
《

講

演

》

近

世

哲

学

に

お

け

る

神

の

問

題

薗

田

坦

一

い
わ
ゆ
る
近
世
と
い
う
時
代
（
こ
こ
で
は
以
下
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と

い
う
時
期
を
も
含
め
て
考
え
る
）
と
と
も
に
始
ま
る
、
哲
学
や
宗
教

に
関
す
る
新
た
な
思
想
展
開
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
ま
ず
そ
の
背
景
な
い
し
前
提
と
し
て
、
遡
っ
て
中
世

末
期
の
思
想
状
況
と
い
う
も
の
を
何
ら
か
の
仕
方
で
考
慮
に
入
れ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
つ
の
見
方
と
し
て
、
例
え
ば
哲
学
史
家
の
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
、

い
わ
ゆ
る
盛
期
ス
コ
ラ
以
後
の
、
ほ
ぼ
一
四
世
紀
に
お
け
る
唯
名
論

（

）
の
成
立
と
そ
れ
が
果
た
し
た
思
想
的
な
重
要
性

N
om

inalism
us

を
強
調
し
て
い
る
。
ご
く
大
ま
か
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
一
三
世

（
一
）

、

、

紀
の
盛
期
ス
コ
ラ
の

例
え
ば
ト
マ
ス
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る

い
わ
ゆ
る
神
学
と
哲
学
、
あ
る
い
は
信
仰
と
理
性
と
い
っ
た
全
体
的
・

体
系
的
な
枠
組

そ
の
全
体
が
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ッ
シ
ュ
な
学
の
体
系

―

的
秩
序
を
な
し
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
こ
れ
を

（
大
全
）
の
立

S
um

m
a

場
と
特
徴
づ
け
て
い
る

は
、
一
四
世
紀
に
入
っ
て
唯
名
論
の
立

―

場
が
現
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
に
本
質
的
に
含
ま
れ
る
懐
疑
主

義
的
な
傾
向
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
ら
れ
、
否
定
の
激
浪
に
曝

さ
れ
て
徐
々
に
解
体
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
全
体
的
枠

組
の
動
揺
・
解
体
か
ら
、
従
来
の
体
系
的
秩
序
に
代
わ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
信
仰
の
領
域
と
理
性
の
領
域
と
が
分
離
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

9／近世哲学における神の問題



に
な
り
、
一
方
で
は
信
仰
（
神
）
の
領
域
の
絶
対
性
・
超
越
性
が
著

し
く
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
理
性
（
知
）
の
領
域
は
、

哲
学
と
し
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
よ
り
現
実
的
、
経
験
的
な
知
と
し

て
で
あ
れ
、
い
わ
ば
自
立
的
と
な
り
、
そ
こ
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
い
わ
ゆ
る
二
重
真
理
説
と
い
う
よ
う
な
考
え

も
出
て
く
る
。
一
方
に
は
中
世
末
期
を
特
徴
づ
け
る
熱
狂
的
、
と
き

に
は
狂
信
的
と
も
言
え
る
一
種
の
宗
教
的
・
神
秘
主
義
的
な
情
熱
が

生
ま
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
に
は
現
実
的
自
然
的
な
世
界
に
対
す
る

知
、
い
わ
ゆ
る
科
学
知
を
も
含
め
た
新
た
な
知
の
成
立
を
準
備
す
る

。

よ
う
な
意
義
を
も
つ
動
向
が
盛
ん
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る

ご
く
大
雑
把
な
理
解
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
が
中
世
末

の
思
想
的
境
位
の
ほ
ぼ
一
般
的
な
見
方
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。こ

の
よ
う
な
状
況
の
な
か
か
ら
、
従
来
の
思
想
的
秩
序
の
解
体
・

崩
壊
と
い
う
過
程
を
経
て
、
中
世
以
後
の
新
し
い
時
期
、
つ
ま
り
い

わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
、
も
し
く
は
広
い
意
味
で
の
近
世
と
呼
ば
れ
る

時
代
の
新
た
な
思
想
的
境
位
が
開
か
れ
、
思
想
形
成
の
新
た
な
動
向

が
生
じ
て
く
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
一
口

に
言
っ
て
、
知
的
探
求
そ
の
も
の
の
新
し
い
立
場
を
求
め
、
知
の
可

、

能
性
そ
の
も
の
の
新
た
な
原
理
を
探
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
た
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
新
た
な
思
想
展
開
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
探
求
や
展
開
の
な
か
で

（
勿
論
、
そ
の
新
た
な
も
の
の

、

成
立
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
や
側
面
が
関
連
す
る
が
、
少
な
く
と
も

思
想
的
世
界
の
新
し
い
状
況
と
い
う
も
の
に
限
定
し
て
み
た
場
合
）

そ
こ
で
の
重
要
な
、
あ
る
い
は
根
本
的
な

の
一
つ
と
し
て
、

M
otiv

神
と
い
う
問
題
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
神

、
、
、
、
、
、

と
い
う
も
の
を
、
従
来
の
中
世
と
は
違
っ
た
仕
方
で
ど
の
よ
う
に
見

出
し
受
け
取
る
か
、
あ
る
い
は
思
想
の
う
ち
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
意
味
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
改
め
て
重
要
な
問
題
と
な
る
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
神
を
い
か
に
受
け
取
り
、
い
か
な
る
も
の
と

し
て
見
出
す
か
が
、
そ
こ
で
の
知
の
あ
り
方
な
り
、
思
考
の
性
格
な

り
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ル
ネ
サ

ン
ス
的
な
い
し
近
世
的
な
思
考
や
知
の
性
格
そ
の
も
の
が
、
神
を
ど

う
見
る
か
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
に
関
わ
り
、
そ
こ

か
ら
決
定
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

近世哲学における神の問題／10
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二

今
述
べ
た
よ
う
な
事
態
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
Ｗ
・
シ
ュ
ル
ツ
は

そ
の
『
近
世
形
而
上
学
の
神
』
の
な
か
で
、
近
世
哲
学
（
近
世
の
形
而

上
学
的
な
思
考
）
に
お
け
る
神
の
観
念
に
関
し
て
、
大
ま
か
に
言
っ

て
二
つ
の
主
要
系
列
な
い
し
傾
向
と
い
う
べ
き
も
の
が
区
別
さ
れ
得

る
、
あ
る
い
は
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

（
二
）

シ
ュ
ル
ツ
は
そ
こ
で
、
中
世
末
期
に
お
い
て
伝
統
的
な
ス
コ
ラ
的

存
在
秩
序
と
い
う
べ
き
も
の
が
次
第
に
解
体
な
い
し
崩
壊
し
始
め
る

、

（

）

と
と
も
に

従
来
の
全
体
的
秩
序
を
支
え
る
存
在
の
力

S
einsm

acht

と
し
て
の
神
が
、
い
わ
ば
遠
く
に
引
き
退
く
（
遠
ざ
か
る
）
と
い
う
こ

と
が
起
こ
っ
て
く
る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
こ
の
時

期
、
近
世
的
（
ル
ネ
サ
ン
ス
的
）
人
間
が
い
わ
ば
前
面
に
現
わ
れ
て

優
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
む
し
ろ
神
を
背
後
に
却
け
、
遠
ざ
け

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

し
ば
し
ば
一
般
に
考
え
ら
れ
る
よ
う

―

な

意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
時
期
の
思
想
家

―
た
ち
に
と
っ
て
、
神
自
身
が
言
う
な
ら
ば
「
遠
い
も
の
」
と
し
て
現

わ
れ
、
有
限
な
も
の
と
の
比
較
や
連
続
に
お
い
て
は
捉
え
ら
れ
な
い

も
の
と
し
て
、
か
え
っ
て
そ
の
本
来
の
超
越
性
や
絶
対
性
に
お
い
て

現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
そ
こ
か
ら
、
そ

の
神
と
人
間
と
の
間
の
断
絶
そ
の
も
の
を
哲
学
的
に
思
考
す
る
こ
と

が
不
可
欠
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
結
び
つ
い
て
ま
た
、
中
世
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ

り
当
然
で
も
あ
っ
た
、
神
に
つ
い
て
の
実
体
論
的
な
理
解
が
取
ら
れ

な
く
な
り
、
神
の
観
念
自
体
に
関
し
て
新
た
な
見
方
な
り
捉
え
方
が

現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ル
ツ
は
こ
こ
で

（
詳
し
い
説
明

、

は
省
略
す
る
が
）
そ
の
よ
う
な
新
し
い
見
方
の
一
つ
の
系
列
が
、
神

を
純
粋
な
「
意
志
の
力
」
と
し
て
見
る
傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
世

の
オ
ッ
カ
ム
か
ら
ル
タ
ー
を
経
て
、
デ
カ
ル
ト
に
ま
で
通
ず
る
系
列

の
う
ち
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
と
考
え
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
上
述

の
唯
名
論
的
な
立
場
、
つ
ま
り
神
を
（
理
性
の
領
域
で
は
な
く
て
）

も
っ
ぱ
ら
信
仰
の
領
域
で
の
み
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
、
問
題
に
さ
れ
る

も
の
と
み
な
す
こ
と
か
ら
の
帰
結
な
い
し
影
響
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
で
も
、
神
は
理
性
的
な
存
在
秩
序
を
支
え

る

で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
最
初
に
一
つ
の
秩
序
を
立
て
る

T
räger

力
と
し
て
、
い
わ
ば
意
志
的
な
性
格
を
よ
り
強
く
現
わ
す
と
見
ら
れ

て
い
る
。

（
三
）

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ル
ツ
が
あ
げ
る
新
し
い
神
観
念
の
も
う
一
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方
の
系
列
は

（
こ
れ
も
今
簡
単
に
言
え
ば
）
神
を
「
理
性
」
も
し
く

、

は
「
知
の
働
き

（

）
と
し
て
捉
え
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
こ

」intelligere

で
も
神
は
、
も
は
や
存
在
の
秩
序
を
支
え
る
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
属

す
る
）
も
の
と
は
見
ら
れ
ず
、
従
っ
て
ま
た
実
体
的
な
見
方
は
取
ら

れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
神
は

に
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

seiend

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
そ
れ
は
動
的
な
働
き
そ
の
も
の
と

nicht
seiend
-

見
ら
れ
、
そ
こ
に
ま
た
知
性
（
知
る
働
き
）
そ
の
も
の
と
し
て
の
神

と
い
う
理
解
が
出
て
く
る
。
シ
ュ
ル
ツ
は
こ
の
系
列
を
、
中
世
に
お

い
て
す
で
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
見
ら
れ
、
そ
れ
を
継
承
す
る
形
で
近

世
初
頭
（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
に
お
い
て
と
く
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
う
ち
に

強
く
現
わ
れ
、
新
し
い
神
の
観
念
と
し
て
確
立
さ
れ
る
、
そ
し
て
そ

の
系
譜
は
、
さ
ら
に
あ
る
意
味
で
近
世
哲
学
の
う
ち
で
デ
カ
ル
ト
や

カ
ン
ト
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
、
と
見
て
い
る
。

（
四
）

勿
論
、
こ
の
よ
う
な

と
し
て
の
神
も
、
そ
れ
自
体
と
し
intelligere

て
は
超
越
的
、
絶
対
的
で
あ
っ
て
、
通
常
の
意
味
で
は
把
握
不
可
能

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
近
世
哲
学
の
展
開
の
う
ち
で
は
、
こ
の
よ
う
な

そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
可
知
な

と
し
て
の
神
は
、
人
間

intelligere

の
側
の
知
性
（
知
の
働
き
）
と
の
あ
る
種
の
対
応
の
う
ち
で
、
い
わ

ば
そ
の
原
型
な
い
し
は
原
理
と
し
て
考
え
ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
人
間
の
知
性
（
な
い
し
精
神
）
が
自
立
的
な

も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
近
世
的
な
主
観
性
（

）

S
ubjektivität

と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
く
そ
の
探
求
を
通
じ
て
、
ま
た
そ
の
な

か
か
ら
、

い
わ
ば
そ
の
こ
と
と
相
関
的
に

人
間
的
主
観
性

―

―

が
そ
れ
の
模
像
（
写
し
）
で
あ
る
よ
う
な
原
像
（
原
型
）
と
し
て
の
神

が
、
神
的
な
主
観
性
（
つ
ま
り
純
粋
な

）
と
し
て
捉
え
ら

intelligere

れ
、
見
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
、
ご
く
大
ま

か
で
図
式
的
で
は
あ
る
が
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
神
と
い
う
問
題
、

神
に
対
す
る
見
方
に
関
し
て
、
シ
ュ
ル
ツ
が
把
握
す
る
基
本
的
な
構

図
の
概
略
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
シ
ュ
ル
ツ
の
提
示
す
る
基
本
的
な
見
取
り
図
を
、

（
細
か
な
問
題
点
は
さ
て
お
き
）
今
か
り
に
前
提
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
う
ち
と
く
に
先
の
第
二
の
系
列
、
す
な
わ
ち

と
し
て

intelligere

の
神
と
い
う
理
解
に
立
脚
し
て
、
近
世
哲
学
の
展
開
を
辿
る
と
い
う

こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、

と
し

intelligere

て
の
神
を
想
定
し
な
が
ら
、
一
方
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
不

可
知
、
つ
ま
り
把
握
不
可
能
性
を
見
出
し
、
そ
こ
に
（
神
と
人
間
と

）

、

、

の

絶
対
的
な
断
絶
や
対
立
を
覚
知
し
な
が
ら

し
か
も
他
方
で
は

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
対
立
を
捉
え
る
（
な
い
し
立
て
る
）
人
間
知
性
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の
立
場
自
体
を
確
保
し
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
絶
対
的
な
神
的
知
性
を

。

人
間
知
性
の
原
像
な
い
し
原
理
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
二
重
の
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
そ
の
両
者
の
対
立
、
、

と
対
応
と
い
う
二
重
の
関
係
を
通
じ
て
、
新
し
い
知
の
可
能
性
、
あ

、
、

る
い
は
知
の
立
場
の
根
拠
づ
け
を
試
み
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
近
世
的
な

知
性
（
精
神
）
の
立
場
あ
る
い
は
主
観
性
の
立
場
の
確
立
を
は
か
っ

て
い
く
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
問
題
展
開
な
い
し
問
題
連
関
が
、
恐

ら
く
近
世
哲
学
の
一
つ
の
主
要
な
流
れ
を
作
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三

今
言
っ
た
よ
う
に
、
神
と
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
方
で
は

不
可
知
（
無
知
）
と
い
う
徹
底
的
な
否
定
性
を
通
じ
て
、
し
か
も
そ

の
否
定
を
媒
介
し
た
（
対
立
と
対
応
と
い
う
）
独
自
な
関
係
を
通
し

て
神
の
問
題
を
論
じ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
そ
の

な
関
係

dialektisch

を
介
し
て
世
界
と
人
間
の
問
題
を
も
考
察
の
う
ち
に
捲
き
込
み
、
そ

こ
に
あ
る
種
の
体
系
的
な
形
而
上
学
を
形
成
す
る
と
い
う
思
想
展
開

を
、
近
世
の
ご
く
早
い
時
期
に
、
な
お
素
朴
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

あ
る
意
味
で
は
典
型
的
な
仕
方
で
示
し
た
例
と
し
て
、
Ｎ
・
ク
ザ
ー

ヌ
ス
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
の
ち
の
近
世
哲

学
に
お
け
る
よ
り
豊
か
な
展
開
・
形
成
へ
と
繋
が
る
、
い
わ
ば
そ
の

萌
芽
あ
る
い
は
先
駆
と
な
る
よ
う
な
考
え
が
含
ま
れ
、
ま
た
見
出
さ

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
中
心
に
、
少
し
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の

思
想
に
立
ち
入
っ
て
見
て
み
よ
う
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
場
合
、
何
と
言
っ
て
も
な
お
中
世
末
の
、
つ
ま
り

中
世
的
な
伝
統
と
問
題
連
関
の
う
ち
で
の
思
想
展
開
と
い
う
色
合
い

が
強
く
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
彼
の
中
心
的
関
心
は
、
あ
る
意
味

で
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
神
の
問
題
、
神
の
探
求
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
彼
に
お
い
て
、
そ
の
神
の
探
求
は
最
初
か
ら
す

で
に
、
い
わ
ゆ
る
中
世
的
な
立
場
に
対
す
る
否
定
、
言
い
か
え
れ
ば

伝
統
的
な
い
し
伝
来
の
知
（
と
く
に
神
を
知
る
知
）
そ
の
も
の
の
徹

底
的
な
否
定
・
再
吟
味
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

、

「

」（

）
、

言
う
ま
で
も
な
く

そ
れ
が
彼
の
い
わ
ゆ
る

無
知

ignorantia

docta
あ
る
い
は
周
知
の
「
知
あ
る
無
知
」
な
い
し
「
無
知
の
知

（」

）
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
思
考
全
体
の
根
本

ignorantia

docta
ignorantia

原
理
な
い
し
出
発
点
と
な
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
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と
い
う
こ
と
の
意
味
、
そ
れ
が
彼
の
思
惟
の
根
本
的
立
場
と
み
な
さ

れ
る
と
い
う
点
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
関
連
し
て
ど
う
し
て
も
取
り
上

げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
臆
測

（

）
と
い
う
彼
独
自
な
認

」coniectura

識
の
考
え
と
そ
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
、
以
下
、
必
要
な
範
囲
で

そ
の
要
点
を
見
て
み
よ
う
。

無
知
の
知

の
立
場
と
は

一
口
に
言
っ
て

知

D
octa

ignorantia

（

）

、

「

は
無
知
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
よ
り
内
容
的
に
言
い
表

わ
し
た
表
現
で
は
「
精
確
な
（
厳
密
な
）
真
理
は
把
握
さ
れ
得
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
、
全
面
的
か
つ
徹
底
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
人
間
的
知
性
は
究
極
的
・
絶
対

（
五
）

的
な
真
理
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
本
性
的
に
無
知
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て

の
立
場
と
は
、
真
理
そ
の
も

docta
ignorantia

の
（
無
限
な
る
真
理
＝
神
）
の
不
可
到
性
（

）
と
、
同

inattingibilitas

時
に
ま
た
逆
に
人
間
の
知
性
認
識
の
真
理
に
対
す
る
無
能
力

（

）
を
、
徹
底
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
知

im
potentia

自
身
が
そ
の
こ
と
を
自
ら
に
明
確
に
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
こ
と

、

、

、

を
自
覚
し

自
知
す
る
こ
と
で
あ
り

し
か
も
実
は
そ
れ
を
通
じ
て

さ
ら
に
何
ら
か
の
新
た
な
知
の
可
能
性
を
探
り
、
探
求
の
道
を
見
出

、

。

そ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
と

さ
し
あ
た
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る

し
か
し
な
が
ら
、

の
立
場
が
、
そ
の
よ
う
な
徹

docta
ignorantia

底
的
な
無
知
の
剔
抉
や
、
真
理
認
識
の
可
能
性
の
全
面
的
な
否
定
を

闡
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
詮
ず
る
と
こ

ろ
、
全
面
的
な
知
の
断
念
あ
る
い
は
認
識
の
放
棄
・
停
止
と
い
う
こ

、

、

と
に
な
り

結
果
的
に
は
い
わ
ば
果
て
し
な
い
懐
疑
論
に
留
ま
る
か

あ
る
い
は
お
よ
そ
真
理
に
関
す
る
不
可
知
論
に
陥
る
他
は
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た

の
立
場
に
対
す
る
疑
義
あ
る
い
は
批
判
に
対
し
て

docta
ignorantia

は
、
か
つ
て
は

と
い
う
事
態
を
、
何
ら
か
の
神
秘

docta
ignorantia

主
義
的
な
体
験
あ
る
い
は
独
特
な
直
観
の
よ
う
に
考
え
る
理
解
な
い

し
解
釈
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
私
は
、

詳
し
い

―

こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
が

を
何
か
そ
の
よ
う

―

docta
ignorantia

な
特
殊
な
能
力
や
独
特
の
境
地
の
ご
と
く
考
え
る
必
要
は
な
い
し
、

ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
か
え
っ
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思
惟
の

も
つ
独
自
な
意
義
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。要

す
る
に
私
は
、

の
立
場
は
、
単
な
る
知
の
放

docta
ignorantia

棄
・
断
念
に
終
わ
る
も
の
で
も
、
真
理
認
識
の
否
定
・
停
止
に
留
ま

る
も
の
で
も
な
く
て
、
む
し
ろ
人
間
の
精
神
（
知
性
）
が
そ
の
よ
う
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な
否
定
性
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
通
常
の
知
の
否
定
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
真
理
を
探
求
せ
ん
と
し
、
新
た
な
知
を
見

出
さ
ん
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
勿
論
、
そ
の
よ
う
な

認
識
（
知
）
に
お
け
る
否
定
か
ら
肯
定
へ
の
転
換
、
否
定
性
を
通
じ

て
の
肯
定
性
（
積
極
的
な
探
求
）
へ
の
翻
り
に
つ
い
て
は
、
本
来
な
ら

ば
少
な
く
と
も
そ
の
転
換
の
論
理
な
り
、
翻
り
の
構
造
や
筋
道
な
り

を
詳
し
く
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
は
こ
れ
を
省
略
し
、

ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
そ
の
こ
と
が
現
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
認

め
た
上
で
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
念
の
た
め
に
繰
り
返
し
言
え
ば
、

を
自

docta
ignorantia

覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
は
認
識
さ
れ
る
も
の
、
到
達
さ
れ
得

る
も
の
（

）
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の

attingibilis

こ
と
は
ど
こ
ま
で
も
堅
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
理
は
な
お
あ
く

ま
で
も
そ
れ
自
体
と
し
て
把
握
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
真
理
の
探
求
は
（
不
可
能
だ
と
し
て
）
放
棄
さ
れ
、

断
念
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
ク
ザ
ー
ヌ

ス
に
お
い
て
は
、
真
理
は
把
握
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
だ
か
ら

、
、
、

こ
そ
か
え
っ
て
ど
こ
ま
で
も
限
り
な
く
、
無
限
に
探
求
さ
れ
ね
ば
な

、
、

ら
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
発
想
の
転
換
が
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
ま

、

、

た
人
間
精
神
自
体
の
あ
く
こ
と
な
き
能
動
性

積
極
性
が
強
調
さ
れ

そ
こ
か
ら
そ
の
た
め
の
新
た
な
探
求
の
方
法
な
り
立
場
な
り
が
追
求

、

。

さ
れ

新
し
い
知
の
可
能
性
を
開
く
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
く

こ
う
し
た
仕
方
で
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
の
思
考
の
展
開
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
私
は
こ
こ
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
精
神
な

い
し
思
考
に
お
け
る
、
近
世
的
（
あ
る
い
は
ル
ネ
サ
ン
ス
的
）
性
格

と
い
う
べ
き
も
の
が
明
瞭
に
見
て
取
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ

、

（

）

ッ
シ
ー
ラ
ー
も
言
う
よ
う
に

こ
こ
に
は
近
世
的

ル
ネ
サ
ン
ス
的

（
六
）

精
神
の
も
つ
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
衝
迫

（

）
と
い

」der
faustische

D
rang

う
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
無
知
だ
か
ら
こ
そ
あ
く
ま
で
も
知
を
求
め
て

い
く
と
い
う
、
い
わ
ば
精
神
の

と
い
う
も
の
が
端
的
に
現

A
ktivität

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
知
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
新
た

な
探
求
の
立
場
と
し
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
見
出
し
、
打
ち
建
て
て
く
る

の
が
、
先
に
挙
げ
た
い
わ
ゆ
る
「
臆
測
」
と
い
う
彼
独
自
な
認
識
の
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あ
り
方
な
い
し
立
場
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス

D
e

に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
論
じ
た
『
臆
測
に
つ
い
て

（』

）
と
い
う
著
作
が
あ
る
が
、
従
来
こ
の
書
は
（

ド

coniecturis,1440

『

ク
タ
・
イ
グ
ノ
ラ
ン
チ
ア
』
の
方
は
よ
く
読
ま
れ
、
知
ら
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
）
あ
ま
り
十
分
に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
た
だ
し
最
近
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

。
し
か

）

し
私
は
、
こ
の
「
臆
測
」
と
い
う
思
想
は
、

の
立
場

docta
ignorantia

と
の
関
連
の
な
か
で
、
あ
る
意
味
で
本
質
的
に
一
つ
に
結
び
つ
き
、

不
可
分
な
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

一
般
に
臆
測
と
言
う
と
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
知
ら
れ
ず
、
わ
か
ら

な
い
、
だ
か
ら
い
わ
ば
適
当
に
当
て
推
量
し
た
り
、
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、
思
い
つ
き
で
推
し
測
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
確
か
に
、
臆
測
に
は
本
質
的
に
そ
の
よ
う
な
側
面
が
含
ま
れ
る

coniectura

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
う

は
、
真
理
は
認
識
さ
れ
得
な
い
、
だ
か
ら
止
む
を
得
ず
推
測
す
る
と

い
っ
た
単
に
消
極
的
な
立
場
で
は
な
い
。
む
し
ろ
真
理
は
認
識
さ
れ

ず
、
到
達
さ
れ
て
い
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
真
理
に
向
か
っ
て

ど
こ
ま
で
も
接
近
し
、
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
積
極
性
な
い
し
能
動
性

を
示
す
の
が
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
臆
測
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
勿
論
、

繰
り
返
し
言
う
よ
う
に
、
精
神
（
人
間
知
性
）
は
そ
の
よ
う
な
あ
く

な
き
臆
測
に
よ
っ
て
も
、
決
し
て
究
極
的
真
理
（
無
限
な
る
真
理
）

そ
の
も
の
に
到
達
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
、
臆
測
的
認

識
は
ど
こ
ま
で
も
臆
測
（
知
）
で
あ
っ
て
、
真
理
で
は
な
い
。
し
か
し

こ
の
臆
測
的
認
識
は
、
真
理
に
ど
こ
ま
で
も
近
接
せ
ん
と
し
、
ま
た

真
理
に
ま
で
達
せ
ん
と
し
て
、
そ
の
認
識
を
限
り
な
く
拡
充
し
、
延

長
し
て
い
く
と
い
っ
た
性
格
の
認
識
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
は
、
こ
う
し
た
臆
測
的
認
識
を
遂
行
す
る
た
め
の
い
わ

ば
足
場
を
築
き
、
こ
れ
を
そ
の
た
め
の
一
種
の
方
法
論
と
し
て
考
え

ars

る

著
作

臆
測
に
つ
い
て

に
お
い
て
は

そ
れ
は

臆
測
術

。

『

』

、

「

」（

）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
臆
測

coniecturalis

が
う
ま
く
進
め
ら
れ
て
い
く
た
め
の
一
種
の
術
（

）
が
考

ars,
K
unst

え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
例
え
ば
「
四
つ
の
一
性

（

）

」

quattuor
unitates

と
い
っ
た
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
今
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と

（
七
）

は
で
き
な
い
が

基
本
的
に
言
っ
て

こ
の
よ
う
な
認
識
の
枠
組

先

、

、

（

程
は
足
場
と
言
っ
た
）
と
し
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
最
も
好
ん
で
用
い
る

unum
alterum

unitas
の
が

一
と
他

あ
る
い
は
一
性
と
他
性

、

（

）
、

（

―

）
と
い
う
相
関
的
な
概
念
で
あ
り
、
言
う
な
ら
ば
そ
れ
は

―alteritas

一
種
の
関
係
的
な
思
考
で
あ
る
。
一
に
と
っ
て
の
他
は
、
一
な
ら
ざ



17／近世哲学における神の問題

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
必
然
的
に
多
で
も
あ
る
が
、
こ
の
他

＝
多
を
通
じ
て
、
一
に
限
り
な
く
近
接
し
、
一
な
る
も
の
を
推
し
知

（

）

、

。

る

つ
ま
り
臆
測
す
る

こ
と
が

そ
こ
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る

そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で

「
到
達
さ
れ
得
な
い
真
理
の
一
性
は
、
臆
測
的

、

な
他
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
「
臆
測
と

（
八
）

は
、
他
性
に
お
い
て
真
理
そ
の
も
の
に
関
与
す
る
積
極
的
言
表
で
あ

る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
九
）こ

の
よ
う
な
一
性

他
性
と
い
う
関
係
的
思
考
の
着
想
自
体
は
、

－

ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
恐
ら
く
数
学
、
あ
る
い
は
広
い
意
味
で
の
数

学
的
な
思
考
か
ら
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
と
他

と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
譬
喩
は

と
（

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
こ
の
一
と
他
と
い
う
こ
と
が
考
え

出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が

、
数
の
形
成
に
お
け
る
原
理
数
と
し
て

）

の
１
と
、
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
る
個
々
の
数
（
１
以
外
の
も
ろ
も
ろ

の
数
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
場
合
、
１
は
一
性
を
、
そ
し

て
も
ろ
も
ろ
の
数
は
他
性
す
な
わ
ち
多
性
を
表
わ
し
、
し
か
も
そ
れ

ら
は
す
べ
て
１
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
ク
ザ
ー

ヌ
ス
の
理
解
に
特
徴
的
な
の
は
、
数
１
は
数
の
始
ま
り
で
あ
る
と
と

も
に
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
数
を
生
む
数
の
原
理
、
つ
ま
り
原
理
数
で

も
あ
る

１
は
ラ
テ
ン
語
で
言
え
ば
数
の

、
つ
ま
り

―

principium

数
の
系
列
の
始
ま
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
数
の
原
理
で
あ
り
、
し
か

、
、
、

、
、

も
そ
れ
自
体
は
い
か
な
る
特
定
の
数
で
も
な
く
、
い
わ
ば
数
一
般
、

あ
る
い
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
葉
で
言
え
ば
「
無
限
数
」
と
み
な
さ
れ

る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
１
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
一
性
を

シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
ま
た
、
例
え
ば
も
ろ
も
ろ
の
三
角
形
に
対
す
る
「
無
限
な

る
三
角
形
」
の
関
係
が
、
一
性
と
他
性
（
多
性
）
の
関
係
を
示
す
も
の

と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
三
角
形
の
真
理
（
原
理
）
は
、
他
性

と
し
て
の
も
ろ
も
ろ
の
三
角
形
を
通
じ
て
、
一
性
と
し
て
の
三
角
形

（
無
限
な
る
三
角
形
）
を
推
知
し
、
臆
測
す
る
と
い
う
仕
方
で
限
り

な
く
近
づ
か
れ
る
。
そ
の
場
合
、
無
限
な
る
三
角
形
は
、
あ
く
ま
で

も
臆
測
で
あ
り
、
い
わ
ば
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
一
性

他
性
と
い
う
関
係
を
立
て
る
（
そ
の
枠
組
を
置
く
）
こ
と

－

。

、

自
体
が
す
で
に
臆
測
な
い
し
想
定
で
あ
る

し
か
も
そ
れ
を
通
じ
て

他
性
の
原
理
と
し
て
の
一
性
そ
の
も
の
が
臆
測
さ
れ
、
推
知
さ
れ
て

い
く
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
無
限
数
」
や
「
無
限
な
る
三
角
形
」
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
も
ろ
も
ろ
の
数
や
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三
角
形
が
考
え
ら
れ
る
考
え
方
は
、
ど
こ
か
プ
ラ
ト
ン
の
い
わ
ゆ
る

イ
デ
ア
の
考
え
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
無
限
数
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
数
の
イ
デ
ア
か
、

イ
デ
ア
数
の
よ
う
な
も
の
を
、
ま
た
「
無
限
な
る
三
角
形
」
も
、
三
角

形
の
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
そ
こ
で
、

（
分
有
な
い
し
関
与
）
と
い
う
プ
ラ
ト

participatio

ン
的
な
言
葉
が
ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
に
よ
っ
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
恐

ら
く
そ
こ
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
考

え
の
影
響
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
実
際
、

ル
ネ
サ
ン
ス
当
時
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
へ
の
影
響
と
い

う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
考
え
る
一
性
、
あ
る
い
は
（
数
な

り
、
三
角
形
な
り
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
）
無
限
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な

イ
デ
ア
と
は
や
は
り
大
分
違
っ
て
い
る
、
む
し
ろ
根
本
的
に
異
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア

の
こ
と
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
の
で
、
ク
ザ
ー

ヌ
ス
の
側
か
ら
の
み
言
え
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
無
限
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
有
限
な
も
の
に
対
し
て

（
や
や
近
世
的
な
言
葉
を
使
え

、

ば
）
そ
れ
の
極
限
と
し
て
考
え
ら
れ
、
探
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

、
、

わ
れ
る
。
さ
ら
に
一
性

他
性
の
関
係
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て

－

principium
principiatum

よ
り
包
括
的
な
存
在
論
的
概
念
と
し
て
、

―

と
い
う
対
概
念
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
原
理
と
、
原
理
か
ら
生
じ
た
も

の
（
原
理
づ
け
ら
れ
た
も
の
）
と
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
両
者
の
相
互
の

な
論
理
的
関
係
と
し
て
、

dialektisch

（
包
括
と
展
開
）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て

com
plicatio

explicatio

―

一
と
他
＝
多
の
相
関
的
な
関
係
を
考
え
、
あ
る
い
は
ま
た
逆
に
一
々

（

）

、

（

）

の
個
物

個
々
の
多

を

原
理
と
し
て
の
一
の

縮
限

contractio

と
見
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
独
特
な
存
在
論
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト

教
的
な
意
味
で
の
創
造
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
を
今
か
り
に

イ
デ
ア
と
い
う
言
葉
で
言
え
ば
、
イ
デ
ア
に
相
当
す
る
も
の
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
物
の
う
ち
に

（
展
開
）
さ
れ
て
い
る
と
も
見

explicare

、

（

）

ら
れ
る
し

逆
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
へ
と

凝
縮
・
縮
限

contrahere

さ
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
反
対
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
そ
の
ま
ま
当

て
嵌
ま
る
。
つ
ま
り
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
は
一
な
る

も
の
の

だ
と
言
わ
れ
る
し
、
し
か
し
一
々
の
も
の
に
即
し

explicatio
て
見
れ
ば
、
す
べ
て
が
一
な
る
も
の
の

だ
と
言
わ
れ
る
。

contractio

こ
こ
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
独
自
の
存
在
論
な
い
し
創
造
論
が
成
り
立
っ
て
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い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
含
め
て
考
え
る
と
、
恐
ら
く

、

、

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
立
場
は

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
現
象
と
い
う
関
係

あ
る
い
は
真
実
在
と
し
て
の
イ
デ
ア
と
、
そ
の
現
象
な
い
し
影
と
し

て
の
個
物
と
い
う
考
え
と
は
相
当
か
け
離
れ
、
従
っ
て
プ
ラ
ト
ン
的

イ
デ
ア
論
の
枠
組
と
は
、
や
は
り
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
は
、
今
は
こ
れ
以
上
立
ち

入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五

話
は
や
や
横
道
に
逸
れ
た
が
、
も
う
一
度
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
臆
測
的

認
識
の
立
場
と
、
そ
の
根
本
に
あ
る

の
立
場
と
の

docta
ignorantia

関
連
に
話
題
を
戻
し
た
い
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
臆
測
の
立
場
は
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の

の
立
場
、
つ
ま
り
無
限

docta
ignorantia

な
る
真
理
（
神
）
は
ど
こ
ま
で
も
把
握
・
到
達
さ
れ
得
な
い
と
い
う
無

知
を
知
る
こ
と
の
上
に
立
脚
し
、
前
提
し
つ
つ
、
し
か
も
ど
こ
ま
で

も
そ
の
無
限
な
る
真
理
に
向
か
っ
て
探
求
を
続
け
る
と
い
う
認
識
の

あ
り
方
で
あ
っ
た
。
譬
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
無
限
な
る

真
理
に
向
か
っ
て
、
決
し
て
届
か
な
い
矢
を
た
え
ず
放
ち
続
け
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
真
理
に
届
か
な
い
臆
測
の
矢
は
、
真
の
知
で
は

な
い
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
無
知
が
知
ら
れ
る
。
次
に
は

も
う
少
し
先
ま
で
と
い
う
形
で
、
よ
り
遠
く
に
、
つ
ま
り
よ
り
真
理

に
近
い
と
こ
ろ
に
臆
測
の
矢
が
放
た
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
や
は
り

真
理
に
ま
で
は
届
か
な
い
の
だ
か
ら
、
真
の
知
で
は
な
い
と
し
て
否

定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
限
り
な
く
繰
り
返
さ
れ
よ
う

と
も
、
臆
測
の
矢
は
決
し
て
真
理
に
届
く
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
探

求
は
無
限
に
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
働
き
を

な
す
の
は
、

と
い
う
能
力
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

ratio

通
常
の
知
（

）
は
、
こ
の

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で

scientia
ratio

あ
る
が
、
そ
の
知
は
い
ず
れ
も
決
し
て
精
確
な
真
理
（
究
極
的
な
、

無
限
な
る
真
理
）
に
ま
で
到
達
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
知

scire
ignorare

ratio

（

）

（

）

。

は
無
知

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る

ratio
discretiva

ratio
の
本
性
は

ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て

も
し
く
は

、
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

あ

discursiva
discerno

る
い
は

（
識
別
・
分
別
あ
る
い
は
比
量
）
の
働
き
の
う
ち
に

discurso

見
出
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
知
（

）
の
本
性
は
、

scire,
scientia
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別
の
連
関
で
は
比
較
（

）
や
測
定
（

）
に
よ
っ

com
paratio

m
ensuratio

て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

、

、

よ
り
具
体
的
に
言
え
ば

働
き
は
比
量
や
識
別
を
通
じ
て

ratio

の

つ
ね
に
よ
り
大
ま
た
は
よ
り
小
（

）
な
る
知
を
求

m
aius

aut
m
inus

、
、
、

、
、
、

め
、
そ
の
限
り
た
え
ず
知
識
を
拡
張
し
、
ま
た
つ
ね
に
真
理
に
よ
り

近
づ
く
こ
と
を
目
指
し
、
ど
こ
ま
で
も
続
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
は
、
そ
れ
ら
自
体
と
し
て
は
決
し
て
真
理
そ
の
も
の
に
ま
で
到
達

す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
究
極
的
な
真
理
そ
の
も
の
は
、
ク
ザ

ー
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ば

（
最
大
、
極
大
）
ま
た
は

m
axim

um

（
最
小
、
極
小
）
で
あ
る
が
、

の
知
は
そ
こ
に
ま
で

m
inim

um
ratio

到
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
い
つ
ま
で
も

と

の
領
域

m
aius

m
inus

内
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

に
よ
る
知
は
、
そ
の

ratio

限
り
い
ま
だ
真
理
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
、
さ
ら
に
よ
り

真
に
近
い
も
の
が
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ratio

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
、
つ
ま
り

に
よ
る
知
を
真
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
否
定
し
、
ま
た
そ
の
否
定
を

媒
介
に
し
て

を
さ
ら
な
る
探
求
に
向
か
わ
し
め
る
も
の
は
、

ratio

そ
れ
自
身
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に

の
働
き
を
否

ratio
ratio

定
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
を
通
じ
て

を
駆
り
立
て
、
そ
の
知
を

ratio

拡
張
せ
し
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
に
接
近
し
、
ど
こ
ま
で
も

真
理
へ
と
臆
測
せ
し
め
る
、
こ
の
よ
う
な
人
間
知
性
の
働
き
は
、
ク

ザ
ー
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
（

で
は
な
く
て
、

と
は
区
別
し
て
）

ratio
ratio

あ
る
い
は

と
い
う
働
き
と
見
ら
れ
て
い
る
。

intellectus
intelligere

intellectus
intelligere

そ
れ
ゆ
え

ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る

な
い
し

、

（

の
働
き
）
は
、
以
上
言
っ
た
よ
う
に

の
働
き
（
成
果
）
を
真
な

ratio

ら
ざ
る
も
の
と
し
て
知
り
、
そ
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
じ

て

を
さ
ら
な
る
探
求
へ
と
駆
り
立
て
、
向
か
わ
し
め
る
と
い
う

ratio

働
き
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は

よ
り
も
よ
り
高
い
次
元
の
知
的
能

ratio

力
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
こ
こ
で
の

は
、
た
だ
単
純
に

の
次
元
を
超
え
離
れ
、
い
わ
ば

intellectus
ratio

を
捨
て
て
、

と
い
う
よ
り
高
い
段
階
の
知
を
獲
得
す

ratio
intellectus

る
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
限
り

で
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る

は
、
あ
る
い
は
中
世
に
お

intellectus

い
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な

の
能
力
な
い

intellectus

し
働
き
と
は
い
さ
さ
か
違
っ
た
性
格
な
り
、
機
能
な
り
を
現
わ
し
て

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
に
お
け
る
基
本
的

な
い
し
一
般
的
な
理
解
に
関
し
て
、
私
は
正
確
な
知
識
を
も
っ
て
い

な
い
の
で
、
断
定
的
な
こ
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
だ
が
、
中
世
に
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お
い
て
は

（
理
性
）
が
分
別
知
、
識
別
知
の
働
き
で
あ
る
の
に

ratio
対
し
て
、

（
普
通
は
知
性
と
訳
さ
れ
て
い
る
）
の
方
は
、

intellectus

い
わ
ば
そ
れ
を
超
え
た
一
種
の
直
観
知
な
い
し
直
知
と
見
ら
れ
、
そ

の
意
味
で
は
明
ら
か
に
よ
り
高
い
段
階
の
知
の
能
力
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
し
こ
の
よ
う
な
理
解

が
ま
っ
た
く
の
誤
り
か
見
当
違
い
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス

に
お
け
る

の
理
解
は
、
や
は
り
少
し
変
わ
っ
て
き
て
い

intellectus

、

、

る
し

ま
た

と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
本
質
的
な
性
格
の
上
で

ratio

新
た
な
変
化
と
い
う
べ
き
も
の
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な

と

の
あ
り
方
、
そ
し
て
ま
た
そ

ratio
intellectus

の
両
者
の
関
係
を
通
じ
て
生
ず
る
新
た
な
探
求
と
そ
の
成
果
と
し
て

の
臆
測
、
一
口
に
言
え
ば
、
要
す
る
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
的
な
意
味
で
の

臆
測
的
認
識
と
し
て
成
り
立
つ
知
の
あ
り
方
な
い
し
形
態
を
見
る
な

ら
ば
、

以
上
の
諸
考
察
を
踏
ま
え
て
あ
え
て
言
う
な
ら

そ

―

―

こ
に
は
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
中
世
的
な
哲
学
的
知

の
あ
り
方
や
形
態
と
は
ど
こ
か
違
っ
た
、
あ
る
意
味
で
や
は
り
近
世

的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
言

え
ば
、
い
わ
ゆ
る
の
ち
の

と
い
う
意
味
で
の
（
勿
論

W
issenschaft

そ
れ
は
科
学
的
な
知
を
も
含
め
た
）
新
た
な
知
と
い
う
性
格
の
も
の

が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
そ
の
萌
芽
と

か
先
駆
と
言
え
る
も
の
が
、
そ
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
探
求
の

立
場
、
あ
る
い
は
そ
の
思
考
の
基
本
的
構
造
か
ら
言
え
ば
、
そ
こ
に

は

こ
れ
も
あ
え
て
臆
測
的
に
言
う
な
ら

例
え
ば
の
ち
の
カ

―

―

、

、

ン
ト
の
立
場

こ
と
に
カ
ン
ト
的
な
理
性
の
立
場
に
通
じ
る
よ
う
な

い
わ
ば
そ
の
原
初
的
、
先
駆
的
な
形
態
と
言
え
る
も
の
が
見
て
取
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

六

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
な
か
に
カ
ン
ト
へ
の
先
駆
的
な
も
の
を
見
、
ク
ザ

、

ー
ヌ
ス
と
カ
ン
ト
を
何
ら
か
の
仕
方
で
関
連
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は

よ
り
具
体
的
な
い
し
内
容
的
に
言
え
ば
、
以
上
に
見
て
き
た
ク
ザ
ー

ヌ
ス
に
お
け
る

と

の
関
係
を
、
の
ち
の
カ
ン
ト
に

ratio
intellectus

お
け
る
悟
性
と
理
性
（

―

）
の
関
係
に
対
応
す
る

V
erstand

V
ernunft

も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
こ
へ
と
繋
が
り
、
そ
の
先
駆
的
形
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態
を
な
す
も
の
と
み
な
し
、
さ
ら
に
ま
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
そ

の
両
者
を
通
し
て
成
り
立
つ
臆
測
の
立
場
な
い
し
臆
測
的
認
識
の
う

、

（

）

ち
に

の
ち
の
カ
ン
ト
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
理
性
的
な
推
論

S
chluß

に
結
び
つ
く
も
の
を
見
て
取
る
と
い
う
趣
旨
に
な
る
の
は
、
容
易
に

理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え

る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
り
、
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
私

自
身
も
今
の
と
こ
ろ
十
分
に
明
確
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は

言
え
ま
た
、
か
り
に
以
上
の
考
察
の
関
連
か
ら
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
う

ち
に
カ
ン
ト
へ
と
繋
が
る
も
の
を
見
出
し
、
逆
に
カ
ン
ト
を
ク
ザ
ー

ヌ
ス
に
関
連
づ
け
て
考
え
る
と
い
う
方
向
が
い
く
ら
か
で
も
見
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
側
の
思
想
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
観
点

。

か
ら
い
く
ら
か
の
考
察
を
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
う
ち
に
カ
ン
ト
へ
の
先
駆
的
な
も
の
を
見
る
、
あ

る
い
は
カ
ン
ト
を
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
の
連
関
に
お
い
て
考
え
る
と
い
っ

た
理
解
は
、
従
来
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
解
釈
に
お
い
て
も
、
い
わ
ん
や
ま

た
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
両
者
の
あ
い
だ
に
歴
史
的
な
影
響
関
係
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
が
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
言
及
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
（
そ
も
そ
も
そ
の
存
在
を
す
ら
知
ら
な
い
は
ず
で
あ

る

。
だ
か
ら
両
者
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
と
か
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
を

）
カ
ン
ト
に
結
び
つ
け
て
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
し
て
）
解
釈
す
る
と

、

。

い
っ
た
こ
と
は

も
と
も
と
不
適
切
な
い
し
不
可
能
か
も
知
れ
な
い

た
だ
し
か
し
、
私
の
知
る
限
り
で
両
者
の
関
係
な
い
し
類
似
性
に
つ

い
て
触
れ
た
言
及
は
、
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
『
組
織
神
学
』
と
い
う
書

物
に
お
い
て
「
理
性
（

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に

」V
ernunft

見
ら
れ
、
そ
こ
で
彼
は
、
理
性
を
自
己
の
有
限
性
の
覚
知
に
お
い
て

有
限
な
制
約
の
か
な
た
に
あ
る
も
の
へ
の
問
い
を
立
て
る
能
力
と
し

て
捉
え
た
そ
の
古
典
的
な
実
例
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
立

場
と
並
ん
で
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の

の
立
場
を
挙
げ
て

docta
ignorantia

い
る
。
今
こ
の
こ
と
を
も
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
両
者
の
あ
い
だ
に

（
一
〇
）

。

何
ら
か
の
関
係
を
語
る
こ
と
も
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い

こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
後
に
簡
単
に
補
足
的
な
説
明
を
加
え
て
お
き

た
い
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
後
半
部
に
当
た
る
い
わ
ゆ
る
「
弁
証
論
」

の
部
分
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
の
概
念
と
機
能
を
解
明
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
思
弁
的
理
性
に
よ
る
従
来
の
形
而
上
学

的
認
識
を
批
判
的
に
検
討
し
、
そ
の
仮
象
性
を
剔
抉
せ
ん
と
す
る
部

分
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
眼
目
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
周
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知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
今
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
カ
ン
ト
が
そ
こ
で
行
っ
た
、
悟
性
と
の
対
比
に
お
け
る

理
性
（
と
く
に
理
論
理
性
）
の
基
本
的
な
性
格
づ
け
に
の
み
触
れ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
悟
性
は
「
規
則
の
能
力
」
で
あ
る
の
に
対
し

、

「

」

、

、

て

理
性
は

原
理
の
能
力

と
さ
れ

あ
る
い
は
別
の
言
い
方
で
は

悟
性
は
「
規
則
に
よ
る
諸
現
象
の
統
一
の
能
力
」
で
あ
る
の
に
対
し

、

「

、

」

て

理
性
は

原
理
の
も
と
で
の

悟
性
諸
規
則
を
統
一
す
る
能
力

と
さ
れ
る
。
従
っ
て
理
性
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
直
接
的
に
経
験
に
、

（
一
一
）

つ
ま
り
何
ら
か
の
対
象
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
も
っ
ぱ
ら

悟
性
に
の
み
関
わ
り
、
悟
性
の
も
た
ら
す
多
様
な
認
識
に
対
し
て
、

（

）

。

そ
の
原
理
的
な
統
一

つ
ま
り
理
性
統
一

を
与
え
る
も
の
で
あ
る

そ
の
場
合
の
理
性
の
論
理
的
原
則
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
「
制
約
的

な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
相
互
の
諸
制
約
の
全

系
列
も
ま
た
そ
れ
自
体
無
制
約
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い

る
」
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
は
、
そ
の
悟
性
に
よ
る

（
一
二
）

制
約
的
な
認
識
に
対
し
て
無
制
約
的
な
も
の
（

）
を

das
U
nbedingte

見
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悟
性
認
識
を
何
ら
か
の
統
一
へ
と
も
た
ら

し
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
完
結
し
、
完
成
す
る
こ
と
に

。

、

な
る

こ
う
し
た
理
性
統
一
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
理
性
概
念
が

い
わ
ゆ
る
理
念
（

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
こ
の

Idee

よ
う
な
無
制
約
的
な
も
の
あ
る
い
は
全
体
性
（

）
と
し
て
取

T
otalität

、

、

り
出
す
超
越
論
的
概
念
が

い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
理
念
と
し
て
の
魂

世
界
、
そ
し
て
神
と
し
て
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理

、

、

念
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き

今
こ
こ
で
の
問
題
は

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
理
性
推
論
が
な
さ
れ
る
場
合
の
、
そ
の
理
性

の
働
き
方
、
あ
る
い
は
悟
性
に
対
す
る
理
性
の
関
係
の
あ
り
方
と
い

う
点
で
あ
る
。

「
超
越
論
的
弁
証
論
」
の
最
末
尾
の
、
い
わ
ば
そ
の
全
体
の
締
め

く
く
り
と
な
る
「
付
録
」
の
な
か
で
、
今
言
っ
た
理
性
の
働
き
あ
る
い

は
あ
り
方
に
関
し
て
、
と
く
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
点
が
い
わ
ば
要
約

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
純
粋
理
性
の
理
念
の
統
制

（
一
三
）

的
使
用
」
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
理
性
の
自
然
的
本
性
に
基
づ
く
超

越
論
的
な
諸
理
念
は
、
経
験
の
領
野
を
越
え
て
何
ら
か
の
対
象
に
適

用
さ
れ
る
と
、
そ
の
使
用
は
超
越
的
（

）
と
な
り
、
い
わ

transzendent
ゆ
る
理
念
の
構
成
的
使
用
と
い
う
誤
っ
た
使
用
と
し
て
そ
こ
に
欺
瞞

や
幻
影
を
生
み
出
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
理
念
は
あ
く
ま

で
も
統
制
的
（

）
に
の
み
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
理

regulativ
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性
の
働
き
は
、
直
接
に
対
象
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
悟

性
に
の
み
関
わ
り
、
悟
性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
概
念

を
整
序
し
、
そ
れ
ら
に
一
定
の
統
一
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
は
悟
性
を
そ
の
目
指
す
べ
き
目
標
へ

と
向
か
わ
せ
、
悟
性
概
念
に
最
大
の
拡
張
と
統
一
を
与
え
る
の
に
役

立
つ
と
見
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
統
制
的
な
役
割
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
理
念
を
、
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
が
そ
れ
へ
と
向
か

う
目
標
と
し
て
、
一
種
の
「
虚
焦
点

（

）
と
い
う

」focus
im
aginarius

役
割
を
果
た
す
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
は
可

（
一
四
）

能
的
経
験
の
限
界
の
ま
っ
た
く
外
に
存
し
、
悟
性
認
識
が
現
実
に
そ

こ
に
ま
で
到
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
一
点
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ま

regulieren

さ
に
悟
性
の
拡
張
と
統
一
に
対
し
て
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
を

す
る
（
統
制
し
、
統
御
す
る
）
も
の
と
し
て
理
念
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
譬
喩
的
に
巧
み
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
ま
た
、
も
う
一
つ
の
点
が
注
目
さ
れ
て
く
る
。
カ
ン
ト

に
お
い
て
理
性
が
以
上
の
よ
う
な
超
越
論
的
原
理
に
基
づ
い
て
悟
性

的
認
識
の
完
全
性
を
目
指
し
て
進
む
場
合
、
そ
こ
か
ら
ま
た
必
然
的

に
可
能
的
経
験
の
多
様
な
内
実
に
関
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
整
序
し
、

統
一
す
る
た
め
の
具
体
的
な
原
理
と
し
て
、
同
質
性
、
差
異
性
、
そ

し
て
親
和
性
（
も
し
く
は
連
続
性
）
と
い
う
三
つ
の
原
理
が
見
出
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
説

明
す
る
こ
と
も
今
は
省
略
す
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
ら
は
、
現
実
の

自
然
科
学
的
な
探
求
に
お
け
る
指
針
（

）
と
な
る
も
の
と

R
ichtschnur

も
み
な
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を
こ
の
「
付
録
」
の
な

か
で
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
お
け
る
天
文
学
的
発
見
の
事
例
に
よ
っ
て

説
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
先
の
三
つ
の
原
理
は
、
本
来
は
理
性

が
そ
の
理
性
統
一
を
試
み
る
と
き
に
遵
守
す
べ
き
論
理
的
原
則
で
あ

り
な
が
ら
、
悟
性
的
認
識
の
完
全
性
を
目
指
す
超
越
論
的
原
理
と
し

て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
的
・
客
観
的
な
知
識
の
拡
張
を
も
た

ら
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
は
こ

れ
ら
の
原
理
を

（
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
お
い
て
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た

、

よ
う
に
）
可
能
的
経
験
の
拡
張
と
完
遂
の
た
め
に
現
実
的
に
役
立
つ

も
の
と
し
て
「
発
見
的
原
理

（

）
と
も
呼
ん

」heuristische
P
rinzipien

で
い
る
。

（
一
五
）

以
上
、
き
わ
め
て
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性

の
立
場
、
な
い
し
理
性
の
働
き
が
示
す
特
徴
的
な
点
を
、
と
く
に
二

つ
に
絞
っ
て
注
目
し
て
み
た
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、
理
性
概
念
（
理

念
）
の
使
用
あ
る
い
は
理
性
的
推
論
の
立
場
は
、
ど
こ
ま
で
も
統
制
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的
と
い
う
性
格
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
、
し
か
し
ま
さ

に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
理
性
は
悟
性
認
識
の
完
全
性
へ
と
悟
性

を
駆
り
立
て
導
く
と
い
う
機
能
を
有
し
、
結
果
的
に
そ
れ
は
自
然
探

求
に
お
け
る
発
見
的
原
理
と
な
り
得
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二

面
を
含
め
て
、
例
え
ば
最
近
の
代
表
的
な
カ
ン
ト
研
究
者
の
一
人
で

V
ernunft

あ
る
Ｏ
・
ヘ
ッ
フ
ェ
は

「
探
求
的
原
理
と
し
て
の
理
性

（

、

」

）
と
い
う
性
格
づ
け
を
与
え
て
い
る
の
も
、

als
F
orschungsprinzip （

一
六
）

ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
点
を
念
頭
に
置
い
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

「

」

カ
ン
ト
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な

探
求
的
原
理
と
し
て
の
理
性

の
立
場
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
理
性
推
論
の
あ
り
方
を
成
り
立
た
し
め

る
よ
う
な
思
惟
の
構
造
と
い
う
か
、
根
本
態
勢
の
よ
う
な
も
の
が
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
す
で
に
永
々
と
述
べ
て
き
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思

想
に
お
け
る

の
立
場
（
そ
の

へ
の
関
係
を
も
含
め

intellectus
ratio

）

、

（

）

た
あ
り
方

と

ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る

臆
測

coniectura

と
い
う
立
場
の
う
ち
に
、
い
わ
ば
萌
芽
的
な
い
し
先
駆
的
な
仕
方
で

す
で
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
も
っ

、

、

と
ス
ト
レ
ー
ト
に
言
え
ば

ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る

は

intellectus

の
ち
の
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
の
立
場
へ
と
繋
が
り
、
ま
た
ク
ザ
ー

ヌ
ス
の
臆
測
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
の
推
論
と
い
う
働
き
を
先

取
り
す
る
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
り
あ
え

ず
こ
れ
が
本
論
文
の
主
旨
と
い
う
か
、
最
終
的
な
到
達
点
で
あ
る
。

す
で
に
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
カ
ン
ト
的
理

性
に
お
け
る
第
一
の
側
面
た
る
統
制
的
使
用
に
当
た
る
ク
ザ
ー
ヌ
ス

的

の
あ
り
方
も
ま
た
、
そ
の
臆
測
的
認
識
の
た
え
ざ
る

intellectus

否
定
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
そ
の
統
制
的
な
働
き
を
ど
こ
ま
で
も
続

け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
の
帰
結
と
し
て
の

第
二
の
側
面
た
る
現
実
的
認
識
の
限
り
な
い
拡
張
・
進
展
に
相
応
す

る
も
の
と
し
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
臆
測
の
立
場
も
、
本
質
的
に
同
じ

よ
う
な
無
限
拡
張
・
無
限
進
展
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
臆
測
（
推
論
）
の
立
場
が
、
絶
対
的
真
理
に
向
け
て
の
無
限
探

求
を
遂
行
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
最
終
目
標
に
達
す
る
こ
と
は
ど

こ
ま
で
も
不
可
能
で
あ
り
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
無
限
の
認
識
の
拡

張
・
充
実
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
知
の
構
造
な
い

し
本
質
の
う
ち
に
、
端
的
に
言
っ
て
、
私
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
か
ら
カ
ン



近世哲学における神の問題／26

ト
へ
と
通
じ
る
近
世
的
な
思
惟
（
あ
る
い
は
理
性
）
の
立
場
の
、
あ

る
種
の
共
通
し
た
根
本
特
質
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
両
者
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
思
惟
の
根
本
の
モ

チ
ー
フ
な
い
し
原
理
と
し
て
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
や
は
り
神

と
い
う
問
題
（
そ
れ
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
で
は
無
限
や
絶
対
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
、
ま
た
カ
ン
ト
で
は
無
制
約
的
、
あ
る
い
は
理
念
的
と
も

表
現
さ
れ
て
い
る
）
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
冒
頭
で
挙
げ
た
近
世
哲
学
に
お
け
る
神
の
も
う
一
つ
の
見

方
と
し
て
、
神
を
意
志
的
な
も
の
と
し
て
見
る
系
列
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
私
自

身
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
シ
ュ
ル
ツ
が
そ
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と

し
て
挙
げ
て
い
た
人
々
以
外
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
か
つ

典
型
的
な
例
と
し
て
、
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
と
い
う
思
想
家
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
そ
の
思
想
か
ら
、
の
ち
の
ヘ
ー
ゲ
ル

や
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
思
想
的
な
関
係
な
い
し
系
譜
（
こ
れ
ら
の
場
合

に
は
、
事
実
上
の
思
想
的
な
影
響
関
係
が
知
ら
れ
て
い
る
）
を
辿
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
哲
学
を
貫
く
も
う
一
つ
の
理
解
と
い
う
か
、

筋
道
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
近
世
哲
学
の
展
開
を
よ
り
内
容
的

に
捉
え
る
こ
と
は
、
私
自
身
の
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
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、
平
成
十
二
年
三
月
二
十
四
日
、
私
の
退
官
を
記
念
し
て
催
し
て
く

だ
さ
っ
た
講
演
会
で
の
講
演
内
容
を
、
序
の
部
分
を
除
い
て
い
く
ら
か
補
筆
・

訂
正
し
、
ま
た
註
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。


