
い
る
。
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