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て
構
想
し
、
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
時
間
性
と
歴
史
性
を
解
明
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

絶
筆
と
な
っ
た
「
私
の
論
理
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
場
所
的
辯

證
法
は
「
歴
史
的
行
為
的
自
己
の
立
場
か
ら
の
思
惟
の
形
」、
す
な

わ
ち
「
歴
史
的
形
成
作
用
の
論
理
」
を
明
ら
か
に
す
る
論
理
で
あ
る

と
同
時
に
、「
自
然
科
学
の
根
本
問
題
及
び
道
徳
宗
教
の
根
本
的
問

題
」
も
、
そ
の
論
理
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
発
表
と
討
議
の
た
め
の
資
料
と

し
て
作
成
し
た
。
如
上
の
如
き
西
田
哲
学
の
根
本
問
題
を
語
る
こ
と

が
東
西
宗
教
交
流
と
い
う
本
学
会
の
目
的
に
ど
こ
ま
で
資
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
東
洋
と
西
洋
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
地
理
的
区

は
じ
め
に

西
田
幾
多
郎
の
最
晩
年
の
思
索
の
焦
点
は
、鈴
木
大
拙
が
（
般
若
）

即
非
の
論
理
と
よ
び
西
田
自
身
が
（
絶
対
無
の
場
所
の
）
矛
盾
的
自

己
同
一
と
呼
ん
だ
論
理
か
ら
、
歴
史
と
人
を
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
云
う
「
歴
史
」
は
、
当
時
の
哲
学
思
想
の
領
域
で
の

中
心
的
な
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
。
一
方
に
於
て
、
辯
證
法
的
唯
物
論

と
い
う
無
神
論
の
立
場
が
あ
り
、
他
方
に
於
て
辯
證
法
的
神
学
と
い

う
有
神
論
の
立
場
が
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
「
辯
證
法
」
と
い
う
名
前

を
冠
し
て
は
い
る
が
、
西
田
は
両
者
を
真
に
徹
底
し
た
辯
證
法
と
は

み
な
さ
ず
、
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
辯
證
法
を
、
場
所
的
辯
證
法
と
し

絶
対
無
の
創
造
性
と
矛
盾
的
自
己
同
一

西
田
哲
学
か
ら
歴
程
神
学
へ

田
中 

裕
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分
と
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
が
念
頭
に
置
い

て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
井
筒
俊
彦
が
『
意
識
と
本
質
』
の
副
題
に

附
け
た
「
精
神
的
東
洋
」
の
意
味
で
あ
り
、
久
松
真
一
が
『
東
洋
的

無
』
で
表
詮
し
た
「
無
」
の
類
比
的
象
徴
表
現
に
し
め
さ
れ
た
東
ア

ジ
ア
の
大
乗
仏
教
の
伝
統
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
最
終
的
に
目
指

し
て
い
る
の
は
、
単
に
「
東
洋
思
想
の
共
時
的
構
造
化
」
に
留
ま
る

も
の
で
は
な
く
、「
精
神
的
な
西
洋
」
と
真
に
対
話
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、「
東
洋
」思
想
の
限
界
を
も
突
破
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

東
西
の
区
別
が
保
存
さ
れ
つ
つ
も
揚
棄
さ
れ
る
如
き
真
の
意
味
で
の

「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
る
も
の
（
普
遍
）」
を
志
向
す
る
こ
と
が
私
の
目

指
す
目
標
で
あ
る
。

井
筒
氏
が
『
意
識
の
形
而
上
学
』
と
し
て
注
釈
さ
れ
た
大
乗
起
信

論
の
著
者
は
、大
乗
の「
大
」を
小
乗
に
対
す
る
大
乗
と
い
う
如
き「
相

対
的
大
」の
意
味
で
使
わ
ず
、体
相
用
に
お
け
る「
絶
対
的
大（
三
大
）」

と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
云
わ
れ
る「
一
心
即
衆
生
心
」

な
る
「
心
」
の
形
而
上
学
に
、
洋
の
東
西
の
区
別
な
ど
本
来
あ
っ
て

は
な
ら
ぬ
者
で
あ
ろ
う
。

井
筒
氏
に
倣
っ
て
「
精
神
的
東
洋
を
索
め
る
」
と
い
う
場
合
、
私

は
そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
に
内
在
し

て
い
る
「
精
神
的
東
洋
」
の
探
求
を
今
回
行
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
と

同
時
に
、
私
は
、
東
洋
の
霊
性
的
伝
統
の
な
か
に
内
在
す
る
「
精
神

的
西
洋
」
の
探
求
も
同
様
に
価
値
あ
る
こ
と
と
信
じ
る
者
で
あ
る
。

具
體
的
に
云
え
ば
、
西
田
の
云
う
「
自
覚
」「
無
」「
矛
盾
的
自
己

同
一
」
な
ど
の
根
源
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
哲
学
は
、
た
し
か
に

「
精
神
的
東
洋
の
共
時
的
構
造
化
」
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
決
し
て
無
縁
の
も
の
で

は
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
長
き
霊
性
の
伝
統
に
中

に
あ
っ
て
、「
西
の
内
な
る
東
」
と
も
い
う
べ
き
精
神
性
の
実
例
を
、

西
田
が
最
も
評
価
し
た
西
欧
思
想
家
達
、
就
中
、
キ
リ
ス
ト
教
的
プ

ラ
ト
ン
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
思
想
家
達
、
そ
れ
も
と
く
に
こ
の
論

文
で
は
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て

み
た
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
西
の
な
か
の
東
」
に
あ
る
霊
性
的
伝
統

を
解
明
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
西
田
哲
学
が
内
在
化
し
血
肉
化
し
た
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も
と
め
た
い
。　

そ
し
て
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
議
論
を
東
西
に
通
底
す

る
深
き
霊
性
の
表
現
と
し
て
受
け
止
め
た
西
田
が
、
そ
の
精
神
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
さ
ら
に
徹
底
化
し
て
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
こ

と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
し
て
、
禅
と
浄
土
真
宗
に
典
型
的
に
表
現
さ

れ
た
東
洋
的
・
日
本
的
霊
性
と
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主

義
の
霊
性
と
の
間
で
内
的
対
話
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
の
絶

対
無
の
場
所
の
哲
学
が
如
何
に
し
て
誕
生
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
精

神
の
遍
歴
を
、
彼
の
云
う
「
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
の
思
索

の
背
後
に
あ
る
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
探
求
し
て
み
た
い
の
で

あ
る
。

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
『
自
然
に
つ
い
て
（
ペ
リ
・
フ
ュ
セ
オ
ン
）』

を
本
論
で
は
、
西
田
哲
学
に
於
け
る
汎
神
論
な
い
し
萬
有
在
神
論
の

問
題
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
。
そ
れ
は
一
切
を
超
越
神
の「
所
作
物
」

で
は
な
く
内
在
神
の
表
現
と
み
る
初
期
西
田
哲
学
の
汎
神
論
的
思
想

が
、神
的
表
現
を
神
的
創
造
に
結
び
つ
け
る
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
「
神
現
」

の
思
想
の
批
判
的
摂
取
を
経
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
「
汎
神
論
」

か
ら
「
萬
有
在
神
論
」
へ
の
轉
換
が
如
何
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
追

「
精
神
的
西
洋
」
の
貴
重
な
遺
産
の
何
で
あ
る
か
を
も
明
ら
か
に
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
實
在
の
根
柢
は
人
格
的
で
あ

る
」
と
い
う
個
的
人
格
の
も
つ
根
源
性
、
相
互
人
格
的
な
る
交
わ
り

を
重
視
す
る
人
格
主
義
、
そ
し
て
、
文
明
開
化
の
明
治
時
代
に
生
ま

れ
た
若
き
日
の
西
田
の
「
頂
天
立
地
自
由
人
」
の
旗
幟
に
要
約
さ
れ

た
「
自
主
独
立
の
精
神
」、「
数
理
の
学
」
へ
の
強
い
関
心
、
国
家
や

団
体
へ
の
帰
属
意
識
よ
り
も
個
人
の
も
つ
「
創
造
性
」
の
重
視
、
こ

れ
ら
は
言
う
な
れ
ば
西
田
哲
学
に
於
け
る
「
東
の
な
か
の
西
」
と
も

い
う
べ
き
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

私
の
発
表
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
絶
対
無
」
に
つ
い
て
は
、
従
来

は
臨
済
禅
の
系
譜
に
属
す
る
『
無
門
関
』
の
「
趙
州
無
字
の
公
案
」

と
関
係
づ
け
ら
れ
、
有
無
の
相
対
的
区
別
を
絶
す
る
絶
対
無
と
い
う

ア
イ
デ
ア
を
西
田
が
そ
こ
か
ら
得
た
と
い
う
ご
と
き
解
説
が
多
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
わ
け
で
は
な
い
が　

私

は
、
こ
の
西
田
の
云
う
「
絶
対
無
」
の
哲
学
的
起
源
の
一
つ
を
、
東

方
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
的
伝
統
を
西
方
キ
リ
ス
ト
教
に
も
た
ら
し
た

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
『
自
然
に
つ
い
て
（
ペ
リ
・
フ
ュ
セ
オ
ン
）』
に
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方
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
も
と
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
創

造
性
の
哲
学
」
と
は
、
形
あ
る
者
を
生
み
出
す
根
源
を
対
象
化
し
う

る
存
在
者
で
は
な
く
決
し
て
対
象
化
で
き
ぬ
「
創
造
性
」
に
求
め
る

点
で
、
存
在
論
の
「
存
在
」
の
脱
底
化
の
方
向
に
一
歩
踏
み
出
し
た

哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
米
国
に
於
て
、

一
時
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
後
に
死
に
絶
え
た
「
神
の
死
の
神
学
」

の
後
の
世
代
に
お
い
て
誕
生
し
た
「
プ
ロ
セ
ス
神
学
」
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
。
た
だ
し
私
が
「
歴
程
神
学
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、「
プ

ロ
セ
ス
神
学
」
と
は
別
物
で
あ
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
の
解
釈

に
於
い
て
も
根
本
的
な
違
い
が
数
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
存
在
論

の
脱
底
化
（de-ontologizing

）
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
自
身
が
そ

う
し
た
以
上
に
徹
底
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
彼
の
「
過
程
の
哲
学
」
で
い
う
「
過
程
」
は
、
神
を
「
活
動

的
存
在
の
一
つ
」
と
し
て
捉
え
る
「
存
在
論
的
原
理
」
に
よ
っ
て
は

把
捉
で
き
な
い
と
い
う
批
判
的
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

「
過
程
の
弁
証
法
」
は
過
程
に
よ
っ
て
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と

い
う
西
田
の
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
る

跡
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
所
謂
「
萬
有
在
神
論
」
が
、
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
辯
證
法
的
神
学
の
超
越
的

内
在
の
論
理
を
も
包
越
す
る
場
所
的
辯
證
法
の
論
理
を
提
示
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

紙
幅
の
都
合
上
、
今
回
の
発
表
で
は
充
分
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い

が
、
こ
の
よ
う
な
萬
有
在
神
論
の
徹
底
化
は
、
神
が
「
顕
現
し
な
い
」

世
界
に
お
け
る
「
神
現
」
と
い
う
問
題
、
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
を
使

う
な
ら
ば
「
世
俗
の
中
の
福
音
」
の
原
事
実
に
由
来
す
る
論
理
、
仏

教
の
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
無
量
寿
・
無
礙
光
如
来
の
名
号
の
も
つ

不
思
議
な
る
救
済
の
原
事
実
に
由
来
す
る
論
理
こ
そ
が
、
西
田
哲
学

の
場
所
的
辯
證
法
を
現
代
に
於
い
て
継
承
す
る
も
の
が
引
き
続
き
問

題
と
す
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
歴
程
神
学
」
と
は
、
筆
者
自
身
の
神
学

的
立
場
で
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
今
回
の
発
表
の
紙
幅
の
都
合
上
、

詳
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
大
ま
か
に
云
っ
て
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
、
そ
れ
を
「
有
機
体
の
哲
学
」
や
「
プ
ロ
セ
ス

哲
学
」
で
は
な
く
「
創
造
性
の
哲
学
」
と
よ
ぶ
の
が
正
し
い
と
ら
え
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自
己
創
造
で
あ
る
こ
と
」
を
明
確
に
言
う
点
に
於
い
て
も
エ
リ
ュ
ー

ゲ
ナ
と
同
様
の
観
点
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者

を
自
認
し
て
い
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
的
神
学
と
九
世
紀
の
カ

ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
に
生
き
た
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
と
の

あ
い
だ
に
は
違
い
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
エ
リ
ュ

ー
ゲ
ナ
が
詳
細
に
論
じ
た「
天
使
論
」な
ど
は
全
く
語
ら
な
い
し
、「
自

然
の
四
区
分
」
さ
え
も
超
越
す
る
究
極
の
範
疇
を
「
創
造
性
」
と
し
、

二
つ
の
本
性
を
持
つ
神
よ
り
も
高
次
の
究
極
的
な
範
疇
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
創
ら
れ
て
創
る
も
の
」
と
い
う
規
定
は
、
エ
リ
ュ
ー

ゲ
ナ
の
「
自
然
の
四
区
分
」
の
中
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
「
根
本
的
諸

原
因
」（
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
理
性
）
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

活
動
的
性
格
を
持
つ
万
物
の
根
本
規
定
と
な
る
。　

そ
れ
ゆ
え
に
、

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
云
う
「
創
ら
れ
て
創
る
事
な
き
」
死
せ
る
自
然
と

い
う
も
の
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
宇
宙
論
に
は
存
在
し
な
い
。
仏
教

的
に
云
え
ば
「
衆
生
世
間
」
だ
け
で
な
く
「
器
世
間
（
環
境
世
界
）」

も
ま
た
生
命
活
動
の
主
体
で
あ
り
、
近
代
哲
学
で
前
提
と
さ
れ
た
主

が
、
こ
の
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
現
代
版
と
い
う
側
面
を
持
つ

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
過
程
の
哲
学
」
に
も
当
て
嵌
ま
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
私
が
「
プ
ロ
セ
ス
神
学
」
で
は
な
く
「
歴
程
神
学
」
と
い
う

場
合
は
、予
定
調
和
的
な
進
歩
史
観
を
前
提
と
し
な
い
と
い
う
点
で
、

プ
ロ
セ
ス
神
学
の
多
く
の
流
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
を
積
極
的
に
評
価
す
る
の
は
、
後
期
西
田
哲

学
よ
り
も
更
に
ラ
ジ
カ
ル
に
、
人
間
的
歴
史
だ
け
で
な
く
、
宇
宙
万

物
全
体
を
も
含
め
た
意
味
で
の
歴
史
的
世
界
を
主
題
と
す
る
点
で
あ

る
。ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
も
ま
た
、「
自
然

神
学
」
と
い
う
側
面
を
持
つ
こ
の
哲
学
を
、
英
国
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
霊
性
的
伝
統
の
流
れ
の

中
で
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
云
う

「
原
初
的
自
然
」、「
帰
結
的
自
然
」
と
い
う
着
想
は
、「
神
が
始
源
に

し
て
帰
結
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
然
の
第
一
区
分
と
第
四
区
分
が
同

一
の
神
で
あ
る
と
い
う
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
自
然
区
分
論
と
類
似
し
た

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、「
神
の
創
造
は
神
の
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越
的
な
存
在
の
も
つ
意
味
を
、
あ
く
ま
で
も
意
識
に
内
在
的
な
場
に

於
て
解
明
し
て
い
く
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
な

立
場
に
限
界
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
実
際
に
根
源
的
経
験
論
、
あ
る
い
は
純
粋
経
験
論
の
立

場
を
徹
底
し
た
哲
学
的
思
惟
を
遂
行
し
た
後
で
な
け
れ
ば
自
覚
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
諸
々
の
超
越
者
中
の
超
越
者
と
も
言
う

べ
き
有
神
論
の
「
神
」
を
意
識
内
在
的
な
立
場
に
還
元
し
、
神
経
験

と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
の
真
の
意
味
を
そ
こ
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も

意
識
内
在
的
に
解
明
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

（
一
・
二
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
彼
の
純
粋
現
象
学
の
構
想
を
立
て
た

と
き
、
神
学
的
な
問
題
を
彼
の
課
題
か
ら
排
除
し
て
い
た
よ
う
に
み

え
る
。
純
粋
意
識
を
絶
対
的
存
在
（absolutes Sein

）
と
す
る
彼
の

現
象
学
で
は
、キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
超
越
神
論
の
神
は
、他
の
諸
々

の
超
越
者
と
同
じ
く
現
象
学
的
還
元
を
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
対

象
的
存
在
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ら
、「
神
と
い
う
超
越
的
存
在
は
遮

断
さ
れ
る
」(Ideen 1: 58)

の
は
當
然
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

純
粋
意
識
の
現
象
学
の
課
題
か
ら
神
を
排
除
す
べ
き
理
由
に
つ
い
て

客
の
二
元
的
関
係
は
人
間
相
互
だ
け
で
は
な
く
万
物
の
間
で
成
立
す

べ
き
交
互
的
か
つ
力
動
的
な
主-

主
関
係
、
即
ち
相
互
主
体
性
の
中

に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
リ
ュ
ー

ゲ
ナ
を
介
し
て
西
田
哲
学
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
は
両
者
に
共
通

の
根
本
的
問
題
、
す
な
わ
ち
形
あ
る
有
を
存
在
せ
し
め
て
い
る
根
源

的
な
活
動
と
し
て
の
創
造
性
を
何
處
に
於
て
如
何
に
語
る
か
と
い
う

根
本
問
題
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

初
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
汎
神
論
」
の
問
題

（
一
・
一
）『
善
の
研
究
』(

一
九
一
一
年
）
の
根
本
的
立
場
は
、「
意

識
現
象
（
直
接
経
験
の
事
実
）
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
純

粋
経
験
論
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
根
源
的
経
験
論
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
直
観
主
義
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
意
識

の
現
象
学
な
ど
欧
米
の
同
時
代
の
思
想
家
達
と
共
通
す
る
根
源
的
に

経
験
論
的
な
思
惟
の
課
題
を
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
意
識
に
超
越
的

な
存
在
を
す
べ
て
「
排
除
」
な
い
し
「
括
弧
に
い
れ
」、
疑
う
に
も

疑
う
こ
と
の
出
来
ぬ
直
接
的
経
験
の
事
実
か
ら
出
発
し
、
意
識
に
超
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そ
れ
は
、「
現
象
学
の
研
究
領
域
が
純
粋
意
識
の
領
域
に
の
み
限
定

さ
れ
る
か
ぎ
り
」
と
い
う
条
件
の
も
と
に
で
あ
っ
た
。。

（
一
・
四
）
西
田
の
『
善
の
研
究
』
は
、
宗
教
す
な
わ
ち
「
神
と
人

と
の
関
係
」
を
考
察
す
る
こ
と
を
「
哲
学
の
終
結
」
と
す
る
意
図
を

も
っ
て
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
を
も
っ
て
哲
学

の
終
結
と
す
る
考
え
方
は
、
後
期
に
至
る
ま
で
の
西
田
哲
学
の
根
本

的
特
徴
で
あ
っ
た
が
、『
善
の
研
究
』
の
場
合
は
、
純
粋
経
験
論
を

基
盤
と
し
つ
つ
、
神
を
哲
学
の
究
極
の
主
題
と
す
る
点
に
お
い
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
純
粋
な
意
識
の
現
象
学
に
お
い
て
排
除
さ
れ
た

神
の
考
察
を
ま
さ
に
純
粋
経
験
論
の
究
極
の
主
題
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

（
一
・
五
）「
意
識
現
象
を
唯
一
の
実
在
と
す
る
」『
善
の
研
究
』
の

宗
教
論
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
解
釈
者
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う

に
、
哲
学
的
汎
神
論
の
一
つ
に
分
類
さ
れ
て
も
や
む
を
え
ぬ
よ
う
な

テ
キ
ス
ト
が
数
多
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、「
神
を
宇
宙
の
外
に

超
越
せ
る
造
物
者
と
は
み
ず
し
て
、
直
ち
に
こ
の
実
在
の
根
柢
と
考

え
」「
宇
宙
は
神
の
所
作
物
で
は
な
く
、
神
の
表
現 m

anifestation

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
的
」
存
在
は
単
に
世
界
を
超
越
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
絶

対
的
意
識
を
も
あ
き
ら
か
に
超
越
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
意
識
の
絶
対
性
と
は
全
く
異
な
っ
た
意
味
で
「
絶
対
的
」

で
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
世
界
の
意
味
に
お

け
る
超
越
と
も
全
く
異
な
っ
た
意
味
で
超
越
的
な
も
の
で
あ
る

だ
ろ
う
。
我
々
の
研
究
領
域
が
純
粋
意
識
の
領
域
で
あ
る
限
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
者
＝
超
越
者
は
あ
く
ま
で
も
遮
断
さ
れ

て
い
る
べ
き
で
あ
る
。4（
4傍
点
筆
者
）4
4

（
一
・
三
）
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
で
社
会
学

的
見
地
か
ら
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
『
宗
教
的
経
験
の
種
々
相
』
で
心
理

学
的
な
見
地
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
神
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
っ
た
が
、

そ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
哲
学
的
な
立
場
か
ら
、
す
な
わ
ち
純
粋
経
験

な
い
し
純
粋
持
続
に
内
在
的
な
立
場
か
ら
神
を
語
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
上
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、

純
粋
現
象
学
と
い
う
「
厳
密
な
学
知
」
の
立
場
か
ら
は
、
神
を
語
る

こ
と
を
排
除 ( ausschalten)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
が
、



84 

契
機
を
内
に
含
ん
で
い
る
。
ま
た
善
な
る
神
を
根
柢
と
す
る
実
在
は

即
ち
善
で
あ
る
と
い
う
性
善
説
的
立
場
か
ら
「
絶
対
悪
」
の
存
在
が

否
定
さ
れ
、
悪
は
「
体
系
の
矛
盾
衝
突
か
ら
起
き
る
」
も
の
で
あ

り
、
矛
盾
衝
突
を
契
機
と
し
て
発
展
す
る
実
在
の
一
契
機
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
汎
神
論
的
な
「
合
一
哲
学

( Vereinigungsphilosophie)

」
と
同
じ
く
、
主
客
未
分
の
一
な
る
實

在
が
、
二
元
的
な
分
裂
を
経
て
再
統
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
実
在
の
動

的
展
開
を
見
る
弁
証
法
的
論
理
が
あ
る
。も
っ
と
も
西
田
の
場
合
は
、

論
理
学
を
無
前
提
な
る
学
の
始
源
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
異
な
り
、

純
粋
経
験
を
根
源
的
で
あ
る
と
す
る
点
に
違
い
が
あ
と
し
て
も
、
そ

の
主
客
未
分
の
即
自
的
な
純
粋
経
験
が
、
主
客
二
元
の
意
識
の
對
自

的
な
分
裂
を
経
て
、
再
び
即
且
つ
對
自
的
な
合
一
を
回
復
す
る
と
い

う
意
味
で
の
「
合
一
哲
学
」
の
論
理
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
言
っ
て

良
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
理
想
主
義
に
通
底
す
る
哲
学
的
思

惟
は
、『
善
の
研
究
』
の
純
粋
経
験
論
の
う
ち
に
内
在
す
る
論
理
で

あ
り
、「
意
識
経
験
を
能
動
的
と
考
え
る
点
で
、
純
粋
経
験
論
は
フ

ィ
ヒ
テ
以
後
の
超
越
哲
学
と
も
調
和
す
る
」(

一
・
四
）
と
西
田
に

と
み
る
」
こ
と
か
ら
、
西
田
は
「
宇
宙
と
神
と
の
関
係
は
芸
術
家
と

そ
の
作
品
と
の
如
き
関
係
で
は
な
く
、
本
体
と
現
象
と
の
関
係
で
あ

る
」
と
述
べ
る
。
西
田
自
身
も
、
自
分
の
立
場
が
汎
神
論
的
で
あ
る

こ
と
を
充
分
に
自
覚
し
て
お
り
、
汎
神
論
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
二

つ
の
批
判
を
取
り
上
げ
、
純
粋
経
験
論
の
立
場
か
ら
そ
れ
に
答
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
ふ
た
つ
の
批
判
と
は
、
一
つ
は
「
神
の
人
格

性
」
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
悪
の
存
在
」
を
い
か
に
解
釈

す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

（
一
・
六
）
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
的
か
つ
決
定
論
的
な
汎
神
論
と
は

異
な
り
、「
実
在
の
根
柢
は
人
格
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
認
め

る
点
で
、
西
田
は
自
分
の
立
場
が
人
格
主
義
的
汎
神
論
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
在
の
根

柢
と
し
て
の
神
は
「
無
限
の
愛
な
る
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
人
格

を
包
含
す
る
と
共
に
凡
て
の
人
格
の
独
立
を
認
め
る
」（『
西
田
幾
多

郎
全
集
』
一
・
一
九
四
）
立
場
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
汎
神
論
は
、
各
個

人
の
人
格
の
独
立
性
と
自
由
を
承
認
す
る
意
味
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
如

き
必
然
論
で
は
な
く
、
人
間
の
独
立
と
自
由
を
認
め
る
相
互
人
格
的
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も
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
主
を
遮
断
し
て
疑
う
ベ
か
ら
ざ
る
確
固
と

し
た
「
心
霊
上
の
事
実
」
を
如
実
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
公
理
を
前
提
と

し
て
考
え
ら
れ
た
神
が
、
は
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
、

キ
リ
ス
ト
者
が
経
験
し
た
神
、
旧
新
約
聖
書
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た

神
の
経
験
を
如
実
に
表
現
で
き
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ

ッ
サ
ー
ル
と
は
違
っ
て
有
神
論
の
神
的
「
存
在
」
を
純
粋
な
現
象
学

と
い
う
哲
学
知
の
中
か
ら
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
哲

学
の
終
結
と
し
て
の
神
を
、
我
々
の
直
接
経
験
に
基
づ
い
て
語
る
こ

と
を
志
向
す
る
西
田
に
と
っ
て
は
、
神
を
論
ず
る
こ
と
自
体
が
根
本

的
な
哲
学
の
課
題
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
経
験
を
、
他
人
事
で

は
な
く
自
己
自
身
の
在
り
方
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ

た
西
田
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
に
触
れ
る
宗
教
哲
学
を
構

築
す
る
た
め
に
は
、『
純
粋
経
験
』
の
意
識
内
在
の
立
場
の
限
界
を

突
破
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
突
破
は
、
あ
く

ま
で
も
純
粋
経
験
と
は
異
な
る
立
場
を
独
断
的
に
前
提
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
純
粋
経
験
論
を
そ
の
根
柢
へ
と
徹
底
す
る
こ
と

言
わ
し
め
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（
一
・
七
）
し
か
し
な
が
ら
、『
善
の
研
究
』
執
筆
時
の
西
田
の
人

格
主
義
的
汎
神
論
の
哲
学
的
基
礎
は
、
あ
く
ま
で
も
「
意
識
現
象
を

唯
一
の
実
在
と
す
る
」
純
粋
経
験
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
よ
う
な
高
度
に
思
弁
的
な
論
理
の
辯
證
法
的
体
系
に
よ
っ
て
根
據

づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
ご
と
く
随
所
に
宗
教
の
根

源
に
関
わ
る
直
観
的
な
洞
察
を
秘
め
て
い
る
と
は
い
え
、
純
理
論
的

な
哲
学
的
議
論
だ
け
に
制
限
し
て
み
る
な
ら
ば
、純
粋
経
験
論
と
は
、

要
す
る
に
「
神
と
世
界
の
関
係
は
意
識
統
一
と
そ
の
内
容
と
の
関
係

で
あ
る
」
と
い
う
公
理
（
根
本
命
題
）
か
ら
出
発
す
る
哲
学
的
な
汎

神
論
と
い
う
性
格
を
併
せ
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま

さ
に
そ
の
哲
学
的
汎
神
論
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
を
な
す
公
理
自
体

は
、
一
切
の
独
断
を
排
す
べ
き
純
粋
経
験
論
の
な
か
に
あ
っ
て
、
な

お
も
独
断
的
な
一
つ
の
仮
定
と
し
て
残
存
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
一
・
八
）
問
題
は
、『
善
の
研
究
』
執
筆
時
の
西
田
の
人
格
的
汎

神
論
の
根
本
命
題
、
自
発
自
展
す
る
純
粋
経
験
論
の
基
本
前
提
そ
の
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味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
一
・
一
〇
）『
善
の
研
究
』
の
宗
教
論
の
第
四
章
「
神
と
世
界
」

の
冒
頭
箇
所
に
、
哲
学
的
な
汎
神
論
で
は
決
し
て
語
り
得
ぬ
も
の
へ

言
及
し
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
西
田
が
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
神
論
に
言
及
す
る
箇
所
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
、
単
な

る
自
然
主
義
的
な
汎
神
論
を
超
え
出
る
契
機
を
内
包
し
て
い
る
点
に

お
い
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
西
田
は
ま
ず
、「
純
粋
経
験
の
事

実
が
唯
一
の
實
在
で
あ
っ
て
神
は
そ
の
統
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神

の
性
質
及
世
界
と
の
関
係
も
す
べ
て
我
々
の
純
粋
経
験
の
統
一
即
ち

意
識
統
一
の
性
質
お
よ
び
其
内
容
と
の
関
係
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
便
宜
上
「
神
の
性
質
及
世
界
と
の
関
係

の
可
知
性
の
テ
ー
ゼ
」（
テ
ー
ゼ
Ａ
）と
呼
ん
で
お
こ
う
。そ
れ
は
、「
超

越
的
神
が
あ
っ
て
外
か
ら
世
界
を
支
配
す
る
と
い
ふ
如
き
考
は
啻
に

我
々
の
理
性
と
衝
突
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
か
る
宗
教
は
宗
教
の

最
深
な
る
者
と
は
い
は
れ
な
い
様
に
思
ふ
。
我
々
が
神
意
と
し
て
知

る
べ
き
者
自
然
の
理
法
あ
る
の
み
で
あ
る
、
こ
の
外
に
天
啓
と
い
ふ

に
よ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
な
お
も
含
ま
れ
て
い
た
汎
神
論
的
な
独
断

を
突
破
し
、
意
識
に
内
在
的
な
経
験
の
立
場
で
は
語
り
得
な
い
も
の

を
根
柢
か
ら
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
立
場
の
限
界
を
超

出
す
る
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
。

（
一
・
九
）『
善
の
研
究
』
以
後
、『
無
の
自
覺
的
限
定
』
に
い
た
る

ま
で
の
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
場
合
、
単

な
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
は
な
く
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
プ
ラ
ト
ン
主
義

の
系
譜
に
属
す
る
思
想
家
達
が
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
は
、
ま
さ
に

意
識
経
験
に
内
在
的
な
人
格
的
汎
神
論
の
立
場
を
さ
ら
に
超
え
て
ゆ

く
論
理
を
彼
ら
が
示
し
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
代
表
さ
れ
る
根
源

的
一
者
か
ら
の
発
出
と
還
帰
に
よ
っ
て
万
象
を
説
明
す
る
理
性
主
義

の
極
北
と
も
い
う
べ
き
哲
学
的
な
汎
神
論
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
由
来
す

る
聖
書
的
伝
統
の
な
か
で
「
神
の
言
葉
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
超

越
神
に
由
来
す
る
宗
教
的
経
験
と
の
緊
張
対
立
の
中
で
、
プ
ラ
ト
ン

主
義
の
立
場
そ
の
も
の
を
、
さ
ら
に
内
在
的
に
超
越
し
て
い
っ
た
キ

リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
が
、
西
田
に
と
っ
て
重
要
な
意
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デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
の
「
消
極
的
神
学
」
が
神
を
論
ず
る
に
否
定
を

も
っ
て
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
次
に
、「
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス

の
如
き
は
、
神
は
有
無
を
も
超
越
し
、
神
は
有
に
し
て
ま
た
無
な
り

と
言
っ
て
い
る
」
と
の
べ
、
否
定
神
学
と
對
立
の
一
致
を
説
く
キ
リ

ス
ト
教
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
神
学
的
伝
統
に
言
及
し
て
い
る
。

（
一
・
一
一
）
も
っ
と
も
、ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
引
用
が
、「
隠
れ
た
る
神
」

に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
確
か

に
「
神
は
有
無
を
超
越
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
は
い
る
が
、「
神
は

有
に
し
て
無
で
あ
る
」
と
い
う
ご
と
き
矛
盾
対
立
の
合
致
を
決
し
て

「
一
つ
の
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
立
て
て
は
い
な
い
こ
と
は
こ
こ
で
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
「
隠
れ
た

る
神
」
で
神
を
賛
美
礼
拝
し
つ
つ
示
し
た
否
定
神
学
は
、「
神
は
有

（aliquid = som
ething

）
で
な
く
、
ま
た
無
（nihil = nothing

）
で

も
な
く
、
有
に
し
て
無
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
有
で
も
な
く
無
で
も

な
い
の
で
も
な
い
」と
い
う
テ
ト
ラ
レ
ン
マ（
四
句
分
別
）で
あ
っ
て
、

お
よ
そ
分
別
的
理
性
が
取
り
得
る
凡
て
の
言
説
を
す
べ
て
網
羅
し
た

後
で
、
そ
の
よ
う
な
分
別
そ
の
も
の
の
解
体
・
脱
構
築
す
る
こ
と
を

べ
き
も
の
は
な
い
」
と
い
う
超
自
然
否
定
の
理
神
論
と
も
と
ら
れ
か

ね
な
い
自
然
主
義
の
テ
ー
ゼ
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
テ
ー
ゼ

Ａ
の
な
か
に
含
意
さ
れ
て
い
る
自
然
的
態
度
を
根
柢
か
ら
轉
換
す
る

テ
ー
ゼ
が
、
ま
さ
に
こ
の
直
後
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た

い
。
そ
れ
は
、「
我
々
の
意
識
統
一
は
見
る
こ
と
も
出
来
ず
、
聞
く

こ
と
も
出
来
ぬ
、
全
く
意
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
一
切

は
之
に
由
り
て
成
立
す
る
が
故
に
能
く
一
切
を
超
絶
し
て
い
る
。」

と
い
う
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
我
々
の
意
識
統
一
（
神
）
の
不
可
知

性
の
テ
ー
ゼ
」（
テ
ー
ゼ
Ｂ
）
と
し
よ
う
。
西
田
の
汎
神
論
の
神
の

可
知
性
（
テ
ー
ゼ
Ａ
）
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
實
は
「
神
の
不
可

知
性
」（
テ
ー
ゼ
Ｂ
）
な
の
で
あ
る
。

テ
ー
ゼ
Ｂ
は
、
意
識
現
象
に
内
在
的
な
純
粋
経
験
論
の
内
部
に
あ

っ
て
、そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
根
源
的
な
作
用
（
意
識
統
一
）

で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
純
粋
経
験
の
内
部
で
は
語
れ
な
い
特
異
点

と
し
て
、
内
在
的
超
越
へ
の
道
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
そ
し
て
、
西
田
が
こ
の
あ
と
で
列
挙
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教

的
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
思
想
家
と
し
て
、
西
田
は
ま
ず
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を
愛
す
又
は
之
を
信
ず
と
い
う
者
は
、
最
も
能
く
神
を
知
り
居

る
者
で
あ
る
。

『
善
の
研
究
』
の
翻
訳
者
の
一
人
で
あ
るV

iglielm
o 

は
『
智
と
愛
』

と
い
う
付
章
を
「
驚
嘆
す
べ
き
文
学
作
品
で
あ
り
、
東
西
を
問
わ
ず

最
も
偉
大
な
る
宗
教
詩
に
比
肩
す
る
一
種
の
散
文
詩
」
と
し
て
賛
嘆

を
惜
し
ま
な
か
っ
た
が
、こ
の
結
び
の
言
葉
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、

「
善
の
研
究
」
の
哲
学
的
汎
神
論
の
「
論
理
」
に
は
同
意
で
き
な
い

読
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
心
を
撃
つ
洞
察
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

哲
学
的
論
理
と
し
て
み
る
限
り
、
後
年
の
西
田
自
身
が
認
め
た
よ

う
に
『
善
の
研
究
』
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
「
神
を
意

識
経
験
の
統
一
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、

そ
こ
で
い
う
「
統
一
」
と
は
、
心
理
学
的
な
意
味
で
の
経
験
的
統
覚

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
カ
ン
ト
哲
学
で
言
う
意
味
で
の
「
超
越
論

的
統
覚
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
意
識
の
立
場
で
語
ら
れ

る
「
統
覚
」
を
突
き
抜
け
た
よ
り
根
源
的
な
る
場
所
に
於
け
る
統
一

作
用
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
点
は
明
確
で
は
な
い
。
主
客
合
一
と

特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
正
反
合
と
い
う
統
合
に
よ
っ
て
、
正
命

題
と
反
対
命
題
の
部
分
的
な
真
理
性
を
保
存
し
つ
つ
高
次
の
命
題
に

お
い
て
そ
れ
を
共
に
否
定
す
る
如
き
過
程
的
辯
證
法
と
は
異
質
な
論

理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
智
あ
る
無
知
」（docta igorantia

）

を
示
す
否
定
神
学
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
有
無
の
二
元
對
立

の
彼
方
の「
隠
れ
た
る
神
」は
、無
知
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
一
・
一
二
）
西
田
の
『
善
の
研
究
』
の
宗
教
論
は
、
宗
教
的
経
験

の
事
実
そ
の
も
の
に
ね
ざ
す
逆
説
的
な
言
葉
が
随
所
に
語
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
そ
の
後
の
西
田
哲
学
の
論
理
を
直
観
的
に

先
取
り
す
る
印
象
を
与
え
る
も
の
が
多
い
が
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教

的
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
と
し
て
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
う「
智
あ
る
無
知
」

を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
は
、最
終
章
の
付
論
と
し
て
追
加
さ
れ
た「
智

と
愛
」
の
末
尾
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

神
は
分
析
や
推
論
に
よ
り
て
知
り
得
べ
き
者
で
は
な
い
。
實
在

の
本
質
が
人
格
的
の
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
最
人
格
的
な

る
者
で
あ
る
。
我
々
が
神
を
知
る
の
は
唯
愛
又
は
神
の
直
覺
に

由
り
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
は
神
を
知
ら
ず
我
唯
神
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の
人
で
あ
っ
た
、
故
に
能
く
罪
の
本
質
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
も
ま
た
、
決
定
さ
れ
た
過
去
が
懺
悔
回
心
の
瞬
間
に
於

い
て
、
非
因
果
的
、
非
過
程
的
に
瞬
時
に
変
貌
す
る
と
い
う
、
時
間

論
の
根
本
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

そ
う
い
う
哲
学
的
問
題
は
、『
善
の
研
究
』
で
は
「
實
在
は
す
な
わ

ち
善
で
あ
り
」、「
實
在
体
系
の
矛
盾
衝
突
」
よ
り
起
こ
る
悪
は
「
實

在
発
展
の
一
要
件
で
あ
る
」
と
い
う
性
善
説
的
な
立
場
に
よ
っ
て
片

付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
於
い
て
「
悪
」
の
問
題
、
魂
の
底
か

ら
の
懺
悔
が
同
時
に
賛
美
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
経
験
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
が
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
―
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト

ン
主
義
と
の
内
的
対
話
の
深
化
―
神
現
論（
テ
オ
フ
ァ
ニ
ア
）

と
創
造
論

（
二
・
一
）
宗
教
的
経
験
の
原
事
実
に
関
す
る
西
田
の
鋭
利
な
る
直

観
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
哲
学
的
な
反
省
と
統
合
さ
れ
た
自
覚
、

い
う
立
場
自
体
も
後
年
の
西
田
自
身
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
し
、
人
間
の
根
源
罪
悪
と
自
由
意
志
の
問
題
も
、『
善
の
研
究
』

に
お
い
て
は
ま
だ
突
き
詰
め
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
は
言
え
な

い
。し

か
し
な
が
ら
、『
善
の
研
究
』
宗
教
論
本
論
の
最
後
に
引
用
さ

れ
た
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
獄
中
記 D

e profundis 

の
言
葉
を
引

用
し
た
結
び
の
言
葉
も
ま
た
、
既
成
の
如
何
な
る
宗
教
に
よ
っ
て
も

倫
理
道
徳
に
よ
っ
て
も
救
済
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
世

紀
末
の
詩
人
、
社
会
か
ら
倫
理
的
に
糾
弾
さ
れ
疎
外
さ
れ
た
ワ
イ
ル

ド
の
「
深
き
淵
」
よ
り
語
る
聲
へ
の
西
田
の
共
感
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。希

臘
人
は
人
は
己
が
過
去
を
變
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と

考
へ
た
、
神
も
過
去
を
變
ず
る
能
は
ず
と
い
ふ
語
も
あ
っ
た
。

併
し
基
督
は
最
も
普
通
の
罪
人
も
之
を
能
く
し
得
る
こ
と
を
示

し
た
。
例
の
放
蕩
息
子
が
跪
い
て
泣
い
た
と
き
、
か
れ
は
そ
の

過
去
の
罪
悪
及
び
苦
悩
を
ば
生
涯
に
於
い
て
最
も
美
し
く
神
聖

な
る
時
と
な
し
た
の
で
あ
る
と
い
っ
て
居
る
。
ワ
イ
ル
ド
は
罪
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エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
に
よ
っ
て
西
方
キ
リ
ス
ト
教

会
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ

ー
ス
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
と
並
ん
で
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
形
成
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
思
想
家
と
言
っ
て
も
良

い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
に
つ
い
て
の
西
田
の
評
価

は
極
め
て
高
く
、
彼
か
ら
の
引
用
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
つ
い
て

多
く
、
前
期
中
期
に
と
ど
ま
ら
ず
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
も
繰
り

返
し
反
復
さ
れ
て
い
る
。

（
二
・
三
）
西
田
は
『
善
の
研
究
』
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
宇

宙
は
神
の
所
作
物
で
は
な
く
、
神
の
表
現 m

anifestation

と
み
る
」

こ
と
か
ら
「
宇
宙
と
神
と
の
関
係
は
芸
術
家
と
そ
の
作
品
と
の
如
き

関
係
で
は
な
く
、
本
体
と
現
象
と
の
関
係
で
あ
る
」
と
い
う
汎
神
論

の
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、「
創
造
」
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト

教
的
概
念
と
「
発
出
」
と
い
う
プ
ロ
チ
ヌ
ス
に
由
来
す
る
ギ
リ
シ
ャ

的
概
念
を
「
神
現
（
テ
オ
フ
ァ
ニ
ア
）」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
プ

ラ
ト
ン
主
義
の
概
念
に
統
合
し
た
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
影
響
の
も
と

に
、
西
田
は
「
創
造
」
な
い
し
「
創
造
作
用
」
を
自
己
の
哲
学
の
根

な
い
し
は
内
的
生
命
の
ロ
ゴ
ス
を
求
め
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し

て
、『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
以
後
の
哲
学
的
思
惟
を
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
始
ま
り
を
告
げ
る
『
自
覚

に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
と
い
う
書
は
、
場
所
的
ロ
ゴ
ス
の
誕
生
以

前
の
西
田
の
「
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ

り
で
は
ま
だ
中
後
期
の
西
田
独
自
の
哲
学
を
構
築
す
る
に
は
至
ら
ぬ

過
渡
的
な
段
階
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
二
・
二
）
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
と
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主

義
と
の
内
的
対
話
の
進
展
と
い
う
見
地
か
ら
す
る
と
、
近
代
の
ド
イ

ツ
理
想
主
義
の
哲
学
の
思
想
史
的
背
景
と
し
て
地
下
水
脈
の
ご
と
く

活
き
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
を
、西
田
が『
善

の
研
究
』
の
と
き
よ
り
も
遙
か
に
深
い
レ
ベ
ル
で
自
己
自
身
の
哲
学

的
思
惟
の
う
ち
に
深
く
摂
取
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
る

論
理
を
模
索
し
て
い
た
文
書
と
し
て
こ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
読
み
返

す
こ
と
が
で
き
る
。

と
く
に
こ
の
時
期
の
西
田
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
思
想
家

は
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス
と
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
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stabilis et status m
obilis

）。
之
を
絶
対
の
意
志
と
云
ふ
も
、
既

に
そ
の
當
を
失
し
て
居
る
、
所
謂
説
似
一
物
即
不
中
で
あ
る
。

（
二
・
二
七
八
）

『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
は
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
自
覚
の
立
場

を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
西
田
は
こ
の
立
場
に
も
限
界
を

見
い
だ
し
、
エ
リ
ュ
―
ゲ
ナ
を
引
用
し
つ
つ
「
説
き
て
一
物
に
似
た

れ
ど
も
即
ち
あ
た
ら
ず
」
と
い
う
南
嶽
懐
譲
禅
師
の
禅
語
で
結
ん
で

い
る
。
い
ま
だ
こ
の
限
界
を
突
破
す
る
哲
学
の
ロ
ゴ
ス
を
発
見
す
る

に
は
至
ら
ず
「
刀
折
れ
矢
竭
き
て
降
を
神
秘
の
軍
門
に
請
う
た
と
い

う
譏
り
」
を
甘
受
し
つ
つ
も
、
神
秘
主
義
を
さ
ら
に
脱
底
す
る
道
を

西
田
は
模
索
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
新
た
な
る
哲
学
的
な
論
理
で
、

そ
れ
を
積
極
的
に
語
る
道
を
西
田
が
歩
み
始
め
る
た
め
に
は
、
キ
リ

ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
霊
性
と
の
内
的
対
話
こ
そ
が
重
要
な
契

機
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
・
五
）
西
田
は
、
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
『
定
命
論
（
予
定

論
）』
を
重
要
視
し
、
認
識
の
根
柢
に
意
志
が
あ
る
と
い
う
立
場
か

ら
、「
神
に
於
い
て
は
何
ら
の
必
然
も
何
ら
の
定
命
も
な
い
、
定
命 

源
語
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
に
語
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
二
・
四
）『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
に
お
い
て
、
エ
リ
ュ

ー
ゲ
ナ
の
『
自
然
に
つ
い
て
』
を
参
照
し
つ
つ
西
田
は
、「
多
く
の

紆
余
曲
折
の
後
」「
知
識
以
前
の
或
者
」
に
到
達
し
た
と
述
べ
、「
カ

ン
ト
学
徒
と
共
に
知
識
の
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
こ
と
を
認

め
た
後
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
創
造
的
進
化
の
基
礎
に
或
る
純
粋
持
続

の
考
え
方
を
も
批
判
し
つ
つ
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
と
エ
リ
ュ
ー
ゲ

ナ
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
如
き
も
、
之
を
持
続
と
い
ふ
時
、

既
に
相
対
の
世
界
に
堕
し
て
居
る
、
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
ふ
の
は
、
既
に
繰
り
返
し
得
る
可
能
性
を
含
ん
で
い

る
。
真
に
創
造
的
な
る
實
在

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
や
エ
リ
ュ

ー
ゲ
ナ
の
考
え
の
よ
う
に
一
切
で
あ
る
と
共
に
、
一
切
で
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
緊
張
の
裏
面
に
弛

緩
が
あ
る
と
言
っ
て
居
る
が
、
真
の
持
続
は
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の

云
っ
た
如
く
、
動
静
の
合
一
、
即
ち
止
ま
れ
る
運
動
、
動
け
る

静
止
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（Ipse est m

otus et status, m
otus 
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と
と
、
レ
グ
レ
ッ
ス
ス(regressus)

す
な
わ
ち
「
神
に
還
る
こ
と
」

と
い
う
「
神
か
ら
神
へ
の
往
還
運
動
」
に
お
い
て
創
造
を
捉
え
る
文

脈
で
あ
る
。
西
田
が
こ
の
よ
う
に
後
期
の
著
作
に
至
る
ま
で
繰
り
返

し
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
た
理
由
の
一
つ
は
、『
自

然
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
「
無
」
に
か
ん
す
る
独
自
の
辯
證
法
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。

（
二
・
七
）『
自
然
に
つ
い
て
（
ペ
リ
・
フ
ュ
セ
オ
ン
）』
第
二
部
で
、

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
は
、神
は
「
無
」
で
あ
る
と
断
言
す
る
と
同
時
に
「
神

は
一
切
で
あ
る
」
こ
と
を
肯
定
し
つ
つ
、
次
の
如
く
云
う
。

弟
子
：
聖
な
る
神
学
が
無
と
い
う
言
葉
で ( nom

ine quod est 

nihilum
 = 

無
の
名
号
で)

表
現
し
て
い
る
も
の
が
な
ん
で
あ
る
か
、

先
生
に
説
明
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
。

教
師
：
そ
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
知

性
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
知
性
に
も
知
ら
れ
な
い
、
神
の
善

性
の
言
い
表
し
が
た
く
、
捉
え
が
た
く
、
近
づ
き
難
い
明
る
さ

だ
と
私
は
思
う
の
だ
が
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
超
存
在
的

( superessentialis)

で
超
自
然
本
性
的( supernaturalis) 

で
あ

praedestinatio

は
神
の
意
志
の
決
定
に
過
ぎ
ぬ
」
と
い
う
彼
の
言
葉

に
深
い
意
味
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
意
志
は
「
創
造
的
無
か
ら
来
た

っ
て
創
造
的
無
に
還
り
去
る
」
と
云
う
考
え
に
共
感
し
つ
つ
「
斯
く

無
よ
り
有
を
生
ず
る
創
造
作
用
の
點
、
絶
対
に
直
接
に
し
て
何
ら
の

思
議
を
入
れ
な
い
所
、
そ
こ
に
絶
対
自
由
の
意
志
が
あ
る
、
我
々
は

此
処
に
お
い
て
無
限
の
實
在
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
即
ち
神

の
意
志
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。（
二
・

二
八
一
）

（
二
・
六
）
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
を
介
し
て
西
田
は
「
無
か
ら
の
創
造
」

と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
根
源
的
な
考
え
方
に
賛
同
す
る
よ
う
に
な
る

が
、
そ
こ
で
云
う
「
創
造
」
と
は
工
作
者
が
、
外
部
か
ら
事
物
を
、

素
材
な
し
に
制
作
す
る
と
い
う
が
如
き
擬
工
態
的
モ
デ
ル
に
も
と
づ

く
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
自
由
な
る
意
志
作
用
の
根
源
に
於
い
て

働
く
「
最
も
直
接
的
な
る
創
造
作
用
」
で
あ
る
。

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
『
自
然
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
神
現
論
は
、
後

期
哲
学
の
哲
学
論
文
集
で
も
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
す

べ
て
エ
ー
グ
レ
ッ
ス
ス(egressus)

す
な
わ
ち
「
神
か
ら
出
る
」
こ
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な
る
否
定
的
な
無
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、「
す
べ
て
の
存
在
す
る
も

の
を
超
越
し
て
い
る
卓
越
性
」
と
「
超
存
在
的
で
超
自
然
的
な
本
性

に
従
っ
て
」「
無
」と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、こ
の「
無
」

か
ら「
存
在
す
る
も
の
」へ
の
神
現
の
運
動
を
、エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
は「
下

降
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
感
性
に
よ
っ
て
も
理
性
に
よ
っ
て

も
見
る
こ
と
の
出
来
ぬ
「
無
」
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
「
有
」
へ
と

現
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に「
見
え
る
も
の
」

は
「
見
え
な
い
も
の
の
形
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
洋
の
有-

神
論
的
な
哲
学
や
神
学
の
伝
統
で
は
例
外
的
で
あ
ろ
う
が
、
エ
リ
ュ

ー
ゲ
ナ
は
神
を
「
絶
対
的
な
無
」
と
い
う
名
で
も
言
い
表
し
て
い
る
。

神
の
知
恵
は
、
自
分
が
形
成
す
る
た
め
に
自
分
よ
り
上
位
の
形

相
に
向
か
う
こ
と
が
な
い
の
で
、
無
形
と
い
わ
れ
る
の
が
正
し

い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
は
す
べ
て
の
形
相
の
無
限
の
範
型

で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
る
も
の
や
目
に
見
え

な
い
も
の
の
形
相
に
下
降
す
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
自
分

の
形
成
を
振
り
返
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
振
り
返
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
万
物
を
越
え
て
居
る
と
考
え
ら
れ
る
神
の
善
性

る
か
ら
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
に
於
い
て
考
え
ら
れ
る
場
合
に

は
存
在
し
て
い
な
い
し
、
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
存
在
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
超
越
し

て
い
る
の
で
、
い
か
な
る
も
の
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
存
在
す
る
も
の
ど
も
へ
の
あ
る
言
い
表

し
が
た
い
下
降
を
通
じ
て ( per condescensionem

) 

、
そ
れ

が
精
神
の
目
で
見
ら
れ
る
場
合
、
た
だ
そ
れ
だ
け
が
万
物
に
於

い
て
存
在
し
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
、事
実
存
在
し
て
い
る
し
、

存
在
し
た
し
、
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
卓

越
性
の
故
に
、
そ
れ
が
捉
え
ら
れ
な
い
と
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り

に
於
い
て
は
、
そ
れ
は
無
と
呼
ば
れ
る
と
し
て
も
當
然
の
こ
と

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
そ
の
神
現
に
現
れ
始
め
る
場
合

に
は
い
わ
ば
、
そ
れ
は
無
か
ら
あ
る
も
の
に
発
出
す
る
と
言
わ

れ
、
本
来
全
て
の
存
在
を
越
え
て
居
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も

の
が
、
す
べ
て
の
存
在
に
於
い
て
も
ま
た
独
特
な
仕
方
で
認
識

さ
れ
る
の
で
あ
る1

。

こ
こ
で
言
う
「
無
」
は
決
し
て
欠
如
と
し
て
の
無
で
は
な
く
、
単
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る
も
の
）
と
、
そ
れ
を
形
あ
る
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
「
空
」
が
、

そ
の
ま
ま
「
逆
対
応
的
に
同
一
」
で
あ
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
根
本

思
想
、
す
な
わ
ち
色
即
是
空
、
空
即
是
色
と
い
う
ご
と
き
交
差
配
列

語
法(chiasm

us)

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
通
底
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う4

。

（
二
・
一
〇
）
西
田
は
、
場
所
論
的
轉
換
を
経
た
後
の
彼
の
中
期
の

代
表
作
で
あ
る
『
一
般
者
の
自
覺
的
体
系
』
と
『
無
の
自
覺
的
限
定
』

の
な
か
で
「
絶
対
無
」
を
根
源
語
と
す
る
哲
学
的
な
思
索
を
展
開
す

る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
下
降
の
道
即
上
昇
の
道
と
い
う
キ
リ
ス

ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た5

。
と
く

に
、『
無
の
自
覺
的
限
定
』
は
、「
絶
対
無
」
を
神
の
名
号
と
す
る
エ

リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
手
引
き
と
し
つ

つ
、
さ
ら
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
な
他
の
キ

リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
思
想
家
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
や
西
田
と
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
辯
證
法
的
神
学
者
、
お
よ
び
マ

ル
チ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
教
思
想
と
も
深
く
関
わ
る
議

論
を
展
開
し
て
い
る
。

は
、
非
存
在
、
絶
対
的
な
無
と
言
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

全
宇
宙
の
存
在
で
あ
り
、実
体
で
あ
り
、類
で
あ
り
、種
で
あ
り
、

量
で
あ
り
、
質
で
あ
り
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
お
い
て
、
す
べ

て
の
被
造
物
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
種
類
の
知
性
に
よ
っ
て
も
考

え
ら
れ
る
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
万
物
に
於
て
存

在
す
る
し
、
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る2

。

（
二
・
八
）
実
体
、
類
、
種
、
量
な
ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
範
疇
と
し
て
あ
げ
た
も
の
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
有

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
概
念
枠
を
突
破
し
て
い
る
究
極

の
超
越
論
的( transcendental)

一
般
者
を
、
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
は
「
絶

対
的
無
」
と
い
う
名
号
で
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
下
降
」

即
「
上
昇
」
と
い
う
「
神
現
」
の
運
動
に
於
て 3

、
人
間
が
感
覚
や
知

性
で
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
「
万
物
に
於
て
存
在
す
る
し
、
存
在

す
る
と
云
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

（
二
・
九
）
こ
の
考
え
方
に
西
田
が
深
く
共
感
し
た
の
は
、そ
れ
が
、

彼
が
若
き
時
よ
り
親
炙
し
て
い
た
東
ア
ジ
ア
の
霊
性
的
伝
統
、
と
く

に
「
形
あ
る
も
の
は
、
形
な
き
も
の
の
形
」
で
あ
り
、「
色
（
形
あ
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そ
の
も
の
が
「
与
え
ら
れ
る
」
こ
と
を
現
象
学
的
に
解
明
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
に
は
「
聖
像
と
偶
像
」
の
違
い
を
述
べ
る
興

味
深
い
論
述
も
あ
り
、
活
け
る
神
に
導
く
聖
像
に
よ
っ
て
無
限
な
る

神
を
礼
拝
す
る
代
わ
り
に
、
死
せ
る
偶
像
を
神
の
代
わ
り
に
礼
拝
す

る
偶
像
崇
拝
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
聖
像
と
偶
像
と
の
根
本
的
な

区
別
と
共
に
、
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
神
概
念
を
立
て

る
有
・
神
論(O

nto-theologie)

の
「
神
」
を
、
ま
さ
し
く
思
索
に

於
け
る
偶
像
崇
拝
と
断
定
し
、
そ
の
よ
う
な
「
形
而
上
学
」
の
神
概

念
を
脱
存
在
化
す
る
興
味
深
い
議
論
を
提
供
し
て
い
る
。

（
三
・
二
）
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
現
在
も
旺
盛
に
現
象
学

と
神
学
と
の
境
界
領
域
で
思
索
し
て
い
る
マ
リ
オ
ン
に
つ
い
て
こ
れ

以
上
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
彼
に
半
世
紀
以
上
も
さ
き
が
け

て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
』
を
公
刊
し
現
象
学
の
構
想
と
理

念
を
確
立
し
た
時
点
で
、
現
象
学
を
根
源
的
な
宗
教
哲
学
へ
と
転
回

さ
せ
た
西
田
の
中
期
哲
学
の
先
駆
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
三
・
三
）西
田
に
よ
っ
て
宗
教
哲
学
へ
と
転
換
さ
れ
た
現
象
学
は
、

さ
し
あ
た
っ
て
は
「
本
来
的
自
己
の
現
象
学
」
な
い
し
は
「
己
事
究

『
一
般
者
の
自
覺
的
体
系
』
と
『
無
の
自
覺
的
限
定
』
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教

（
三
・
一
）
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
現
代
的
な
傾
向
と
し
て
、
フ
ッ
サ

ー
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
の
方
法
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
更
に
一
歩
超
え
出
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
根
本
的

な
問
題
を
、
現
象
学
に
よ
っ
て
論
じ
る
一
群
の
現
象
学
者
が
い
る
。

所
謂
「
現
象
学
の
神
学
的
転
回
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

な
か
で
も
、
と
く
に
Ｊ
・
Ｌ
・
マ
リ
オ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象

学
的
還
元
の
「
還
元
」
を
徹
底
さ
せ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
存
在
」

( Sein)

へ
の
問
い
を
更
に
根
元
化
す
る
も
の
と
し
て
「
贈
与
」
の
現

象
学
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
存
在
は
贈
与
と
し
て
与
え
ら

れ
る
」
と
い
う
表
現
に
含
意
さ
れ
る
「
贈
与
の
は
た
ら
き
」
に
注
目

し
た
現
象
学
で
あ
る6

。
彼
の
初
期
の
主
著
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
存

在
な
き
神( D

ieu sans l’être)

」
と
は
ま
さ
し
く
、「
存
在
を
さ
え
超

越
し
た
神
」
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
ま
だ
主
題
化
さ
れ
て

い
た
「
存
在
」
を
更
に
「
還
元
」
し
、贈
与
作
用
に
よ
っ
て
「
存
在
」
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人
が
、
そ
こ
に
お
い
て
生
死
し
て
い
る
場
所
を
究
明
す
る
現
象
学
が

要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
三
・
五
）『
一
般
者
の
自
覺
的
体
系
』
で
は
、
意
識
論
が
行
為
論

（
意
志
論
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
行
為
論
が
「
内
的
生
命
論
」

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
内
的
生
命
が
宗
教
的
生
命
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
西
田
の
第
一
義
的
関
心
は
、
概
念
に
よ
っ

て
探
求
さ
れ
る
形
而
上
学
的
「
存
在
」
を
め
ぐ
る
抽
象
論
で
は
な
く
、

ま
た
意
識
を
絶
対
的
存
在
と
し
て
そ
こ
に
す
べ
て
を
還
元
す
る
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
の
知
性
的
立
場
に
留
ま
ら
ず
に
、「
存
在
」
と
「
行

為
」
以
前
の
「
内
的
生
命
」
に
宗
教
的
生
命
を
見
る
立
場
で
あ
っ
た
。

（
三
・
六
）
こ
こ
で
い
う
内
的
生
命
と
は
、
決
し
て
主
観
的
な
る
思

想
感
情
に
活
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
西
田
は
、
真
に
内
に
生

き
る
と
い
う
こ
と
は
、「
外
を
内
と
な
す
」
こ
と
で
あ
る
と
注
意
し

た
後
で
、
西
次
の
如
く
内
的
生
命
を
彼
の
哲
学
の
中
で
位
置
づ
け
て

い
る
。内

的
生
命
と
い
ふ
の
は
上
に
言
っ
た
如
く
客
観
を
離
れ
て
空
虚

な
る
主
観
に
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
真
の
内
的
生
命
と
は
自

4

4

4

4

4

4

4

4

4

明
の
現
象
学
」
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
現
象
学
の
方
法
の
基
本

は
、
意
識
現
象
の
志
向
的
内
在
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
区
別
、
本

質
直
観
な
ら
び
に
範
疇
的
直
観
に
基
づ
く
非
感
性
的
直
観
と
、
根
源

的
な
意
識
の
意
味
付
与
作
用
に
あ
る
。
西
田
は
こ
の
よ
う
な
現
象
学

の
考
え
方
と
そ
の
方
法
を
、
彼
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
場
所
論
と
し

て
転
換
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
は
、
意
識
の
根
柢
に
意
志

と
内
的
生
命
を
見
る
西
田
自
身
の
根
本
的
な
考
え
方
に
あ
る
。

（
三
・
四
）
意
識
の
現
象
学
を
、
知
情
意
の
全
て
を
統
合
す
る
身
体

性
に
立
脚
し
た
人
格
的
存
在
と
、
そ
の
よ
う
な
活
き
た
個
人
の
本
来

的
自
己
が
ど
こ
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
を
、
哲
学
的
場
所
論
に
よ
っ

て
究
明
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
象
学
で
言
う
「
超
越
論
的
自
我
」

に
身
体
性
と
事
実
性
に
も
と
づ
く
具
體
性
を
恢
復
さ
せ
、
い
わ
ば
生

活
世
界
の
「
大
地
」
に
し
っ
か
り
と
立
た
せ
る
こ
と
が
西
田
の
方
法

の
根
本
に
あ
っ
た
。「
意
識
一
般
」
と
い
う
普
遍
的
立
場
は
、
西
田

に
と
っ
て
は
生
命
を
持
た
ぬ
抽
象
的
な
自
我
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
形
相
的
な
る
も
の
だ
け
で
な
く
質
料
的
な
る
も
の
を
も
含
ん
だ

「
不
合
理
性
」
を
孕
む
原
事
実
、
そ
の
よ
う
な
事
実
性
に
徹
し
た
個
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の
よ
う
な
内
的
生
命
の
底
は
非
合
理
性
を
孕
ん
で
無
限
に
暗
い
が
、

し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
暗
黒
で
は
な
く
「
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
の
云

ふ
輝
く
暗
黒
」
で
あ
る
。

（
三
・
九
）
こ
の
よ
う
に
外
に
あ
る
非
合
理
な
る
事
実
を
内
へ
と
転

換
す
る
内
的
生
命
は
、
非
合
理
的
な
る
も
の
の
底
に
「
神
の
霊
光
」

を
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
単
な
る
理
性
の
限
界
で
は
語
り

得
な
い
根
源
悪
の
問
題
、
ま
た
感
覚
的
世
界
に
於
て
引
き
受
け
ね
ば

な
ら
ぬ
非
合
理
な
運
命
、
そ
の
運
命
を
引
き
受
け
る
内
的
生
命
、
そ

の
内
的
生
命
自
体
の
暗
い
根
柢
、
そ
の
根
柢
か
ら
「
輝
く
暗
黒
」
と

し
て
顕
現
す
る
「
神
現
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
注
目
し
た
い
。「
宿

業
」
な
い
し
「
宿
命
」
と
い
う
ほ
か
な
い
非
合
理
を
自
ら
肯
定
的
に

引
き
受
け
て
、
そ
れ
を
「
運
命
」
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

逆
説
的
に
宿
命
か
ら
自
由
と
な
る
根
據
は
、
西
田
の
哲
学
的
場
所
論

で
は
、「
絶
対
無
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
し
て
の
絶
対
愛
」お
よ
び「
絶

対
無
の
ノ
エ
マ
的
限
定
と
し
て
の
永
遠
の
今
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
。（『
無
の
自
覺
的
限
定
』
序
、
六
・
一
〇
）

（
三
・
一
〇
）「
我
々
の
行
為
を
限
定
す
る
も
の
は
単
な
る
理
性
で

己
自
身
の
底
に
深
い
非
合
理
的
な
る
も
の
を
見
る
こ
と
で
あ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
。
客
観
の
底
に
横
た
わ
る
深
い
非
合
理
的
な
る
も
の
を
自
己

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

自
身
の
内
容
と
な
す
こ
と
で
あ
る
。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

…
…
非
合
理
な
る
も
の
の

底
に
神
の
霊
光
を
見
る
の
で
あ
る
。
斯
く
行
為
の
底
に
行
為
を

超
え
た
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
い
う
も
の
が
、
私
の
所
謂
内
的
生

命
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
。（
五
・
四
一
四
）

（
三
・
七
）
存
在
論
よ
り
も
行
為
論
を
、
そ
し
て
行
為
論
よ
り
も
生

命
論
の
ほ
う
を
よ
り
根
源
的
と
み
る
の
が
西
田
の
立
場
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
「
外
を
内
と
な
す
」
内
的
生
命
は
、「
自
己
に
外
的
な
る
も

の
を
自
己
自
身
の
運
命
と
し
て
自
己
自
身
の
深
い
内
容
と
考
へ
る
」

も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
「
感
覚
的
な
る
も
の

も
内
的
生
命
の
質
料
と
し
て
宗
教
的
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
」
の
で

あ
る
。

（
三
・
八
）
西
田
の
宗
教
哲
学
は
こ
の
よ
う
に
「
感
覚
的
な
る
も
の

に
も
内
的
生
命
の
質
料
と
し
て
宗
教
的
な
も
の
を
見
い
だ
す
」
と
こ

ろ
に
あ
り
、
単
に
「
形
相
的
な
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
理
性
的
な
る

も
の
」
だ
け
に
宗
教
的
な
る
も
の
を
見
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
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バ
ル
ト
に
よ
っ
て
先
鋭
な
形
で
表
現
さ
れ
た
自
然
神
学
（
哲
学
的
な

神
学
）
否
定
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
人
間
本
性
の
堕
落
（
原
罪
）
以

後
の
神
認
識
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
次
の
点
で
異
な
る
観
点
を
と
っ

て
い
る
。

聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
私
た
ち
が
そ
れ

に
よ
っ
て
父
自
身
を
理
解
す
る
精
神
と
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
通

し
て
父
を
理
解
す
る
真
理
の
間
に
は
如
何
な
る
被
造
物
も
介
在

し
て
い
な
い7

。」 

最
も
聖
な
る
教
父
の
言
葉
に
お
い
て
私
た
ち

は
、
人
間
本
性
は
原
罪
の
後
も
そ
の
栄
位
を
全
く
う
し
な
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
そ
れ
を
保
持
し
て
い
る
と
理
解

す
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
…
…
だ
か
ら
私
た
ち
の
精
神
と

神
と
の
間
に
は
い
か
な
る
被
造
物
も
介
在
し
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
私
た
ち
は
無
力
さ
に
あ
っ
て
も
、
神
を
ま
っ
た
く
捨
て
去

っ
た
の
で
は
な
い
し
、
神
に
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
も

な
い
の
で
あ
る
。
魂
や
身
體
の
宿
痾
の
病
の
た
め
に
、
そ
れ
に

よ
っ
て
私
た
ち
が
神
を
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
そ
こ
に
お

い
て
創
造
者
の
像
が
優
れ
た
形
で
造
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
精
神

は
な
く
、
イ
デ
ア
の
底
に
は
イ
デ
ア
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と

共
に
、
イ
デ
ア
的
限
定
を
も
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
の
が

西
田
哲
学
の
生
命
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
、
西
田
が
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
の
主
知
主
義
の
限
界
を
超
え
て
旧
約
聖
書
の
世
界
と
内
的
対
話

を
す
る
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
の
議
論
を
先
取
り
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。
非
合
理
的
な
る
歴
史
的
事
実
を
含
み
つ
つ
も
、

そ
の
「
外
な
る
非
合
理
を
内
へ
」
と
転
換
し
、
内
的
生
命
の
底
に
神

の
霊
光
す
な
わ
ち
神
現
を
見
た
新
旧
約
聖
書
に
記
録
さ
れ
た
宗
教
的

経
験
に
哲
学
の
側
か
ら
肉
薄
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
最
晩
年
の
西
田
哲

学
の
主
題
の
一
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。

場
所
的
辯
證
法
の
徹
底

（
四
・
一
）
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
は
、
西
方
教
会
に
東
方
教
会
の
霊
性
を

導
入
し
た
人
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ギ
リ
シ
ャ
正
教
と
ロ
ー
マ
ン
・

カ
ト
リ
ッ
ク
の
霊
性
的
伝
統
の
大
胆
な
る
統
合
者
で
あ
る
が
、
ル
タ

ー
以
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
お
よ
び
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
じ
ま
り
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尾
一
貫
せ
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
悪
行
と
永
劫
処
罰
へ
の
予
定
と
い

う
も
の
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
立
場
（
普
遍
的
・
宇
宙
論
的
救
済
）

を
説
く
こ
と
が
、
首
尾
一
貫
し
た
帰
結
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
四
・
二
）
人
間
本
性
は
、
如
何
に
堕
落
し
た
と
し
て
も
、
神
を
識

別
す
る
人
間
の
精
神
の
目
は
毀
損
さ
れ
ず
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え

方
は
、
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ

の
考
え
方
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
目
を
持
つ
と
き
、
哲
学

は
真
の
哲
学
と
な
り
、
哲
学
を
啓
示
さ
れ
た
真
理
に
む
け
て
開
眼
さ

せ
る
力
と
な
る
と
い
う
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
考
え
は
、
神
の
恩
寵
に
基

づ
く
神
人
協
働
（
シ
ュ
ネ
ル
ギ
ア
＝
神
の
働
き
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）

に
お
け
る
一
致
）
と
神
化
（
テ
オ
ー
シ
ス
）
を
重
視
す
る
東
方
教
会

の
正
統
的
な
考
え
と
は
全
く
齟
齬
を
も
た
ら
さ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た

が
、
西
方
教
会
で
は
、
ロ
ー
マ
教
会
に
お
い
て
も
宗
教
改
革
者
に
お

い
て
も
共
に
、
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
よ
う
な
考
え
方
は
受
容
さ
れ
な
か

っ
た
。　

バ
ル
ト
は
ス
イ
ス
の
改
革
派
教
会
の
伝
統
を
現
代
に
於
て
再
興
し

た
代
表
的
な
神
学
者
で
あ
る
が
、
彼
は
ブ
ル
ン
ナ
ー
と
の
論
争
に
お

の
眼
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。( II: 5–531)

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
は
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
文
書
の
翻
訳
以
前
に
、
当

時
問
題
と
さ
れ
て
い
た
神
学
的
な
二
重
予
定
説
に
反
対
す
る
著
作
を

書
い
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
高
度
に
思
弁
的
で
あ
り
、
か
つ
真
の
哲

学
は
真
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
書
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
同

時
代
の
神
学
者
に
は
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
時
代
に
先
駆
け
た
彼
の

見
解
は
、
基
本
的
に
は
、
人
間
の
自
由
意
志
の
「
存
在
」
は
神
の
贈

与
と
し
て
、
決
し
て
無
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
能
力

の
み
が
毀
損
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
悪
と
い
う

も
の
は
第
一
義
的
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
予
知
は
虚
無

に
は
関
わ
ら
ず
（
虚
無
を
知
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
）、
永

劫
処
罰
も
予
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
神
の
選
び
と
予
定
は
救
済
の
決

定
で
あ
っ
て
、
罪
を
犯
す
も
の
は
そ
の
こ
と
自
体
が
罰
な
の
で
あ
っ

て
、
神
は
さ
ら
に
永
劫
の
罰
な
ど
は
予
定
し
な
い
。
悪
人
・
罪
人
の

未
来
に
お
け
る
救
済
は
未
決
定
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

万
物
が
神
に
由
来
し
神
へ
還
る
と
い
う
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
と
る
限

り
、
救
済
さ
れ
ぬ
例
外
的
存
在
が
あ
る
と
云
う
こ
と
は
論
理
的
に
首
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論
と
い
う
両
極
の
中
道
を
志
向
す
る
宗
教
哲
学
の
立
場
で
あ
る
。
後

期
西
田
哲
学
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」
は
、「
即
非
」
の
絶

対
否
定
を
ふ
ま
え
た
「
即
」
の
同
一
性
を
示
す
仏
教
思
想
の
論
理
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
仏
教
的
な
哲
学
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
キ
リ

ス
ト
教
の
啓
示
神
学
の
論
理
に
ま
で
及
ぶ
射
程
を
持
っ
て
い
る
。

（
四
・
四
）
バ
ル
ト
は
『
教
会
教
義
学
』
の
救
済
論
の
も
っ
と
も
重

要
な
箇
所
、
十
字
架
上
で
の
贖
罪
死
を
選
ん
だ
「
神
の
子
の
従
順

(D
er G

ehorsam
 des Sohnes G

ottes)

」
を
語
る
と
き
に
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
を
「
我
々
に
代
わ
っ
て
審
か
れ
た
も
う
た
者
と
し
て
の
審

判
者(D

er Richter als der an unserer Stelle G
erichtet)

」
と
言
表

す
る
。
審
判
者
が
同
時
に
審
か
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
対
象

論
理
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
言
説
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
自
己
が

自
己
自
身
を
審
く
な
ど
と
い
う
道
徳
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
い
。
十
字

架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順
で
あ
っ
た
神
の
子
を
審
き
、
贖
罪
の
子
羊

と
し
て
犠
牲
に
供
さ
せ
た
父
な
る
神
が
、
子
な
る
神
と
同
一
の
神
で

あ
る
と
い
う
の
が
正
統
信
仰
の
基
本
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
一
性

こ
そ
、
ま
さ
に
矛
盾
的
自
己
同
一
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。

い
て
、
堕
落
後
の
人
間
が
恩
寵
な
し
で
神
を
認
識
す
る
能
力
が
あ
る

こ
と
を
否
定
し
、
自
然
神
学
を
汎
神
論
と
し
て
全
面
的
に
切
り
捨
て

た8

。
バ
ル
ト
の
自
然
神
学
批
判
は
、
徹
底
し
た
超
越
的
内
在
の
立
場

で
あ
り
、
人
間
か
ら
神
に
至
る
道
を
否
定
し
、
神
か
ら
人
間
に
来
る

道
の
み
を
一
方
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

バ
ル
ト
の
「
超
越
的
内
在
」
の
神
学
の
議
論
は
、
そ
の
徹
底
性
に

於
て
、
自
由
主
義
神
学
の
み
な
ら
ず
、
彼
に
追
随
し
た
辯
證
法
的
神

学
者
を
ぬ
き
ん
で
て
い
た
ラ
ジ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ー

こ
れ
は
西
田
は
充
分
に
認
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
西
田

が
言
う
「
内
在
的
超
越
」
の
立
場
は
、
バ
ル
ト
の
如
き
キ
リ
ス
ト
論

的
集
中
に
も
と
づ
く
「
超
越
的
内
在
」
の
立
場
を
含
み
つ
つ
、
そ
の

な
か
に
含
ま
れ
る
ド
グ
マ
を
越
え
て
成
立
す
る
宗
教
哲
学
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

（
四
・
三
）
私
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
場
所
の
論
理
の
徹
底
こ

そ
が
、
最
晩
年
の
西
田
の
い
う
「
萬
有
在
神
論
」
の
特
徴
で
あ
っ
た

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
万
有
在
神
論
と
は
、
万
有
が
神

に
於
い
て
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
点
に
於
い
て
、
超
越
神
論
と
汎
神
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う
如
き
言
葉
を
耳
に
す
る
。
こ
れ
も
対
象
論
理
的
に
考
え
れ
ば
理
解

不
能
な
発
言
で
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
は
傲
慢
な
発
言
と
思
う
で
あ
ろ

う
が
、
実
際
は
全
く
そ
の
正
反
対
で
あ
る
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
語
り
手
は
、「
私
の
場
所
」
に
於
い
て
キ
リ

ス
ト
の
贖
罪
死
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
地
獄
の
業

火
に
焼
か
れ
る
こ
と
必
定
の
反
逆
者
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
心

の
底
か
ら
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
義
人
」

の
た
め
で
は
な
く
、
極
悪
非
道
の
罪
を
現
に
犯
し
た
私
、
キ
リ
ス
ト

を
誹
謗
し
キ
リ
ス
ト
に
反
逆
し
た
私
の
た
め
に
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
は

死
ん
で
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

（
四
・
八
）「
キ
リ
ス
ト
と
共
に
十
字
架
上
で
死
に
、
キ
リ
ス
ト
と

共
に
復
活
す
る
」
と
い
う
贖
罪
死
の
古
き
教
義
に
お
け
る
「
共
に
」

を
「
キ
リ
ス
ト
に
於
い
て
」
と
い
う
場
所
論
的
な
言
語
で
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、キ
リ
ス
ト
は
「
私
の
場
所
に
お
い
て
（
私
に
代
わ
っ
て
）

死
に
」「
私
は
キ
リ
ス
ト
於
い
て
復
活
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。
こ
の
逆
対
応
的
な
場
所
の
論
理
は
、
キ
リ
ス
ト
や
私
を

（
四
・
五
）「
我
々
に
代
わ
っ
て
」
と
は
文
字
通
り
に
訳
せ
ば
「
我
々

の
場
所
に
於
い
て
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
十
字
架
に
附
け
ら
れ
た
イ

エ
ス
が
、
わ
れ
わ
れ
各
人
が
今
此
処
で
生
き
て
い
る
「
場
所
」
に
於

い
て
、
隠
れ
た
る
神
と
し
て
「
神
現
」
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

（
四
・
六
）
対
象
論
理
的
に
い
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
時
の
隔

た
り
を
も
ち
、
空
間
的
に
も
遠
く
隔
て
ら
れ
た
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
で
、

十
字
架
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
イ
エ
ス
は
、
多
く
の
異
邦
の
民
に
と
っ

て
は
目
立
た
ぬ
ロ
ー
カ
ル
な
年
代
記
的
な
事
件
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
と
信
じ
て
信
仰
告
白
を
す
る
者

に
と
っ
て
は
、
そ
の
事
件
は
、
一
人
一
人
が
今
此
処
で
死
の
深
き
淵

よ
り
活
か
さ
れ
て
生
き
る
実
存
の
「
場
所
」
に
お
い
て
生
起
す
る
出

来
事
と
な
る
の
で
あ
る
。　

そ
の
と
き
、
こ
の
出
来
事
は
、
各
人
の

場
所
に
於
け
る
「
原
始
歴
史
」
と
し
て
、
ま
さ
に
新
し
き
時
の
始
ま

り
と
な
る
。
そ
の
と
き
、
贖
罪
死
の
出
来
事
は
、
ま
さ
に
自
己
自
身

の
事
柄
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
四
・
七
） 

我
々
は
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
告
白
の
中
で
、
時
に
「
キ

リ
ス
ト
は
私
一
人
の
た
め
に
十
字
架
で
死
ん
で
く
だ
さ
っ
た
」
と
い
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で
あ
る( U

bi est Jesus)

」
と
答
え
た
が
、
こ
れ
こ
そ
が
対
象
論
理
的

な
「
場
所
」
へ
の
問
に
た
い
し
て
、
場
所
的
論
理
の
「
場
所
」
を
も

っ
て
答
え
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か9

。

註

　

*
 

読
者
の
皆
様
へ
―
こ
の
原
稿
は
未
完
で
す
が
、
す
で
に
か
な
り
長
文
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
擱
筆
い
た
し
ま
す
。

1
 

 Johannis Scoti Eriugenae Periphyseon, edited w
ith English trans. 

by P. Scheldon-W
illiam

s, D
ublin 1981, vol. 3, pp.681–2 .Eriugena

は

「
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
」
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
す
る
方
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
西
田
の
引
用
文
で
の
呼
び
方
に
倣
っ
て
「
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
」
と

表
記
し
た
。

2
 

邦
訳
は
、
中
世
思
想
原
典
集
成
第
６
巻
、
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
（
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
）
平
凡
社
、
二
〇
〇
二 

所
収
、

ペ
リ
フ
ュ
セ
オ
ン
の
今
義
博
訳
（
同
書
、
第
一
九
章
五
七
三
頁
参
照
）

に
基
本
的
に
し
た
が
っ
た
が
、
今
氏
が
言
葉
と
訳
さ
れ
たnom

en 

を

私
は
「
名
号
」
と
訳
し
た
い
。

実
体
的
な
人
格
と
し
て
捉
え
る
限
り
で
は
、
単
な
る
法
的
な
贖
罪
論

―
そ
こ
で
は
身
代
わ
り
と
な
っ
た
人
と
、
助
け
ら
れ
た
人
は
、
あ
く

ま
で
も
別
人
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
―
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
く
、
キ

リ
ス
ト
と
共
に
死
に
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
甦
る
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
よ

う
な
自
己
自
身
の
実
存
に
関
わ
る
言
葉
は
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
四
・
九
）
バ
ル
ト
自
身
も
教
義
学
の
「
救
済
論
」
の
な
か
で
「
イ

エ
ス
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
人
間
の
存
在( D

as Sein des M
enschen in 

Jesus C
hristus) 

」
を
語
る
。「
人
間
の
存
在
の
場
所
」
で
あ
る
キ
リ

ス
ト
を
語
る
こ
と
は
、
新
約
聖
書
の
多
数
の
テ
キ
ス
ト
が
証
し
す
る

こ
と
で
あ
る
。

（
四
・
一
〇
）
こ
の
よ
う
な
場
所
論
に
基
づ
く
神
学
的
思
惟
を
も
っ

と
も
端
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
、
時
代
は
中
世
と
近
代
の
境
界

に
ま
で
遡
る
が
、
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
と
同
じ
く
東
方
教
会
の
霊
性
の
影

響
を
強
く
受
け
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
萬
有
在
神
論
に
お
い

て
先
取
り
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、

か
つ
て
公
現
節
の
説
教
で
「
イ
エ
ス
は
今
ど
こ
に
居
ま
す
か
（U

bi 

est Jesus?

）」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、「
イ
エ
ス
こ
そ
が
場
所
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そ
の
同
じ
本
性
の
向
上
か
ら
神
現
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。（
一
・
九
～

四
四
九
）

6
 

こ
こ
で
は
詳
論
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
は
贈
与

( dationes)

と
恵
与( donationes)

を
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い

る
。贈

与
と
い
う
の
は
、
本
来
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
自
然
本
性
が
存

在
す
る
と
こ
ろ
の
分
配
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い

る
。
他
方
、
恵
与
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
す

べ
て
の
自
然
本
性
が
引
き
立
て
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
恩
恵
の
分
配
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
存
在
は
贈
り
物

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 (datum
)

4

4

4

4

4

4

と
呼
ば

4

4

4

れ4

、
す
べ
て
の
力
が
賜
物 (donum

)

と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ

れ
ゆ
え
神
学
は
、「
善
い
贈
り
物
と
完
全
な
賜
物
と
は
、
皆
、
上
か
ら
、

光
の
父
か
ら
下
っ
て
く
る
」（
ヤ
コ
ブ
第
一
章
十
七
節
）
と
い
う
の

で
あ
る
。(III: 3-632)

7
 

Augustinus, D
e vera religione, 55,113.

8
 

「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
自
覚
を
深
め
て
い
く
『
一
般

者
の
自
覺
的
体
系
』
は
「
本
来
の
自
己
の
現
象
学
」
で
有
り
、
仏
教
的

な
用
語
を
使
う
な
ら
ば
聖
道
門
の
竪
出
な
い
し
竪
超
の
立
場
と
言
っ
て

良
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、『
無
の
自
覺
的
限
定
』
に
お
い
て
「
絶
対

の
他
」
を
語
る
文
脈
は
、
弁
証
法
神
学
の
他
者
論
を
西
田
の
立
場
か
ら

3
 

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
元
来
の
用
語
で
あ
る
「
発
出
」

と
「
帰
還
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
下
降
と
上
昇
と
い
う
表
現
を
用
い

た
理
由
は
、「
絶
対
無
」
が
「
欠
如
的
な
無
（
質
料
）」
と
は
ち
が
う
卓

越
性
に
よ
る
「
無
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
往
還

の
運
動
は
、
時
間
的
な
因
果
的
プ
ロ
セ
ス
を
必
要
と
す
る
物
質
の
運
動

で
は
な
く
、往
還
同
時
的
な
る
魂
の
運
動
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

4
 

実
際
、
西
田
は
「
一
般
者
の
自
覺
的
限
定
」
の
總
説
に
お
い
て
、
彼
の

云
う
「
絶
対
無
の
自
覚
」
を
仏
教
的
な
用
語
で
、「
色
即
是
空
、
空
即

是
色
の
宗
教
的
体
験
」
と
説
明
し
て
い
る
。（
五
・
四
五
一
）

5
 

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
は
、
神
現
で
い
う
神
の
下
降
を
基
督
の
謙
遜
に
結
び
つ

け
て
次
の
よ
う
に
云
う
。

神
現
は
神
以
外
の
も
の
か
ら
惹
き
お
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の

御
言
葉
、
つ
ま
り
父
の
知
恵
で
あ
る
独
り
子
が
、
い
わ
ば
下
の
方
へ
、

御
言
葉
に
よ
っ
て
造
ら
れ
浄
め
ら
れ
た
人
間
本
性
の
ほ
う
へ
と
謙
遜

す
る
こ
と
、
上
の
方
へ
は
先
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
御
言
葉
の
方
へ
、

神
の
愛
を
通
し
て
人
間
本
性
が
向
上
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
私
が
謙
遜
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
受
肉
に
よ
っ

て
成
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
被
造
物
の
テ
オ
ー
シ
ス
、
つ
ま
り
神

化
に
よ
っ
て
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
恩
恵
に
よ
る
人
間
本
性

へ
の
神
の
知
恵
の
そ
う
い
う
謙
遜
と
、
選
び
に
よ
る
神
の
知
恵
へ
の
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論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
教
的
な
用
語
を
使
え
ば
本
願
他
力
に
よ
る
横

超
の
立
場
の
哲
学
的
解
明
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
二
つ

の
道
を
共
に
「
場
所
の
論
理
」
で
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的

な
展
開
は
、
辯
證
法
的
な
る
歴
史
的
世
界
を
主
題
と
す
る
哲
学
論
文
集

の
創
造
作
用
論
を
挟
ん
で
、
最
晩
年
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界

観
」
に
お
い
て
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
見
て
良
い
。

9
 

Josef K
och, C

usanus Texte: I, Predigten 2/5, In die Epiphaniae, 

Brixinac, 1456, pp. 84–117 

た
な
か
・
ゆ
た
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