
講
演
；>

歴

史
•

人

格

•
倫
理

——
『

宗
教
と
は
何
か

』

に
因
ん
で

——

延
原
時
行

序

諸
宗
教
間
の
対
話
論
的
出
会
い
を
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
の 

パ
ー

ス

ぺ

ク

テ

イ
ブ
は
い
ろ
い
ろ
有
る
。
ジ

ョ

ン

•
ヒ
ッ
ク
が

明
ら
か 

に
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
的
な
、
乃
至
は
究
極
的
な
実
在
の
経
験
の
様 

態
に
お
け
る
相
違
に
か
ん
が
み
て
、
諸
宗
教
間
の
互
い
に
相
反
す
る
真 

理
証
言
を
含
ん
だ
出
会
い
に
つ
い
て
先
ず
語
る
こ
と
が

出
来
る
。
■第一

一
 

の
.判
定
法
は
、
実
在
に
関
す
る
哲
学
的
、
神
学
的
理
論
の
相
違
に
説
明 

を

ほ
ど
こ
す
こ
と
で

あ
る
。
そ

う

し

て

第
三
の
パ
ー

ス

ぺ

ク

テ

イ
ブ
は 

と
い
え
ば
、
宗
教
的
経
験
と
思
惟
と
を
統
一
す
る
、
根
本
的
な
、
乃
至 

は
啓
示
的
な
経
験
に
お
け
る
相
違
を
扱
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
な
の
で 

あ
る
。
宗
教
間
対
話
は
、
経
験
的
か
つ
啓
示
的
パ
ー

ス

ぺ

ク

テ
ィ
ブ
を 

同
時
に
内
に
包
み
な
が
ら
で
は
あ

る

と

し
て
も
、
哲
学
的
か
つ
神
学
的 

な
対
話
に
歩
み
を
進
め
始
め
る
時
、
き
わ
め
て
重
大
か
つ
真
剣
な
段
階 

に
入
る
、

と

い

う

こ

と

は

、
注

目

さ

れ

る

べ

き

事

柄

で

あ

る

。

例

え

ば

、 

淹
澤
克
己
の
ド
イ
ツ
語
で
の
著
書『

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
的
基

礎
に
関
す
る
省
察』

w
e
fle

x
io

n
e
n

 

U
ber  

d
ie

 

u
n
iv

e
rs

a
le

 

G
rund-

 

lag
e

 

v
o
n

 

B
u
d
d
h
is

m
u
s

 

u
n
d

 

C
h
riste

n
tu

m

 

(

一
 
九
八
〇)

、
ジ
ョ 

ン

•
 

B 

•
カ
ブ

、Jr
.

著

『

対

話

を

超

え

て——

キ

リ

ス

ト

教

と

仏

教 

の
相
互
変
革
の
展
望』

(

拙

訳一

九
八
五
年)

B
e
y
o
n
d

 

D
ia

lo
g
u
e
:

一
 

T
o
w

a
rd

 

a  

M
u
tu

a
l  

T
ra

a
s
to

rm
a
tlo

n

 

o
f  

C
h
ris

tia
n
ity

 

a
n

d

70 

B
u
d
d
h
ism

 

(
一

九
八
ニ)

、
そ
う
し
て
今
問
題
に
し
て
い
る
西
谷
啓
治
一 

著

『

宗
教
と
は
何
か』

(

著
作
集
第
十
三
巻
、
創
文
社
、

一
九
八
七
年
、I  

九
六
一
年
執
筆)

英
訳 

R
e
lig

io
n

 

an
d

 

N
o
th

in
g
n
e
ss

,tra
n
s.w

ith

 

an

 

in

JTo
d
.b

y

 

Ja
n

 

V
a
n

 

B
fa

g
t,fo

re
w

o
rd

 

by

 

'W
m

sto
n

 

L
.K

1 

n
g

 

(B
e
J-

k
e
le

y
:U

n
iv

e
rsity

 

o
f  

C
a

lif0
3

ia

 

P
3

S
S

,

一
 

九
八
一一

)

で 

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
他
宗
教
の
パ
ー 

ス
ぺ
ク
テ
ィ
ブ
を
自
ら
の
宗
教
的
信
念
の
中
核
に
お
い
て
能
う
る
限
り 

知
的
に
、
首
尾
一
貫
し
て
評
価
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
経
験
的
な
、
 

ま
た
啓
示
的
な
次
元
に
於
け
る
相
違
の
た
ん
に
相
対
主
義
的
な
認
識
だ 

け
で
は
、
十
分
で
は
な
い
。

西
谷
著
の
主
要
な
重
要
性
は
こ
の
点
、
仏
教
的
世
界
観
、
乃
至
は
彼



自
身
が
空
の
立
場
と
名
付
け
る
も
の
を
、
東
洋
人
の
み
な
ら
ず
西
洋
文 

明
一

般
の
運
命
の
解
釈
に
と
っ
て
内
部
的
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
徹 

底
的
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼 

が
基
本
的
に
言
っ
て
目
差
し
て
い
る
の
は
、「

無
か
ら
の
創
造」

crea-  

tio

 

ex  

n
ih

ilo
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
中
に
、
神
が
こ
の
世
界 

の
中
の
何
処
に
も
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
、
即
ち
神
は
死
ん
だ
、
と
い
う 

重
大
な
事
実
を
見
た
あ
の
ニ
ー
チ
ヱ
に
よ
っ
て
、
深
く
体
験
さ
れ
、
明 

確
な
か
た
ち
で
論
証
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
脱
す
る 

こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
西
谷
は
、
キ
リ
ス
ト
教 

的
西
洋
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
人
間
の
窮
境
で
あ
る
ニ 

ヒ
リ
ズ
ム
を
、
彼
の
仏
教
的
信
念
の
中
核
を
成
す
空
に
よ
っ
て
超
克
し 

よ
う
と
努
め
る
わ
け
で
あ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対 

す
る
、
か
つ
て
そ
の「

異
端
的」

乃

至「

根
本
的」
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス 

主
義——

一
一
一
六
〇
年
代
及
び
一
一
一
七
〇
年
代
パ
リ

大
学
に
お

い

て

展 

開
さ
れ
た
哲
学
運
動
^

——

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
に
も
比
す
べ
き
深 

刻
深
遠
な
形
而
上
学
的
挑
戦
を
認
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。 

フ

ヱ

ル
ナ
ン
ド

.
ヴ
ァ
ン
.
ス
テ
！

ン
べ

ル
ゲ
ン
に
よ
れ
ば
、
シ
ガ
！ •  

才
プ•

ブ
ラ
パ
ン
ト
や
ボ
エ

テ

ィ

ウ

ス•

才
プ
•
ダ
シ
ア
の
よ
う
な
根 

本
的
な
ア
リ
ス

ト

テ
レ

ス
主
義
#
*
に

よ

っ
て
十
三
世
紀
西
洋
共
同
体 

に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
的
危
機
は
、
三
つ
の
イ
ッ
シ
ュ
ウ
か
ら
成 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
世
界
の
永
遠
性
、
モ
ノ
サ
イ
キ
ズ
ム(

単 

一
心
理
主
義)

、
お
よ
び
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム(

理
性
主
義)

(

こ
れ
は
悪
名

高
き「

二
重
真
理」

説
を
含
む)

で
あ
る
。
哲
学
的
神
学
の
歴
史
に
お
け 

る
も
っ
と
も
生
産
的
な
期
間
の|

つ
が
発
現
し
た
の
は
、
こ
の

背
景
の 

も
と
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
時
代
の
そ
の 

他
の
指
導
的
思
想
家
達——

い
ち
ば
ん
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
人
を
挙
げ 

れ

ば

、
聖

ボ

ナ

ヴ
ヱ

ン

ト

ゥ

ラ

と

聖

ト

マ

ス

.
ア
ク
ィ
ナ
ス——

が
キ 

リ
ス
ト

教
信
仰
を
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

主
義
の
攻
撃
か
ら
防
禦
し
た
の
で 

あ

る

。

た
し
か
に
、
ア
ク

ィ

ナ

ス

と

他
の
古
典
的
哲
学
的
神
学
の
指
導 

者
達
は
、
か
く
し
て
、
根
本
的
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

主
義
に
よ
っ
て
惹
き 

起
こ
さ
れ
た
危
機
を
封
じ
込
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
も
彼
ら
は
、
 

彼
ら
の
神
学
の
中
に
、
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

主
義
的
形
而
上
学
の
秘
か
な 

影
響
を
、
一
一
元
論
的
思
惟
様
態
を
生
じ
さ
せ
る
実
体
論
哲
学
の
か
た
ち
一 

に
お
い
て
と
ど
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
神
学
の
ア
キ
71 

レ
ス

腱
で
あ

る

実
体
論
哲
学
が
キ

リ

ス

ト

教

的
西
洋
の
内
部
か
ら
ニ

!

一
 

チ

ヱ

や

フ

ォ

ィ

エ

ル

バ

ッ

ハ

の
よ
ぅ
な
徹
底
的
思
索
家
達
に
よ

っ
て
問 

題

と

さ

れ

、
遂

に

は

こ

こ

か

ら

、

至
高
の
実
体
乃
至
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
が 

Ip
su

m

 

E
sse  

S
u
b
siste

n
s  

(

自
存
す
る
存
在
自
体)

と
名
付
け
る
も
の 

と

し

て

の

神
は
、
少
な
く
と
も
彼
が
こ
の

定
義
通
り
世
界
に
無
関
係
な 

も
の
で
あ
る
限
り
、
死
ん
だ
、
と
宣
言
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
、

十
分
注
意
し
て
し
か
る
べ
き
重
要
性
を
も
つ
事
柄
な
の
で
あ
る
。

西
谷
が
そ
の
空
の
パ
ー

ス

ぺ

ク

テ
ィ
ブ
か
ら
し

て

キ

リ

ス

ト

教

的
西 

洋
の
問
題
を
、
西
洋
的
ニ
ヒ

リ

ズ

ム

に

あ

る

「

虚
無
的
な
も
の」

(n
ih

l  

ilu
m

)
へ
の
隠
さ
れ
た
執
着
を
空
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
解
決
■
 

し

よ

ぅ

と

意
欲
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の

点
に
か
ん
が
み
て
の
こ
と



な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
彼

は

(

私
の
見
る
と
こ
ろ)

先
に
述
べ
た 

形
而
上
学
の
二
つ
の
ィ
ッ
シ
ュ
ゥ(

争
点)

の
新
し
い
闡
明
に
立
ち
至 

る
わ
け
で
あ
る
。
小
論
の
目
的
は
、
こ
の
闡
明
を
私
自
身
の
対
話
論
的 

神
学
と
し
て
の
キ

リ

ス

ト

教

弁
証
論
の
パ
ー

ス

ぺ

ク

テ
ィ
ブ
か
ら
検
討 

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

I

世
界
の
永
遠
性——

歴
史
の
問
題

西
谷
に
と
っ
て
第1

の
問
題
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
と
同
様
、
 

世
界
の
問
題
、
コ

ス

モ

ロ
ジ
ー
な
の
で
あ
る
。
今
日
周
知
の
よ
う
に
、
 

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
世
界
の
無
制
限
の
永
遠
性
に
つ
い
て
の
根
本
的
ア
リ 

ス
ト
テ
レ
ス

主
義
者
達
の
主
張
を
、
世
界
は
、
無
か
ら
神
に
よ
っ
て
創 

造
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら「

現
実
に」

(

5 a
c

t)
で
は
な
く
、「

可
能 

的
、
潜
勢
的
に」

(In

 p
o
te

n
c
y
)

に
だ
け
永
遠
で
あ
る
、
と
言
う
こ 

と
に
よ
っ
て
論
駁
し
た
。
そ
の
際
、
他
面
で
は
、
我
々
は
理
性
に
よ
っ 

て
、
世
界
に
は
始
め
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
論
証
出
来
な
い
、
と
用 

心
深
く
押
さ
え
て
お

い

た

。

こ
れ
は
私
の
見
る
限
り
、
こ
の
問
題
へ
の 

秀
逸
な
解
法
で
あ
っ
た
し
、
今
日
で
も
依
然
と
し
て
そ
う
で
あ
る——
 

た

だ

し

、「

可
能
性
、
潜
勢
力」

(p
o
te

n
c
y
)

と
い
う
タ
ー
ム
の
語
義 

は
、
と

こ

と
ん
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と

い

う

こ

と

を

除
い
て 

の
話
で
は
あ
る
が
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
自
身
は「

可
能
性
、
潜
勢
力
に
お
い 

て
無
限」

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て「

不
確
定
的
に
増
加
す
る
有
限
な
連 

続」

を
意
味
し
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
彼
の
第
一
の
意
図
は
数
学
的
な
も 

の
で
あ
っ
た——

例
え
ば
、
連
続
体
の
不
確
定
的
分
割
と
か
、

一

個
の

数
へ
の1

か
ら
九
ま
で
の
数
の
不
確
定
の
付
加
と
か
い
っ
た
こ
と

を
考 

え

る

こ
と
が
出
来
る
、
と
い
っ
た
風
に
。
西
谷
も
ま
た
、
ポ
ー
テ
ン
シー

 

(

可
能
性)

を
不
確
定
性(

例
え
ば
第
六
章「

空
と
歴
史」

)

と
同
義
的
に 

考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
実
際
に
は
、「

我
 々

は
不
断
に
何
か
を『

な
す』

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る」

(

ニ
四
ニ
頁)  

と
い
う
意
味
に
お
い
て
宿
業
的
な
も
の
と
し
て
の
時
の
性
格
を
意
味
す 

る
と
同
時
に
、「

創
造
的
自
由
に
お
け
る
無
限
な
可
能
性
の
場」

(

ニ
四 

一
頁)

と
し
て
の
時
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
性
格
を
彼
は 

ま

た「

無
限
な
有
限
性」

(
一

九
一
、1

=
一
九
頁)

、「

無
限
の
開
け」

(1

一
 

四
o
頁)

乃

至「

無
限
衝
動」

( 「

貪

愛」
「

欲

望」
「c

u
p
id

itu
s
」
「concu-

 

p
is

c
s
tia

」

の
意
味
を
含
ん
で)

(

ニ
四
ニ
頁)

と
も
呼
ぶ
。 

j  

上
述
の
と
こ
ろ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
谷
の
世
界
の
永
遠
性
の
見

72 

方
は
宿
業
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
こ
れ
を
、
数

学

的

不
一
 

確
定
性
を
意
味
す
る
も
の
と
取
っ
て
い
る——

彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ー 

テ
ン
シ

ー

の

違
っ
た
説
明
に
応
じ
て
の
こ

と

で

あ

る

の

だ
が
。
し
か
し 

な
が
ら
、
西
谷
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

(

宇
宙
論)

は
こ
こ
に
止
ま
ら
な
い
。 

む
し
ろ
一
層
深
い
次
元
、
空
性
へ
と
道
を
譲
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て 

彼
に
と
り
、
世
界
の
永
遠
性
と
し
て
の
時
は
、
虚

無(

即
ち
宿
業
•
カ
ー 

ル
マ)

か
ら
空
性
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
移
行
を
包
含
し
た一

一
義
的
な
も
 

の

だ
、
と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で
あ
る
。
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
 

「
『

時』
が
本
質
的
に一

一
義
的
で
あ
る
こ
と
は
、『

時』

が
本
質
的
に
根 

本
的
転
換
の
場
、『

回
心』

と

か

『

fe
_』

と

か

の

場
だ

と

い

う

こ

と

.  

で
あ
る」

(

ニ
四
四
頁)

。
こ
の
一
節
は
、
鈴
木
大
拙
が
論
文「

覚
り
と



無
明」

(
-

E
n
lig

h
ts

m
s
t  

an
d

 

Ig
n
o
ra

rlc
e
o

の
中
で
示
し
た
以 

下
の
よ
う
な
四
聖
諦
の
解
釈
を
私
に
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
、——

 

「

実
際
の
と
こ
ろ
、
無
明
は
覚
り
の
否
定
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な

ぃ」

。い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
谷
が
、
時
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
根
元
的
な
コ 

ン
ヴ
ァー

ジ
ョ
ン
と
し
て
言
及
す
る
も
の
の
中
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
の 

は
、
ポ~

テ
ン
シー
は
、
も
し
そ
の
最
深
の
レ
べ
ル
ま
で
迪
っ
て
行
く 

な
ら
ば
、「

万
物
の
存
在
可
能
の
場」

(

第
四
章「

空
の
立
場」

、
こ

と

にI  

七
ニ
頁
。
ニ
〇
四
頁
も
参
照)
と
し
て
の「

空」

の
立
場
以
外
の
な
に
も 

の
で
も
な
い
、
と
い
う
事
柄
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
ポ
ー 

テ
ン
シ
ー
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
一
つ
に
集
め
結
び
つ
け
、
世
界
を
し 

て
世
界
た
ら
し
め
る「

力
の
場」

を
成
す
の
で
あ
る(

一
六
九
頁)

。
こ 

こ
で
、
空
と
し
て
の
ポ
ー
テ
ン
シ
ー
は
、
理
性
の
場
で
顕
に
な
る
事
物 

の

「

形
相」

、
即
ち
実
体
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
が
銘
記
さ
れ
る 

べ
き
で
あ

る

。

と
い
う
の
も
、
そ

れ

は(

私
の
見
る
と
こ
ろ)

究
極
的 

形
而
上
学
的
実
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ

う

し

て

西
谷
は
、
哲
学
的
に
言
っ
て
、
決
定
的
な
点
に
到
達
し
た
。 

私
見
に
よ
れ
ば
、
西
洋
的
形
而
上
学
の
修
正
に
た
い
す
る
彼
の
最
大
の 

貢
献
の
一
つ
は
、
薪
は
薪
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
る
火
の
性(p

h
y
sis)  

に
よ
っ
て
可
燃
的
で
あ
る
、
と
い
う
有
名
な
陳
述
に
も
っ
と
も
明
示
的 

で
あ
る
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

実
体
論
哲
学
を
自
ら
の
空
の
立
場
に
よ
っ 

て
超
脱
し
た
こ
と
に
在
る
。
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

と
っ
て
燃
焼
と
は
、
 

潜
在
し
て
い
る
可
能
性(

或
い
は
潜
勢d

y
n
a
m

is
)

か
ら
現
実
的
な
作

用

(

或
い
は
現
勢e

n
e
rg

e
ia

)

へ
の
発
展
で
あ
る
に
反
し
て
、
西
谷
に 

と
っ
て
は
燃
焼
の
働
き
の
さ
中
に
あ
る
火
の
真
の「

自
性」

は
火
は
火 

を
焼
か
ず
と
い
う
事
実
か
ら
、
す
な
わ
ち
そ
の
平
板
な
自
己
同
一
性
へ 

の
全
き
否
定
を
含
む
事
実
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
る(

一
二
八—

九
、

一
三
一
賈)

。
そ
れ
故
、
金
剛
経
か
ら
有
名
な
定
式
を
借
り
て
来
て
彼
は 

述
べ
て
言
う
の
で
あ
る
、「

こ
れ
は
火
で
は
な
い
、
故
に
火
で
あ
る」

(

一
三
三
頁)

。
こ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、(

火
の)

「

自
性」

は
無
自 

性
の
自
性
と
し
て
の
み
如
実
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ 

レ
ス
的
な
形
而
上
学
の
パ
！
ス
ぺ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
西
谷 

の
新
し
い
形
而
上
学
は
事
物
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
点
で
欠
け
る
と
こ
ろ
が 

あ
る
、
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
そ
う
で
あ
る
の
だ
。
と
い
う
一 

の
も
、
事

物
は(

彼
の
見
る
と
こ
ろ)

非
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
73 

は
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
非
実
在
一 

的
に
し
か
実
在
し
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
書
い
て
い 

る
、「

(

事
物
は)

非
実
在
的
と
し
て
却
っ
て
本
来
的
に
実
在
的
な
も
の 

で
あ
る」

(
一
1
I

三
頁)

。

ニ

モ
ノ
サ
イ
キ
ズ
ム
^

^
格
の
問
題

さ
て
、
こ
こ
で
第
二
の
問
、
モ
ノ
サ
イ
キ
ズ
ム(

単

一

心
理
主
義)

に
移
り
た
い
。
こ
れ
は
根
本
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
擁
護
し
た
学 

説
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
類
全
体
に
と
っ
て
唯一

のim
m

a
te

ria
l  

(

非
物
質
的
、
非
質
料
的)

な

心(

ソ
ゥ
ル)

が
存
在
す
る
、
そ
の
結
果
、

唯
一
の
知
性
が
存
在
す
る
、
と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で
あ
る
。
十
三
世



紀
の
キ
リ
ス
ト
教
学
者
達
は
こ
の
学
説
に
お
い
て一

一
重
の
問
題
に
直
面 

し
た
、——

⑴
思
惟
の
主
体
は
集
合
的
心(

ソ
ウ
ル)

で
あ
っ
て
、
 

r

コ
ギ
ト」
或
い
は
思
惟
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
意
識
し
て
い
る
我
で 

は
な
い
、
⑵
心

(

ソ
ウ
ル)

は
身
体
に
リ
ア
ル
に
結
合
さ
れ
て
は
い
な 

い
。
そ
れ
故
、
彼
ら
に
と
っ
て
問
題
の
核
心
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
そ
う 

し

た

よ

う

に
、
心

(
ソ
ウ
ル)

は
、
た

し

か

に

身
体
に
結
合
さ
れ
た

質 

料

(

マ
夕—

)

の
形
相
で
は
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
自
ら
の 

有
体
的
な
才
丨
ガ
ン(

器
管
、
機
関)

な
し
に
で
も
、
従
っ
てim

m
a


te
ria

l  
に
、
ま

たim
m

o
r
ta

l(
不
死
的)

に
、
独
自
に
働
く
こ
と
が
出 

来
る
、
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ

う
な
問
に
ぶ
つ
か
る
こ

と

と

な
る
、
-
-
-
-
「

こ
の
、̂

(

ソ
ウ
ル)

の
ハ

ラ

ド

ク

シ
カ
ル
な
性
格
を
可
能
に
し
て
い
る
エ
ー

ジ
ヱ
ン
シー

(

作
用
、
 

作
因)

は

1

体
何
で
あ
ろ
う
か」

。

ア
ク
ィ
ナ
ス
が
彼
の
創
造
論
的
形 

而
上
学
に
依
拠
し
た
の
は
、
こ
の
問
に
答
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ 

る
。
こ
の
形
而
上
学
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
心(

ソ
ウ
ル)
は
、
新
し
い 

個
人
と
し
て
の
人
間
の
生
産
に
至
る
と

こ

ろ

の

生
物
学
的
プ
ロ

セ
ス
の 

終
局
に
お
い
て
神
に
よ
っ
て
直
接
に
創
造
さ
れ
る
、
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヴ
ァ
ン
.
ス
テ
ー
ン
べ
ル
ゲ
ン
も

批
判
的
に
指
摘
す
る

よ
 

う
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
問
題
を
決
定
的
な
点
で
未
解
決
の
ま
ま
放
置
し 

た
。
と
い
う
の
は
、
彼

が

心(

ソ
ウ
ル)

に
言
及
す
る
際「

身
体
の
形 

相」
(fo

rm
a

 

c
o
rp

o
ris

)

と
い
う
表
現
で
も
っ
て
し
た
限
り
、
彼
の 

思
想
の
中
に
は一

一
元
論
的
人
間
学
が
尾
を
引
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な 

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ「

マ

タ

ー(

質
料)

そ
の
も
の
の
形
相」

(fo
rm

a

 m
a
te

ria
e
)

と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で 

あ
る
。「

心

(

ソ

ゥ

ル

)

が
実
体
的
な
形
相
と
し
て
結
合
さ
れ
て
い
る 

の
は
、
身
体
に
た
い
し
て
で
は
な
く
し
て
プ
ラ

イ

ム

•
マ
タ
ー
に
た
い 

し
て
な
の
で
あ
る」

。
そ
れ
で
は
、
こ
の
ば
あ
い
、

ア
ク

イ

ナ
ス
が
望 

t
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
こ
の
新
し
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
神
の
ril 

造
的
作
因
作
用」

に
つ
き
ど
の
よ
う
に
し
て
本
来
的
に
語
る
こ
と
が
出 

_来
る
の
で
あ

ろ

う

か
。
西
谷
の
新
し
い
形
而
上
学
が
こ
の
問
題
の
超
脱 

を
示
し
て
い
る
の
は
、
思
う
に
、
此
処
に
お
い
て
な
の
で
あK5 ——

も
っ 

と
も
予
備
的
に
、
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
。
私
の
言
う
意
味
は
、
以
下 

の
如
く
で
あ
る
。

す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
よ
う
に
、
西
谷
に
と
っ
て
ポ
ー
テ
ンI  

シ
ー
は
イ
デ
ア
的
な
意
義
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、

M 

プ
ラ

イ

ム•

マ
夕—

に
つ
い
て
も
然
り
な
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
.て
、

一
 

空
か
ポー

テ
ン
シ

ー

で
あ
り
、
フ
ラ

イ

ム
•

マ
タ
，

―

な
の
で
あ
る
。
さ 

て
、
人
が
こ
の
*〖

理
を
リ
ア
ラ

イ

ズ

す

る(

体
認=

実
現
す
る)

に
至 

る
の
は
、
そ
の
人
の
実
豸
な
覚
醒
を
通
じ
て
だ
け
な
の
で
あ
る
。
即 

ち
、
人
は
哲
学
を
宗
教
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
し
た
が
っ 

て
そ
う
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
そ
西
谷
は
そ
の
主 

著

を「

宗
教
と
は
何
か」

(

三—

五
ニ
頁)

と
い
う
章
で
始
め
る
わ
け
で 

あ
る
。
彼
の
哲
学
す
る
こ
と
に
中
心
的
な
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
心 

(

ソ
ゥ
ル)
乃
至
自
己
が
空
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
よ
り 

精
確
に
言
う
と
、「

空
が
自
己
で
あ
る」

(
I

五
六
頁)

と

い

う

こ
と
そ 

の
こ
と
を
リ
ア
ラ
イ

ズ
す
る
と
い
う
関
心
で
あ
る
。



「

空
の
立
場」

.

(

こ
れ
が
因
み
に
、
本
書
の
中
心
の
章
、
第
四
章
の
タ
イ
ト 

ル
で
ぁ
る)

へ
の
途
上
、
西
谷
は
、
空
は
空
自
ら
の
内
に
自
己
の
完
全 

に
し
て
絶
対
的
否
定
を
含
む
こ
と
を
証
示
す
る
。
彼
の
論
点
は
、
空
は
、

終
局
的
に
は
、「

掴
み
取
る
べ
き
も
の」

(

ピ
リ
ピ
1
一
：
六

の「

ハ
ル
。ハ
グ 

モ
ン」

、
参
照)
と
し
て
の
空
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か 

く
し
て
自
ら
を
む
し
ろ
自
己
の「

リ
ア
ル
な
如
実
相」

と
同
意
義
の
も 

の
と
し
て
提
示
す
る——

い
わ
ば
三
百
六
十
度
の
転
回
で
あ
る——

と 

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る(

一

一
九
頁)

。
正
に
こ
の
枠
内
で
こ
そ 

彼
は
、「

無
か
ら
の
創
造」

の
虚
無
に
由
来
す
る
近
代
科
学\

技
術
の 

メ
カ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
律
性
に
相
対
す
る
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘 

主
義
と
ニ
ー
チ
ヱ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
脱
自
的
重
要
性
を
考
察
す
る
の
で 

あ
る
。
こ
の
彼
の
脱
自
的
な
ス
タ
ン
ス
と
比
べ
る
と
き
、

ヨ
ハ
ネ
ス
.
 

B 
•
メ
ッ
ッ
を
初
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
世
界
の
神
学
者
達
が
自
然
科
学 

と
世
俗
化
を
、
自
然
を
非
神
聖
化
す
る
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
福
音
書 

と
見
合
う
も
の
と
し
て
是
認
し
て
い
る
の
は
、
ナ

イー
ヴ
に
映
る
。

西
谷
が
こ
ん
に
ち
我
々
に
と
っ
て
絶
対
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
事
柄
だ 

と
考
え
る
の
は
、
我
々
が
世
界
の
中
に
お
い
て
出
会
う
の
は
、
も
は
や 

神
の
慈
愛
深
い
目
的
論
的
な
意
志
で
は
な
く
し
てin

d
iffe

re
n
t

な
自 

然
必
然
の
法
則
と
今
や
科
学
の
先
入
観
と
な
っ
た
非
人
間
的
合
理
性
の 

支
配
だ
け
だ
、
と
い
う
事
実
に
見
て
取
れ
る
、
こ
の
被
造
世
界
の
虚
無 

を
脱
却
超
脱
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る(

西
谷
は
こ
の
関
連
で
一
七
五
五
年 

に
起
こ
っ
た
リ
ス
ボ
ン
の

大
地
震
に
言
及
す
る
。
同
様
に
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ 

ツ
や
広
島
の
人
災
に
つ
き
語
る
人
も
あ
ろ
う)

(

五
五
頁)

。
し

か

し

我
々
は

こ
の
虚
無
を
ど
う
や
っ
て
超
脱
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
西
谷
は
エ
ッ 

ク
ハ
ル
ト
の
内
に
、
神
秘
主
義
的
な
超
脱
の
道
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ 

は
そ
の
中
で
、
人
が
人
格
的
神
を
超
え
て
神
性(

ゴ
ッ
ト
ハ
ィ
ト)

の 

絶
対
無
に
至
り
、
そ
こ
に
自
ら
の
主
体
性
な
い
し
心(

ソ
ゥ
ル)

の
根 

底
を
徹
見
す
る
如
き
道
で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
は
、
こ
の
神
秘
主
義
の 

道
が
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
神
に
合
一
す
る
こ
と(D

e
o

 

uni-  

tu
m

 s
s

e
)

で
は
な
く
し
て
、
神
と
一
で
あ
る
こ

と

(u
n
u
m

 

S
S 

s
m D

e
o

)

で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る(

七
ニ
頁)

。

こ
れ
を
要
す
る 

に
、
西
谷
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

(

こ
と
に

第
二
章「

宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非 

人
格
性」

に
ぉ
け
る
そ
れ)

は
、
虚
無
の
脱
自
的
超
越
は
人
格
神
を
彼
の 

超
人
格
的
根
底(

無
底)

(

そ
こ
で
彼
は
我
々
と
一
で
あ
る)

、
す
な
わ
ち 

神

性(

乃
至
自
ら
に
お
い
て
在
る
も
の
と
し
て
の
神)

へ
と
、
超
脱
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
事
柄
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は 

『

ア

ゥ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ッ

以
後』

の
著
者
リ

チ

ャ
ー

ド

.

ル

ー

ベ
ンシュ
 

タ

ィ

ン

のr

聖
な
る
無
と
し
て
の
神」

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
酷
似
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
超
脱
の
道
が
あ
る
。
そ
れ
は
ニー

チ
ェ 

の
無
神
論
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
深
く
主
体 

化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
虚
無
が
自
己
実
存
の
い
わ
ゆ
る
脱
自
の 

場
に
成
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
の
存
在
がK

o
li!

さ
れ
、
^I ®

に
よ
っ 

て
代
置
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る(

六
ニー

三
頁)

。
こ
こ
に
は
西
谷
は
、
し 

か
し
な
が
ら
、
相
対
無
の
み
を
見
出
す
の
で
あ
っ
て
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト 

に
お
け
る
よ
う
に
、
絶
対
無
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
は
第
三
章「

虚 

無
と
空」
に
お
い
て
、
自
ら
の
上
に
何
も
の
を
も
、
神
す
ら
を
も
頂
か

― 75 ―



な
い
こ
と
に
お
い
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
虚
無
の
深
淵
の
主
体
化
と
し
て
、
 

空
が
有
の「

そ
と」

の
も
の
、
有
と
は
別
の
或
る「

も
の」

で
あ
る
と 

い
う
妄
念
に
ど
こ
か
隠
れ
た
仕
方
で
執
着
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を 

闡
明
す
る(

IO
八
、一  

一o

頁〕

。
も
し
も
空
が
真
に
絶
対
無
と
し
て 

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
そ
れ
は「

虚
無
の
深
淵
に
と
っ
て
も 

ひ
と
つ
の
深
淵」

で
あ
る(

一1
0

頁〕

。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
空 

は

「

我
々
に
と
っ
て
、
絶
対
的
此
岸」

(
I

一
七
頁〕

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
私
は
、
西

谷

が

心(

ソ
ウ
ル〕

の
問
題
を 

「

質
料
の
形
相」

(fo
rm

a

 

m
a
te

ria
e
〕

と

し

て

そ

の

空
の
立
場
か
ら 

明
瞭
に
解
き
明
す
こ
と
を
論
証
し
て
来
た
。
そ
れ
で
は
、
心

(

ソ
ウ
ル〕 

が
宇
宙
に
お
い
て
一
個
人
と
し
て
自
由
で
責
任
的(

応
答
的〕

な
役
割 

を
果
た
す
こ
と
は
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う 

に
、
西
谷
は
こ
の
問
へ
の
予
備
的
な
回
答
だ
け
を
我
々
の
前
に
提
示
し 

た
。
即
ち
、
た
し
か
に
、
彼

は

心(

ソ
ウ
ル〕

の
本
具
的(In

trin
sic

 

な〕

存
在
«
_
を
空
と
合
致
し
た
も
の
と
し
て
闡
明
し
た
の
で
は
あ
る 

が
、
彼
の
思
想
の
視
野
は——

少
な
く
と
も
今
迄
の
と
こ
ろ——
心 

(

ソ
ウ
ル〕

の
意
図
さ
れ
た
手
段
的(in

ts
d
e
d

 

in
s
tru

m
e
n
ta

l

な〕 

様
態
、
乃
至
善
性
の
考
慮
、
つ
ま
り
神
の
キ
リ
ス
ト
教
的
パ
ー
ス
ぺ
ク 

テ
ィ
プ
の
考
慮
は
含
む
も
の
で
は
な
い
。

三

ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム——

倫
理
の
問
題
に
向
け
て

こ
う
し
て

私
た
ち
は
、
本
稿
の
第
三
で
最
後
の
問
、
ラ
シ
ョ
ナ

リ
ズ 

ム
を
取
り
扱
う
適
切
な
場
所
に
差
し
掛
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
根
本
的
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

主
義
者
達
の
ラ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム(

理
性
主
義〕

に

反
対 

し

て

ア

ク

ィ

ナ

ス

は

、

以
下
の
よ
う
な
哲
学
的
神
学
の
四
原
理
を
提
示 

し
た——

⑴
理
性
と
信
仰
の
あ
い
だ
を
注
意
深
く
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

⑵
理
性
は
信
仰(

キ
リ
ス
ト
教
信
仰〕

と
矛
盾
し
な
い
、

⑶
哲
学
の
目
的
は
、
先
行
す
る
哲
学
者
達
が
考
え
た
こ
と
を
知
る
こ
と 

で
は
な
く
し
て
在
る
が
ま
ま
の
リ
ア
ル
な
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
で 

あ
る
、

⑷
神
的
啓
示
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
我
々
は
神
の
認
識
そ
の
も
の
に
与
る 

も
の
で
あ
る
が
、
人
間
理
性
に
優
越
す
る
。

こ

こ
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
人
間
理
性
に
近
付
き
一 

得
る
諸
真
理
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
例
え
ば
、
彼
は
、
先

に

も

の
76 

ベ
た
よ
う
に
、
世
界
の
永
遠
性
に
か
ん
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
不
可
知

一
 

論
的
立
場
を
採
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
何
が
、
根
本
的
に
言
っ
て
、
こ
の 

人
間
理
性
の
部
分
的
な
認
知
の
た
め
の
論
拠
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ 

は
本
来
的
に
神
学
的
な
論
拠
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

し

も

そ

う

で
な
け 

れ
ば
、
私
は
推
量
す
る
の
で
あ
る
が
、
悪
名
高
き「

一
一
重
真
理
説」

に 

依
拠
す
る
ほ
か
選
択
の
余
地
が
な
い
こ
と
と

な
ろ
う——

ヴ
ァ
ン•

ス 

テ
ー
ン
べ
ル
ゲ
ン
は
、
中
世
に
お
い
て
だ
れ1

人
こ
れ
を
弁
護
し
た
者 

は
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。

こ
の
点
に
お
い
て
、(

今
世
紀
に
お
い
て
パ
ル
ト
主
義
に
よ
っ
て
、
代
表 

さ
れ
る〕

啓
示
神
学
の
陣
営
と
自
然
主
義(

と
り
わ
け
ト
ミ
ズ
ム〕

の
陣 

営
の
間
に
ひ
ど
い
対
立
関
係
が
依
然
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い



ず
れ
の
陣
営
の
中
に
も
右
の
問
に
対
す
る
は
っ
き
り
し
た
回
答
は
お
そ 

ら
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
西
谷
の
新
し
い
形
而
上
学
は
、
 

少
な
く
と
も
そ
れ
が
啓
示
神
学
と
同
様
、
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し 

か
も
自
然
神
学
に
劣
ら
ず
哲
学
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
我
々
の
特 

別
の
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

一
言
で
言
っ
て
、
そ
れ
は
二
つ
の
神 

学
の
一
一
分
法
を
超
え
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
い
ま
の
こ
の
問
題
に
関
し
て
西
谷
の
形
而
上
学
の 

中
に
は
少
な
く
と
も
一
一
つ
の
決
定
的
な
重
要
論
点
が
あ
る
。
第
一
に
、

西
谷
は
、
空
の
場
は
感
性
的
直
観
の
立
場
を
も
理
性
的
思
惟
の
場
を
も 

超
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
つ
つ
、
す
べ
て
の「

も
の」

を
そ
の
自
体
に
於 

て
一
つ
の
中
心
へr

一
 

つ」

に
集
中
さ
せ
得
る
の
で
あ
る(

一
五
七
、

一
五
九
頁)

。
こ

の

「
1
」

に
よ
っ
て
彼
は
、
そ
こ

に

於
い
て
万
有
の
そ 

れ
ぞ
れ
が
そ
の「

有」

に
於
い
て
絶
対
に
独
自
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も 

一
つ
に
集
ま
っ
て
、

一
切
の
も
の
が
互
い
に
主
と
な
り
従
と
な
る
と
い 

う
関
係
を
、
暗
示
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

関
係
を
彼
は「

回
互
的」 

(c
ir

s
m

in
s
s
s
io

n
a
l)

と
名
付
け
る
。

一
切
の
も
の
の
中
心
か
至
る 

所
に
在
り
つ
つ
、

一
切
が
一
つ
で
あ
る
の
は
、
回
互
的
シ
ス
テ
ム
の
効 

力
に
よ

る

も
の
で
あ
る(

一

六
四
頁)

。
こ
こ
に
明
証
的
で
あ
る
よ
う
に
、
 

西
谷
の
回
互
的r

一」

の
概
念
は
ホ
ヮ
ィ
ト
へ
ッ
ド
のr

俱
現」

(con-

 

c
r
s
c

e
n

s
)

に
極
め
て
近
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は「

多
が
一
と
成
り
、

1

に
よ
っ
て
増
大
せ
し
め
ら
れ
る」

と
言
う
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の 

創
造
作
用(c

re
a
tiv

ity
)

は
一
般
的
形
而
上
学
的
原
理
と
し
て
、
仏 

教
的
空
と
比
さ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
非
固
定
的
な
開
か
れ

た
本
性
に
お
い
て
、
こ
こ
で
言
う
ニ」

は
単
一
の
絶
対
的
一
者(

例

え
ば
、
ク
セ
ノ
フ
ァ

ー

ネ
ス
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
、
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、

シ
ュ
リ
ン
グ
な
ど
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た)

(
|

六
一
頁)

と
は
大
い
に
異 

な
る
。
そ
れ
は
ま
た
ヵ
ン
ト
の
対
象
的
•
表
象
的
な
見
地
と
は
対
立
す 

る
も
の
で
あ
る
。

私
の
た
だ
一

つ
の
問
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
西
谷
の
回
互
的「

一」

は
、

一
切
の
存
在
者
に
お
け
る
空
の
本
具
的(in

trin
s
ic

な)

貫
徹
を 

意
味
す
る
ご
と
く
な
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
外
部
へ
の
方
向
づ
け
を 

内
包
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
と

い

う

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
そ
う

で
あ
る
-
と
西
谷
は
応
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
私
は
一
々
の
も
の
の

他

のI

切
の
も
の
へ
の
互
い
の「

万
物
の
主」

で
あ
る
と
同
時
に「

万
一 

物
の
下
僕」

で
あ
る
こ
と
を
愛
で
る
か
ら
.で
あ
る
と(

一

六
八
、
二

八

n 

七
、
三
〇
四
頁)

。
そ
れ
で
は
、
そ
の
存
在
論
的
根
源(.a

rc
h
e
)

に

つ

一
 

い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
彼
は
こ
の
問
題
に
そ
の
認
識
論
の
中 

で
触
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
も
し
も
私
見
に
し
て
間
違
っ
て
い
な 

い
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
ホ
イ
ト
へ
ッ
ド
が「

倶
現
乃
至 

限
定
の
原
理
と
し
て
の
神」

と
呼
ぶ
も
の
に
言
及
す
る
こ
と
を
必
要
と 

さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
西
田 

学
派
の
学
識
の
只
中
に
あ
っ
て
は
滝
澤
克
己
に
よ
っ
て「

イ
ン
マ
ヌ
エ 

ル
の
原
事
実」

の
パ
ル
ト
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
で
熱
心
に
提
示
さ
れ 

た
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
一
一
に
、
外
部
へ
の
方
向
付
け
の
、
乃
至
は——

別
言
す
れ
ば——

 

意
図
さ
れ
た
手
段
的(in

te
n
d
e
d

 

in
s
tru

m
e
n
ta

l

な)

存
在
様
態
の
、



存
在
論
的
根
源
に
か
ん
す
る
問
は
西
谷
の
仏
教
的
終
末
論
の
中
で
も
決 

着
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
最
後
の一

一
章
、
第
五
章「

空
と
時」

と
第 

六

章「

空
と
歴
史」

に
お
い
て
西
谷
は
、
も
し
も
我
々
が
空
の
立
場
に 

基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て「

力ー

ル
マ」 

(

業)

の
重
荷
を
自
発
的
に
、
自
ら
の
自
由
な
意
志
か
ら——

無
我
が

自
己
で
あ
る
と
い
う
処
か
ら
性
起
す
る
中
で
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
に
な
う
こ
と
が
出
来

る
か
を
解
明
し
よ
う
と
努
め
る
。
真
に
自
己
目
的
に
し
て
無
理
由
な
る 

も

の(

い
わ
ゆ
るL

e
b

s

 

o
h
n
e

 w
a

r
u

m
)

の
姿
の
あ
き
ら
め
で
あ
る 

(

ニ
七
六
I
八
頁)

。
こ
の
関
連
で
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
あ
り
ま 

た
ニ
ー
チ
ュ
の
力
へ
の
意
志
の
中
に
残
さ
れ
た
、
意
志
主
義
の
最
後
の 

残
滓
を
否
定
す
る(

ニ
三

六—

六
頁)

。
し
か
し
も
し
も
神
の
意
志
な
る 

も

の

が「

ケ

ノ

ー

シ

ス

」
(

謙
り)

の
意
志
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
如 

何
で
あ
ろ
か(

六
七
頁
、
参
考)

。
そ
の
と
き
我
々
は
、
神
の
こ
と
を
、
 

ご
自
身
が
空
性
に
至
誠
で
あ
り
つ
つ
も
、
し
か
も
我
々
の
存
在
に
お
け 

る
空
性
の
ィ
ン
ト
リ
ン
ジ
ッ
タ
な
貫
徹
へ
の
、
ま
た
神
へ
の
我
々
の
被 

造
者
的
な
至
誠
心
を
、
ひ
と
え
に
こ
の
神
的
至
誠
心
の
ち
か
ら
に
よ
っ 

て
喚
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
方
と
し
て
、
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で 

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
喚

起

•
召

喚

(e
v
o

c
a
tio

n
)

の
力
は
神
に
独 

自
も
の
で
あ
る
、
空
の
中
に
は
見
出
さ
れ
得
な
い
。

結

語

与

え

ら

れ

た

発
題

テ

ー

マ「

西

谷

哲

^

歴
史

.
人

格

•
倫
理」 

を

論
じ
る
の
に
、
私
は
十
三
世
紀
に
起
こ
つ
た

根
本
的
ア

リ

ス

卜
テ
レ

ス
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
形
而
上
学
的
神
学
の
確
立(

こ 

と
に
ト
ミ
ズ
ム)

の
相
関
関
係
を
背
景
に
置
い
て
み
た
。
西
谷
哲
学
の 

キ
リ
ス
卜
教
神
学
の
立
場
か
ら
み
た
文
明
史
的
重
大
性
を
確
認
し
て
お 

く
必
要
性
を
痛
感
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
歴
史
の
問
題
は
、
か
つ
て
は「

世
界
の
永
遠
性」

と
い
う 

ィ

ッ

シ
ュ
ゥ(

争
点)

に
か
か
わ
っ
て
根
本
的
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

主
義 

者
達
と
ア

ク

ィ

ナ

ス

の

間
で
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
西
谷 

哲
学
に
よ
っ
て
時(

歴
史)

に
本
質
的
に
内
在
す
る「

業
の
永
遠
性
か 

ら
空
の
立
場(

創
造
的
自
由)

へ
の
回
心=

転
換c

o
n
v
e
rs

io
n
」

の
必 

要
性
の
問
題
へ
と
深
化
さ
れ
た
、
と
私
は
見
る
。
こ
れ
は
西
谷
哲
学
の 

ば
あ
い
、
さ

ら

に「

無
自
性
と
し
て
始
め
て
自
体
.
自
性
•
自
己
で
あ
一 

る〕

と
い
う
新
し
い
形
而
上
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
、
と

re 

い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

一

こ
の
同
じ
方
向
は
、
旧
約
聖
書
の
中
の「

ョ
ブ
記」

に
見
ら
れ
る
。 

私
自
身
が
一
九
六O

年
の
我
が
家
の
焼
失
の
経
験
か
ら
識
っ
た
事
柄
だ 

が
、「

大
地
よ
、
わ
た
し
の
血
を
覆
う
な\

わ
た
し
の
叫
び
を
閉
じ
込 

め
る
な\

こ
の
よ
う
な
時
に
も
、
見
よ\

天
に
は
わ
た
し
の
た
め
に
証 

人
が
あ
り
/
高
い
天
に
は
\
わ
た
し
を
弁
護
し
て
下
さ
る
方
が
あ
る」 

(
一
六
：I

八—
一

九)

と
い
う
表
現
の
中
に
は
、
苦
悩
す
る
者
の「

何 

故
、
何
故
、
何
故」

の
叫
び(

問)

は
そ
の
ま
ま
に
証
人=

弁
護
者
の 

私
と
共
な
る
叫
び(

問)

と

一
枚
で
あ
る
消
息
が
如
実
で
あ
る
。

第
二
に
、
人
格
の
問
題
は
、
か
つ
て
は
モ

ノ

サ

ィ

キ

ズ

ム

(

ア
リ
ス 

ト
テ
レ
ス
主
義)
と
人

格

的
個
人
の
発
生(

ア
ク
ィ
ナ
ス
の

創
造
論

的
形
而



上
学)

の
間
で
争
わ
れ
た
。
そ
こ
でfo

rm
a

 

c
o
rp

o
ris

か
らfo

rm
a

 

m
a
te

ria
e

へ
の
転
換
の
必
要
性
か
、
現
在
叫
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
同 

じ
方
向
を
無
類
に
形
而
上
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
西
谷
の「

空 

が
自
己
で
あ
る」

と

い

う

三
百
六
十
度
転
回
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し 

人
格
と
い
う
以
上
、
責
任
的
応
答
的(re

s
p
o
n
s
ib

le
)

な
の
で
あ
る
が
、
 

こ
れ
は
西
谷
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
心
のin-  

ts
d
e
d

 

in
s
tru

m
e
n
ta

l
な
存
在
様
態
の
問
題
で
あ
る
。

先
に
も
見
た
ヨ
ブ
記
で
は
、
人
格
の
発
生
は
、
神
の
ヨ
ブ
へ
の「

わ 

た
し
が
地
の
基
を
据
え
た
と
き
、
ど
こ
に
い
た
か」

(

三
八
：
四)

と
い 

う
呼
び
掛
け
で
刻
印
さ
れ
る
。
無
者
と
し
て
の
自
己
把
握——

感
謝
。

第
三
に
、
倫
理
の
問
題
は
、
根
本
的
に
考
え
る
と
理
性——

実
践
理 

性——

の
問
題
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
信
仰
の
世
界
の
事
柄
を
理
性 

的
に
も
確
認
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
空
の
立
場
に
も
可
能
で 

あ

ろ

う

か
。
可

能

な

ら

ば
、
ど

の

よ

う

に

し

て

な

の
か
。

⑴
西
谷
の
回
互
的r

一
 

は」

^

w

の
立
場
の
問
題
と
し
て——

一

 々

の
存
在
者
のin

trin
s
ic

な
存
在
様
態
を
無
類
に
明
ら
か
に
し
た
。 

し
か
し
、
此
処
か
ら《

ad

 

s
tr

a
》

の
問
題
は
解
け
よ
ぅ
か
。 

①
形
而
上
学
的
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が『

科
学
と
近
代
世
界』 

第
十
一
章
で
言
ぅ「

限
定
の
原
理」

と
し
て
の
神
の
問
題
。

澤
哲
学
に
言
う「

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原
事
実」

の「

呼
び
か
け」 

面
。

③D
a
v
id

 

L
ittle

/T
h
e

 

P
ro

b
le

m

 

o
f  

E
th

ic
s  

in

 

N
is

h
iita

n
i'  

s  

R
e
lig

io
n

 

an
d

 

N
o
th

in
g
n
e
s
s
"

の
指
摘
す
る
、
人
権
の
思
想 

は e
g
o
tistic

 
で
は
な
く se

lf-
o
th

e
r  

c
o
n
ce

p
tu

al  

stru
c
tu

re

 

に
基
づ
く
事
実
。

④

ヨ
ブ
記
四
十
一
一
章
の「

ヨ
ブ
の
友
人
達
の
た
め
の
執
成
し」

と 

「

反
復」

の
問
題
。

⑵
ケ
ノ

 

~

シ

ス(

ピ
リ

ピ
ニ
：
 

一ー  

ニ

)

に
関
し
て
、
西
谷
は
神
の
ケ 

ス
ー
シ
ス(

無
我)

に
基
づ
い
て
キ
リ
ス
ト
の「

謙
り」

(e
k
k
e
n
o
sis)

は
生
起
す
る
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
議
で
は
神
学
的
に「

和 

解
論」

で
重
要
な「

御
子
の
従
順」

(

パ
ル
ト
に
よ
れ
ば
こ
れ
が
受
肉
の
内 

的
契
機
で
ぁ
る)

の
問
題
が
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
を
顧
慮
す
れ
一 

ば
、
御
子
の
従
順
が
御
父
へ
と
同
時
に
、
不
可
分
に
、
内I

一

一

位

一

体

的
79 

関

係
性(

空
性)

へ
の
至
誠
心
に
発
す
る
、
私

の「

至
誠
心
の
神
学」

一
 

の
提
言
に
至
る
こ
と
も
一
可
能
性
で
あ
る(see

 m
y

 article

 

=
suny-

 

a
ta

,^e
n
o
sis

,a
n
d

 Jih
i  o

r  F
rie

n
d
ly

 c
o
m

p
a
ssio

n
a
te

ro
v
e
:T

O
-

 

w
a
rd
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B
u
d
d
h
ist-

C
h
ristian

 T
h
e
o
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g
y

 o
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o
y
a
lty
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p
a
n
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R
e
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。



討

論

討
議
者
和
田
町
子
次
の
三
点
を
伺
い
ま
す
。
第
一
は
、
西
谷
の
思 

索
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
形
而
上
学
的
挑
戦
を
見
出
す
こ
と 

が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
疑
問
は
、
キ
リ
ス 

ト
教
の
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
代
表
す
る
存
在
の
神
学
の
反
面
に
伝
わ
る
、
 

(

例
え
ば
ニ
コ

ラ

ゥ

ス

.
ク
ザ
ー

ヌ
ス

等
の)

隠
れ
た
神
の
思
想
伝
統
に
注 

目
す
る
と
、
形
而
上
学
的
に
既
に
ニ
ー
チ
ュ
的
な
虚
無
を
無
化
す
る
場 

が
開
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

私
は
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
と
空
の
立
場
と
の
間
に
は
、
挑
戦
と
い
う
関 

係
よ
り
は
、
寧
ろ
接
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

第
二
の
質
問
は
、
西
谷
の
人
格
概
念
に
お
い
て
責
任
応
答
性
が
触
れ 

ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
指
摘
に
関
し
て
。
私
は
、
空 

の
立
場
で
、
最
も
親
近
な
人
間
と
人
間
と
の
間
、
人
格
と
人
格
と
の
間 

の
出
会
い
の
場
が
用
意
さ
れ
た
と
理
解
し
て
お
り
、
西
谷
の
空
の
立
場 

が
、
日
本
に
お
い
て
生
ま
れ
た
思
想
と
し
て
、
責
任
応
答
の
存
在
論
的 

な
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い 

ま
す
。

第
三
の
問
い
は
、
果
た
し
て
西
谷
の
空
が
g
ej
jyar-
l-aま

た
はe

m
p
ti

ness  
と
翻
訳
し
て
尽
さ
れ
る
も
の
な 
の
か
。 

西
谷
の
思
想
的
な
視
座
は
、
 

こ
の
日
本
の
風
土
と
文
化
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
つ
た
の
で 

は
な
い
か
。

延

原

先

ず

第一

の
質
問
に
関
し
て
は
、
私
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の 

対
話
が
進
ん
で
行
く
中
で
、
必
ず
や
相
互
の
伝
統
を
掘
り
下
げ
て
、
近 

代
と
か
現
代
と
い
う
の
で
は
な
く
、
中
世
に
帰
っ
て
行
っ
て
、
そ
こ
で 

出
会
う
と
い
う
こ
と
の
必
然
性
が
出
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま 

す
。
た
だ
欧
米
に
長
く
お
り
ま
し
た
経
験
か
ら
、
そ
の
際
、
違
い
は
違 

い
で
ボ

ー

ン

と
や
っ
て
お
い
て
、
こ
こ
は

通
じ
て
い
る

よ

と

い

う

作
戦
、
 

s
tra

te
g
y

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

第
一
一
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
西
谷
先
生
は
私
の
言
葉
で
申
し
上 

げ
ま
す
と
、in

te
n
d
e
d

 

in
s
tru

m
e
n
ta

l  

m
o
d
e

 

o
i  

e
x
is

te
n
s

 
で
は 

な
く
て
.u

n
in

r-l-ended  

in
stru

m
e
n
ta

J  
3

o
o .
g

o
£
 g

s
s
te

n
s

 

そ 

こ
か
らin

te
n
d
e
d

が
出
て
来
る
よ
う
な
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
一 

ト
教
神
学
で
はre

sp
o
n
sib

le

 

s
e
lf

と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調
し
ま
80 

す
。
倫
理
と
い
う
こ
と
を
出
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
言
わ
な
い
と
倫
理

一
 

じ
ゃ
な
い
と
い
う
感
じ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

第
三
番
め
に
つ
き
ま
し
て
は
、
反
対
の
見
解
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。


