
『
オ
プ
ス

ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
」

に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
再
考

－

i

カ
ン
ト
の
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
言
及
問
題

ポストゥムムjにおけるスピノザ、主義再考

問
題
の
所
在
と
最
近
の
解
釈

『
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
（
以
下
、
『
遺
稿
』
）
は
、
周
知
の
通
り
、

カ
ン
ト
が
晩
年
に
書
き
残
し
た
一
連
の
草
稿
群
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー

版
『
カ
ン
ト
全
集
』
の
第
一
一
一
巻
と
第
二
二
巻
に
分
冊
さ
れ
る
形
で
収

録
さ
れ
た
膨
大
な
草
稿
の
大
部
分
は
自
然
科
学
や
自
然
哲
学
に
関
す
る

叙
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
遺
稿
』
の
執
筆
当
初
、
カ
ン

ト
が
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
』
で
述
、
べ
ら
れ
た
事
柄
だ
け
で

は
「
批
判
哲
学
の
体
系
の
中
に
間
隙
（
円
宮
宮
）
」
（
〈
包
・
出
回
N
勾
）
が

で
き
る
と
考
え
、
『
遺
稿
』
を
「
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
か
ら

自
然
学
へ
の
移
行
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
著
作
と
し
て
出
版
す
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
『
遺
稿
』
の
初
期
草
稿
群
に

お
い
て
カ
ン
ト
は
、
周
知
の
「
量
、
質
、
関
係
、
様
相
」
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
「
物
質
」
を
そ
の
「
運
動
力
」
か
ら
解
明
し
よ
う

と
す
る
が
（
〈
巴
・
N

・
回
・
凶
出
品
。
ω

戸
N
U
Y
ω

己
4ω

虫
色
、
そ
う
し
た
箇

『オプス

内

浩

明

田

所
で
「
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
」
と
「
自
然
学
」
と
の
「
間
隙
」

や
前
者
か
ら
後
者
へ
の
「
移
行
」
に
つ
い
て
何
度
も
言
及
し
て
い
る
守
色
－

N

・国－
uハ凶－
Nmv一円

ω
5
Nゆ

ω
5
A
Y
A
h
m
w
N
）。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
著
作
や
講
義
録
、
覚
え
書
き
な
ど
に
は
多
く

の
思
想
家
や
科
学
者
に
対
す
る
言
及
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
例
に

漏
れ
ず
『
遺
稿
』
で
も
カ
ン
ト
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
に
言
及
し
て
い
る
口

『
遺
稿
』
が
元
々
「
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
か
ら
自
然
学
へ
の

移
行
」
と
い
う
形
で
構
想
さ
れ
た
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
言

及
回
数
が
最
も
多
い
の
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
あ
る
が
、
次
い
で
多
い
の
が

ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
は
第
七
束
と
特
に
第
一
束
に
頻
出

し
、
後
者
で
の
言
及
は
二
二
回
に
も
の
ぼ
る
（
1

）

O

『
遺
稿
』
全
体
の
割

合
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
相
当
音
ム
識
し
て
い
た
と
言

え
る
。
そ
の
ス
ピ
ノ
ザ
と
と
も
に
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
が
頻
繁
に
「
超
越

論
的
観
念
論
」
や
「
超
越
論
哲
学
」
と
の
関
連
で
登
場
し
、
加
え
て
シ
エ



2 

リ
ン
グ
の
名
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
『
遺
稿
』
の
ス
ピ
ノ
ザ
・
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
・
シ
ェ
リ

ン
グ
言
及
問
題
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
し
、

現
在
も
な
さ
れ
て
い
る
。
理
由
や
根
拠
づ
け
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

カ
ン
ト
が
ス
ピ
ノ
ザ
、
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
肯
定
的
に

評
価
し
た
と
す
る
解
釈
と
、
こ
れ
と
は
全
く
逆
に
カ
ン
ト
が
彼
ら
を
批

判
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
に
大
き
く
分
か
れ
る
。

前
者
の
急
先
鋒
は
ト
ゥ
シ
ユ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
ト
ゥ
シ
ュ
リ
ン
グ
は

『
遺
稿
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
自
ら
の
「
超
越
論
的
観
念
論
」
と
ス
ピ

ノ
ザ
主
義
を
同
一
視
し
、
上
記
三
人
を
「
超
越
論
的
観
念
論
」
の
代
表

者
（
な
か
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
を
カ
ン
ト
白
身
の
後
継
者
）
と
見
な
し
た

と
の
解
釈
を
行
い
（
2
）
、
別
の
論
文
で
も
ヘ

l
ゲ
ル
の
実
体
｜
主
体
概

念
を
援
用
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
は
ス
。
ヒ
ノ
、
ザ
主
義
と
自
身
の
哲
学
を
同
一

視
し
た
の
だ
と
強
く
主
張
し
て
い
る
（
3
）O

他
方
、
ガ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
『
遺
稿
」
に
お
け
る
数
多
く
の
ス
ピ

ノ
ザ
に
関
す
る
言
及
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
そ
の
追
従
者
が
復
活
さ
せ
た
ス

ピ
ノ
ザ
の
独
断
的
で
一
元
論
的
な
形
而
上
学
と
カ
ン
ト
自
身
の
理
論
と

の
差
異
を
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
（
4
）
、
最
近
で
は
オ
ン
ナ
ツ

シ
ュ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
カ
ン
ト
は
シ
ェ
リ
ン
グ

哲
学
を
自
身
の
哲
学
の
適
切
な
継
承
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
と
の

説
を
採
っ
て
い
る
（
5
）
。
あ
る
い
は
、
『
遺
稿
』
の
ス
ペ
イ
ン
語
の
訳
者

で
あ
る
ド
ゥ
ケ
は
、
ま
さ
に
ト
ゥ
シ
ュ
リ
ン
グ
を
名
指
し
つ
つ
、
「
ヵ

ン
ト
が
シ
ェ
リ
ン
グ
を
超
越
論
的
観
念
論
の
正
当
な
後
継
者
と
認
め
て

い
る
」
と
い
う
彼
の
説
に
は
「
あ
き
れ
て
し
ま
う
」
と
の
見
解
を
表
明

し
て
い
る
（
6
3

こ
の
よ
う
な
両
極
端
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
最
大
の
理
由
は
、
何
と

言
っ
て
も
『
遺
稿
』
の
叙
述
が
き
わ
め
て
断
片
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
他
の
哲
学
者
・
思
想
家
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は
暖
昧
な
叙

述
が
多
く
、
彼
ら
を
評
価
し
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
、
あ
る

い
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意
図
で
言
及
し
て
い
る
の
か
さ
え
不
明

な
場
合
も
多
い
。
ま
た
、
こ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
関
し
て
は
宣
一
稿
』
で

の
言
及
は
わ
ず
か
二
箇
所
に
と
ど
ま
る
う
え
、
カ
ン
ト
が
シ
ェ
リ
ン
グ

の
著
作
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
さ
え
定
か
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
と
リ
ヒ

テ
ン
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
論
者
は
別
稿
で
論
じ
て
お
い
た
（
7
）
。
し
か
し

そ
こ
で
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
ス
ピ
ノ
ザ
だ
っ
た
の
か
、
『
遺
稿
』
で
ス
ピ

ノ
ザ
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
が
何
を
言
お
う
と
し
た
の
か

な
ど
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
多
い
。
本
稿
で
は
最
終
的
に
は
シ
エ

リ
ン
グ
へ
の
言
及
問
題
を
究
明
す
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
名
は
ス
ピ
ノ

ザ
と
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
と
併
記
す
る
形
で
登
場
す
る
。
そ
こ
で
、
別
稿

で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
を
補
足
し
つ
つ
、
議
論
を
別
の

角
度
か
ら
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

2
．
カ
ン
卜
と
ス
ピ
ノ
ザ
主
義

別
稿
で
論
者
が
述
べ
た
の
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。

ま
ず
批
判
期
の
カ
ン
ト
は
「
汎
神
論
論
争
」
の
さ
な
か
に
お
い
て
も
ス

ピ
ノ
ザ
を
熱
心
に
は
研
究
し
て
お
ら
ず
、
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
に

関
す
る
知
識
は
ヴ
ォ
ル
フ
な
ど
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
。

ま
た
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
の
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
批
判
は
、
ス
ピ
ノ
ザ

の
「
実
体
論
」
を
基
軸
に
展
開
さ
れ
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
が
体
系
の
「
要

石
」
と
み
な
し
た
「
自
由
」
玄
関
－
－
〈
ω
）
の
擁
護
、
な
ら
び
に
「
独
断



『オプス・ポストゥムム』におけるスピノザ主義再考

的
唯
我
論
（
号
明
白
呂
田

S
q開
m
u
E
E目
）
」
と
い
う
「
観
念
論
」
批
判

の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
。
最
後
に
『
遺
稿
』
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
超

越
論
的
観
念
論
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
『
遺
稿
』
で
も
ス
ピ

ノ
ザ
に
対
し
て
多
く
の
批
判
的
文
言
が
見
受
け
ら
れ
、
基
本
的
に
は
ス

ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
三
点
で
あ
る
。

本
稿
で
補
足
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
前
批
判
期
に
も
ス
ピ
ノ
ザ
（
主

義
）
を
知
る
手
が
か
り
が
多
く
あ
っ
た
に
も
か
か
ら
ず
（
8
）
、
カ
ン
ト

が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
に
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
批
判

期
以
降
、
わ
け
で
も
『
実
践
理
性
批
判
』
以
降
に
集
中
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
ス
。
ヒ
ノ
ザ
を
知
る
手
が
か
り
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
別
稿

で
は
ベ

l
ル
や
ヴ
ォ
ル
フ
な
ど
に
言
及
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

例
え
ば
、
一
七
四
四
年
に
は
既
に
『
エ
チ
カ
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
も
シ
ュ

ミ
ッ
ト
（
古

E
B
Z
Z
R
P
Z
E舎
）
（
た
だ
し
、
出
版
当
時
は
匿
名
）

に
よ
っ
て
な
さ
れ
（
9
）
、
一
七
五
五
年
に
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
は
「
哲

学
的
対
話
』
を
出
版
し
ス
ピ
ノ
ザ
を
論
じ
て
い
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー

ン
の
理
解
は
、
並
行
論
と
予
定
調
和
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
し

く
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
に
触
れ
る
機
会
は
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
批
判
期
の
カ
ン
ト
の
ス
ピ
ノ
ザ
な
い
し

は
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
へ
の
言
及
は
少
な
く
（
叩
）
、
「
汎
神
論
論
争
」
以
降
に

集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
ヤ
コ

l
ピ
が
『
メ
ン
デ
ス
ル
ゾ
l
ン
宛
書

簡
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
教
説
に
つ
い
て
』
（
以
下
『
ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
』
）

で
カ
ン
ト
を
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
っ
た
こ
と
が
深

く
関
係
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ヤ
コ

l
ピ
は
『
ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
』

の
「
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
全
面
的
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
精
神
で
あ
る
カ
ン
ト
の
次
の
箇
所

（明。－
m
o
ロ
号
∞
件
。
口
o
ロ
〈
。
口
問
S
F
任。加山口
N

－5
0
2
2
0
号∞∞日比口。
N
m
w

∞ER日）

が
解
明
の
た
め
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

ひ
と
は
た
だ
一
つ
の
（
江
口
百
）
空
間
を
表
象
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
多
く
の
空
間
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
で
同

じ
一
つ
の
空
間
の
諸
部
分
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ

れ
ら
の
諸
部
分
は
ま
た
、
い
わ
ば
全
て
を
包
括
す
る
（
色

Z
F回目
g仏）

た
だ
一
つ
の
空
間
の
構
成
部
分
（
こ
の
構
成
部
分
か
ら
空
間
の
構
成
は

可
能
で
あ
る
）
と
し
て
そ
れ
に
先
行
し
え
ず
、
む
し
ろ
た
だ
一
つ
の
空

間
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
空
間
は
本
質
的
に
た
だ

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
内
の
多
様
、
し
た
が
っ
て
諸
空
間
の
一
般
概
念
も

も
っ
ぱ
ら
制
限
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
お
頁
」
（
日
）

O

こ
れ
に
続
け
て
、
ヤ
コ

l
ピ
は
同
様
に
「
時
間
」
に
つ
い
て
も
『
純

粋
理
性
批
判
』
（
以
下
、
引
用
文
中
を
除
き
『
第
一
批
判
』
）
の
辺
頁
を

参
照
す
る
よ
う
に
述
べ
た
後
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
知
性
改
造
論
』
（
具
体

的
に
は
、
そ
の
末
尾
で
知
性
の
性
質
を
八
つ
に
纏
め
て
い
る
第
二
の
項

目
白
）
）
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
前
段
落
の
引
用
末
尾
の

ヤ
コ

l
ピ
が
参
照
す
る
よ
う
言
っ
て
い
る
箇
所
は
、
『
第
一
批
判
』
の
「
感

性
論
」
の
空
間
の
「
形
而
上
学
的
究
明
」
に
当
た
る
が
、
そ
こ
で
の
カ

ン
ト
の
意
図
は
空
間
の
非
概
念
性
・
直
観
性
を
一
不
す
こ
と
で
あ
り

Z
E・

〉
N
日
）
、
ヤ
コ

l
ピ
の
言
う
よ
う
な
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
当
然

な
しこ

れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
翌
一
七
八
六
年
に
論
文
「
思
考
の
方
向

を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
著
し
、
「
上
述
の
学
者
た
ち
〔
H



4 

ヤ
コ
l
ピ
と
ヴ
ィ
1
ツ
エ
ン
マ
ン
ら
〕
が
ど
の
よ
う
に
し
て
『
純
粋
理

性
批
判
』
の
う
ち
に
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
へ
の
支
持
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
た
の
か
、
殆
ど
理
解
し
え
な
い
」
（
〈
自

5
〉

E
・
）
と
疑
念
を
露

わ
に
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
カ
ン
ト
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
「
独
断

論
（

U
8自
己
2
2）
」
ま
た
は
「
独
断
的
（
乱
高
自
主
宮
町
）
」
と
見
な
し

批
判
す
る
と
と
も
に
「
あ
ら
ゆ
る
狂
信
（
∞
各
巧
似
『
B
O
B－
）
を
根
こ
そ

ぎ
に
す
る
に
は
、
純
粋
理
性
能
力
の
あ
の
限
界
規
定
の
み
が
唯
一
確
実

な
手
段
で
あ
る
」
と
『
第
一
批
判
』
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
（
〈
札
・

一σ一色・）。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
「
独
断
論
」
や
「
狂
信
」

と
批
判
す
る
わ
け
だ
が
、
と
り
わ
け
「
狂
信
」
は
人
間
の
理
性
の
限
界

を
超
え
叡
智
界
へ
と
飛
期
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
カ
ン
ト
が
最
も
警

戒
し
厳
し
く
批
判
す
る
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
（
主

義
）
に
対
す
る
批
判
が
随
所
に
見
ら
れ
る
批
判
期
の
講
義
録
「
ベ

l
リ
ッ

ツ
の
哲
学
的
宗
教
論
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
ス
ピ

ノ
ザ
主
義
は
、
根
本
に
お
い
て
、
一
つ
の
無
神
論
（
〉
F
2
5
5）
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
と
同
様
に
大
い
な
る
狂
信
と
も
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
（
M
M
Z口
H
S
N
）
。
あ
る
い
は
、
一
七
八

0
年

代
に
書
き
留
め
ら
れ
た
「
レ
フ
レ
ク
シ
オ
！
ン

g臼
」
に
は
「
狂
信

の
最
た
る
も
の
は
（
［
色

2
E
S
5
E包
号
ニ
各

3
5
3
1、
我
々

自
身
が
神
の
内
あ
り
、
我
々
の
現
存
在
を
神
の
内
に
感
じ
、
直
観
す
る

こ
と
で
あ
る
」
（
M
Sロ
お
∞
）
と
の
記
述
が
あ
る
。
「
狂
信
の
最
た
る

も
の
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
レ
フ
レ
ク
シ
オ
l
ン
」
で
は
、
狂
信

が
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
ら
れ
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
が
「
一
切
の

可
能
的
客
観
の
神
的
直
観
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
「
あ
ら
ゆ
る
哲
学

的
狂
信
の
起
源
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
玄
関
－
・
凶
三
口
お
∞
）
。
カ

ン
ト
が
『
第
一
批
判
」
で
無
闇
に
新
語
を
造
る
こ
と
を
戒
め
、
む
し
ろ

原
義
を
活
か
す
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
ド
イ
ツ
語
の
「
イ
デ
l
」

と
し
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
守
色
・
〉
臼
肖
記
包
∞
同
）
、
単
に
当
時
「
無

神
論
」
と
さ
れ
危
険
思
想
の
一
っ
と
目
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
へ
の
嫌

疑
が
自
分
に
も
掛
か
る
の
を
恐
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
と
も
す

れ
ば
超
感
性
的
な
世
界
へ
と
飛
刻
し
て
し
ま
う
人
間
理
性
の
弱
さ
を
批

判
哲
学
に
よ
っ
て
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
『
遺
稿
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
遺
稿
』
に
お
い
て
も
や
は
り
批
判

的
な
文
言
が
散
見
さ
れ
る
。

神
と
人
間
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
概
念
l
そ
れ
に
よ
れ
ば
哲
学
者
は

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
神
の
内
に
直
観
す
る
の
だ
が
ー
は
狂
信
的

（
宮
古
急

5
3
2
F）
（
狂
信
的
概
念

g
R
8
5
F
D色
2
目
）
で
あ
る

（凶凶
H
H
S
。

ス
ピ
ノ
ザ
二
」
れ
ら
す
べ
て
〔
H
神
と
世
界
）
の
理
念
を
神
の
内
に

直
観
し
、
自
己
自
身
を
神
の
内
に
直
観
す
る
。
狂
信
的
（
凶
出
品
∞
）
。

神
、
世
界
（
両
者
は
私
の
外
に
あ
る
）
、
そ
し
て
こ
の
両
者
を
自
由

に
よ
っ
て
結
合
す
る
理
性
の
主
体
（
〔
こ
れ
は
〕
実
体
で
は
な
い
）
。

｜
ス
ピ
ノ
ザ
の
超
越
論
的
観
念
論
、
こ
れ
は
言
葉
通
り
に
取
れ
ば
、

超
越
的
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
概
念
無
き
客
体
で
あ
る
（
凶
υ
自
N
N
）。

「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
神
の
内
に
直
観
」
す
る
と
い
う
表
現
は
、
『
遺
稿
』

の
随
所
に
見
ら
れ
、
『
遺
稿
』
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
の
標
語
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と
も
言
え
る
が
、
特
に
前
二
者
の
引
用
に
あ
る
「
狂
信
的
」
と
い
う
文

言
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
批
判
期
で
も
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
に
向
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
『
遺
稿
』
に
お
い
て
も
カ
ン
ト

は
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
を
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
も
っ
ぱ
ら
批
判
す
る
た
め
だ
け
に
カ
ン
ト
は
ス
ピ
ノ
ザ
（
主

義
）
に
つ
い
て
繰
り
返
し
言
及
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
遺
稿
』
の
第
一
束
で
は
「
神

と
は
何
で
あ
る
か
」
「
神
は
存
在
す
る
の
か
」
（
M
M
S）
な
ど
神
に
関

す
る
叙
述
が
多
く
見
ら
れ
（
〈
包
・
N
日・

M
M
Q
Sい
印
い
吋
）
、
そ
の
際
、
『
エ

チ
カ
』
に
倣
う
よ
う
な
仕
方
で
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
の
箇
所
な
ど
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

定
義
（
U
O出

5
5）

私
は
神
と
い
う
概
念
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
。
最

高
の
完
全
性
を
有
す
る
存
在
者
。
〔
す
な
わ
ち
〕
全
知
か
つ
全
能
で
、

そ
の
自
己
意
識
の
う
ち
に
人
格
性
を
含
ん
で
い
る
（
最
高
存
在
、
最

高
知
性
、
最
高
善
）
、
他
の
一
切
の
も
の
の
創
造
者
で
あ
る
と
こ
ろ

の
存
在
者
。

ス
ピ
ノ
ザ
。
す
べ
て
の
事
物
と
自
己
を
神
の
内
に
直
観
す
る
と
い
う

恐
る
べ
き
（

gmoFg［

0

］
吋
）
理
念
は
超
越
的
で
あ
っ
て
、
単
に
超

越
論
的
か
つ
内
在
的
・
客
観
的
で
は
な
い
（
そ
れ
自
体
で
）
。

問
神
と
世
界
は
共
に
一
つ
の
体
系
を
構
成
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

両
者
を
結
合
す
る
説
は
単
に
主
観
的
に
体
系
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

の
か
。

原
則
〔
H

公
理
〕
、
定
理
、
課
題
、
帰
結
（
凸
E
D
合印
H
N
H
K
m
可
E
H
N

〉
正
明
白

σタ
ロ
ロ
色
町
。
－
明
。

E
D
m）。

公
理
（
〉
丘
。
Eω
）

神
の
概
念
は
、
道
徳
的
・
実
践
的
理
性
の
原
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
義
務
の
認
識
を
神
の
命
令
と
み
な
す
こ
と
で
あ

る。超
越
論
哲
学
は
、
総
合
的
原
理
の
自
発
性
と
い
う
理
性
の
主
観
的
な

も
の
か
ら
理
念
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
超
越
論
的
観
念
論
（
凶
出
印
C
）。

こ
の
後
に
更
に
定
理
（
吋
｝
戸
8
5
B）
が
続
く
が
、
冗
漫
に
な
る
た
め

割
愛
す
る
こ
と
に
し
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
カ
ン
ト
は
あ
え
て
『
エ
チ
カ
』

に
倣
う
ス
タ
イ
ル
で
『
遺
稿
』
を
書
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
の

箇
所
を
引
用
し
福
谷
茂
は
、
前
批
判
期
の
『
自
然
神
学
と
道
徳
の
原
則

の
判
明
性
に
つ
い
て
の
研
究
』
（
口
密
）
の
時
点
で
は
哲
学
が
未
だ
幾

何
学
的
秩
序
に
よ
る
叙
述
段
階
に
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
『
遺
稿
』

は
批
判
と
い
う
作
業
が
終
わ
っ
た
後
の
段
階
で
あ
る
た
め
、
カ
ン
ト
は

「
総
合
」
的
方
法
を
採
っ
た
と
の
主
旨
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
（
日
）

O

カ

ン
ト
哲
学
に
内
在
す
る
要
因
と
い
う
意
味
で
は
論
者
も
全
く
同
意
見
で

あ
る
。
け
だ
し
、
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
」
で
批
判
的
作
業
を
終
え
、

た
だ
ち
に
理
説
の
（
号
旦
江
口
巳
）
仕
事
に
着
手
す
る
と
宣
言
し
て
お
り

（
〈
札
・
〈
ロ
C

）
、
そ
の
後
、
実
際
に
『
道
徳
の
形
而
上
学
』
を
公
刊
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
は
「
予
備
学
」
で
あ
る
「
批

判
」
に
基
づ
き
自
ら
の
哲
学
を
体
系
的
に
展
開
す
る
作
業
に
入
っ
て
い

る
。
『
遺
稿
』
が
『
道
徳
の
形
而
上
学
』
よ
り
さ
ら
に
後
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
『
遺
稿
』
が
体
系
を
強



く
意
識
し
書
か
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
し
か
も
「
神
、
世

界

、

人

間

」

を

「

超

越

論

哲

学

の

最

高

の

立

場

（

色

白

J
P
8
2
8
E
o
E巳
聞
社
己
。
印
。
ち

5
5各回
H
2
2
8舎
5
2）
〔
強
調
引
用
者
〕
」

玄関】・
N
・回－

M
凶
H
N
ω

リ

ω
N
）
と
い
う
自
身
の
哲
学
体
系
を
論
じ
る
に
は
、

ス
。
ヒ
ノ
ザ
は
ま
さ
に
打
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
も
福
谷
の
指
摘
は
重
要
で
正
鵠
を
射
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

、つノ
O

た
だ
し
、
そ
の
こ
と
に
加
え
、
カ
ン
ト
が
『
遺
稿
』
で
ス
ピ
ノ
ザ
に

言
及
す
る
背
景
に
は
、
当
時
の
思
想
状
況
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
そ
れ
ま
で
「
死
ん
だ
犬
」
と
評
さ
れ
た
ス

ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
は
、
「
汎
神
論
論
争
」
以
降
、
ス
ピ
ノ
ザ
・
ル
ネ
サ

ン
ス
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
観
念
論

の
哲
学
者
、
な
か
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
一
七
九
五
年
二
月
四
日
付
の

有
名
な
ヘ

l
ゲ
ル
宛
書
簡
で
「
僕
は
ス
。
ヒ
ノ
ザ
主
義
者
に
な
り
ま
し
た
」

宙
開
〉
臣
＼
「
N
N
）
と
告
白
し
、
同
年
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
、

あ
る
い
は
人
間
知
に
お
け
る
無
制
約
者
に
つ
い
て
』
（
以
下
、
『
自
我
論
」
）

を
公
刊
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
『
自
然
哲
学
の
体
系
の
草
案

（肘ロ

Z
E同
）
へ
の
序
説
』
（
口
這
）
で
は
「
自
然
学
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」

（
回
開
〉
毘
一
ゆ

ω吋
）
を
標
楊
し
、
更
に
フ
ィ
ヒ
テ
と
決
別
し
「
同
一
哲
学
」

を
本
格
的
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
（

5
2）

で
は
「
ス
ピ
ノ
ザ
を
模
範
」
（
回
開
〉

S
O
L－
日
）
に
叙
述
を
進
め
る
ほ

ど
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
（
目
。
『
遺
稿
』

で
ス
ピ
ノ
ザ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
名
が
同
時
に
登
場
す
る
の
も
決
し
て
単

な
る
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
『
遺
稿
』
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

3 

シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
言
及
と
「
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
」
の
書
評

本
稿
ー
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
『
遺
稿
』
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
へ

の
言
及
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
と
異
な
り
、
わ
ず
か
二
箇
所
で
あ
り
、

手
が
か
り
は
非
常
に
少
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
言
及
は
暖
昧
模
糊
と
し

て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
そ
の
箇
所
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
内
で
我
々
が
神
を
純
粋
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の

神
。
注
意
空
間
は
純
粋
直
観
の
客
体
で
も
あ
る
が
、
い
か
な
る

理
念
で
も
な
い
。

シ
ェ
リ
ン
グ
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
超
越
論
的
観

念
論
の
体
系
、
そ
し
て
、
言
わ
ば
、
三
つ
の
次
元
一
現
在
、
過
去
、

未
来
（
∞
百
件
。
B
号
Z
S
S
R－
E
g
－5
5
E
E
F
r
z
＝E
m・
8
5
R
P

亡。
E
oロ
σ
o
G
C－
E
O
R
E
Z
E
ω
U
F
E
Oロ回目。ロ
O口
一
口
百
白
。
明
日
ロ
項
目
凶
戸

〈
O
H
明白ロ
mmw巳
Ho

－HC－N
己

E
E沖
・
）
（
凶
M
H
∞吋）。

超
越
論
哲
学
は
、
認
識
の
客
体
と
し
て
自
己
自
身
を
体
系
的
に
構
成

す
る
形
式
的
原
理
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系

『
文
芸
新
聞
』
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
幻
号
、
お
号
参
照
（
i
号

E
5
5
E円＼＼

N
E
Eロmu回－
E
ロmoDZ。・∞
N
・∞
ω・）。

超
越
論
哲
学
は
、
概
念
に
基
づ
く
（
あ
る
い
は
概
念
に
よ
る
）
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
認
識
の
体
系
へ
と
自
己
自
身
を
自
己
意
識
の
形

式
に
関
し
て
観
念
的
に
規
定
す
る
絶
対
的
原
理
で
あ
る
（
阿
出
川
当
。
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前
者
の
引
用
で
ま
ず
容
易
に
気
付
か
れ
る
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
、
ザ
・
リ

ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
三
人
と
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
の
奇
妙
な
並
べ
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を

三
人
の
生
没
年
や
活
躍
し
た
時
期
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
な
ら
、
ス
ピ

ノ
ザ
リ
過
去
、
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
リ
現
在
、
シ
ェ
リ
ン
グ
H
未
来
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
H
現

在
、
ス
ピ
ノ
ザ
リ
過
去
、
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
H
未
来
と
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
当
該
箇
所
を
カ
ン
ト
の
老
衰
に
帰
す
る
解
釈
も
あ

る
（
日
）
。
カ
ン
ト
に
著
し
い
老
衰
の
徴
候
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
現
在
、
過
去
、
未
来
」
と
い
う
文
言
は
、
実
は
後
者

の
引
用
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
『
文
芸
新
聞
』
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
」
（
日
）
（
い

わ
ゆ
る
「
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
文
芸
新
開
』
）
（
引
用
に
際
し
て
は
亡
日
と

略
記
、
段
を
ぜ
・
で
一
記
す
）
の
第
幻
号
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
直

前
の
「
三
次
元
」
と
い
う
言
葉
も
同
様
に
当
該
書
評
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
カ
ン
ト
が
実
際
に
こ
の
書
評
を
読
ん
だ
こ
と
は
ほ
ぼ
確

実
で
あ
る
と
言
え
る
（
げ
）
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
『
遺
稿
』
に
見
ら
れ

る
文
言
も
含
め
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
文
芸
新
聞
』
第
幻
号
と
第
お
号
は
一
八

O
一
年
の

四
月
二
八
日
と
二
九
日
に
発
行
さ
れ
、
前
者
が
『
超
越
論
的
観
念
論
の

体
系
』
（
以
下
、
『
体
系
』
）
の
「
理
論
哲
学
」
、
後
者
が
「
実
践
哲
学
」

と
「
芸
術
哲
学
」
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

『
遺
稿
』
の
叙
述
に
密
接
に
関
わ
る
の
は
前
者
の
第
幻
号
の
方
で
あ
る

が
、
そ
の
冒
頭
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
」
を
「
我
々
の
時
代
の
き
わ

め
て
重
要
な
成
果
」
、
「
ド
イ
ツ
の
学
会
が
堕
落
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と

を
暴
露
し
た
」
等
の
文
言
で
賞
賛
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

7 

ぇ
、
評
者
（
同
）
は
続
け
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
二
つ
の
問
い
を
立
て

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
「
判
定
さ
れ
る
べ
き
体
系
と
知
識
学
と
の
関
係
は

ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
（
体
系
の
概
念
を
純
粋
に
持
つ
た

め
に
、
我
々
は
ま
た
著
者
〔
リ
シ
ェ
リ
ン
グ
〕
の
自
然
哲
学
へ
の
関
係

も
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
以
下
で
示
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
）
さ
ら
に
〔
問
わ
れ
る
べ
き
は
〕
こ
の
体
系
が
打
ち
立
て
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
最
近
の
哲
学
は
何
を
獲
得
し
た
の
か
〔
と
い
う
こ
と

で
あ
る
こ
（
円
N
戸

8
・訟。）。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
問
い
を
立
て
た
う
え
で
、
評
者
は
、
最
初
の
問

い
こ
そ
「
体
系
そ
の
も
の
の
成
立
〔
起
源
〕
」
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
「
根

本
的
」
で
あ
る
と
言
い
つ
つ
、
「
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
、
我
々

は
著
者
が
超
越
論
的
観
念
論
を
知
識
学
そ
の
も
の
か
ら
（
臼
頁
以
下
）

演
鐸
す
る
こ
と
を
企
て
る
（
色
白
〈
q
T
－g
可

ω
5
2
0
E
g
g
－B

E
g－－∞
5
5
2∞
号
門
司

5
8閉
め
宮
島
田

Z
F
B
阻止
σ
2
（∞・

8
z・円）
N己

円目。含巳同

g
c
R
O
B
E
E
H）
地
点
に
場
所
を
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
（
〈
包
・
円
N
H
u
s－
訟
中
）
（
悶
）
。
そ
の
後
、
『
体
系
」
の
内

容
を
、
時
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
」
と
の
関
係
な
ど
を
交
え
つ
つ

順
を
追
っ
て
評
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
が
『
遺
稿
』
で
言
及
し
て
い
る

文
言
が
登
場
す
る
の
は
、
書
評
の
三
分
の
二
辺
り
か
ら
で
あ
る
。

「

空

間

に

お

け

る

三

次

元

の

演

鐸

（

uacwgD号
司
骨

a

E
E
B凹
Z
5ロ
E
同

2
5
0）
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
れ
と
平
行
し
て
行

わ
れ
る
磁
気
の
、
電
気
の
、
そ
し
て
化
学
的
プ
ロ
セ
ス
の
諸
現
象

（
開
門
回
忌
巴

E
ロ
m
g
仏
何
回
豆
諸

5
江
田

5
5温

円

－

2
巴
2
Eユ
己
片
山
門
ロ
ロ
色
色
。
由

。F
O
B
E
Y
S
－J。NOm∞
om）
の
演
、
鐸
に
よ
っ
て
、
無
機
的
自
然
の
自
然
学

の
た
め
の
基
礎
（
凸
E
E
－ao）
が
同
時
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
」
（
H
N
F



ぜ・

8
5
0
さ
ら
に
評
者
は
、
こ
う
し
た
議
論
に
問
題
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
行
っ
た
「
こ
の
演
緯
に
よ
っ
て

自
然
の
哲
学
的
な
構
成
に
大
い
な
る
光
明
が
差
し
込
ん
だ
」
、
あ
る
い

は
、
「
自
然
科
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
革
命
が
行
わ
れ
た
」
と

好
評
し
て
い
る
守
包
－

E
P）。

書
評
で
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
評
者
が
「
空

間
に
お
け
る
三
次
元
の
演
捧
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
『
体
系
』
の
第

三
章
「
超
越
論
的
観
念
論
の
諸
原
則
に
よ
る
理
論
哲
学
の
体
系
」
の
「
物

質
の
演
縛
」
（
特
に
そ
の
「
系
自
己
沼
田
言
。
）
」
）
の
叙
述
に
相
当
す
る
。

当
該
箇
所
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
な
ぜ
物
質

が
必
然
的
に
コ
一
つ
の
次
元
へ
と
広
が
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
直
観
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
超
越
論
的
な
探
求
に
当

然
課
せ
ら
れ
う
る
一
つ
の
要
求
で
あ
る
が
、
我
々
の
知
る
限
り
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
現
在
に
至
る
ま
で
い
か
な
る
説
明
も
試
み
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
」
（
国
間
〉
問
中
・
H
E
C）
。
こ
の
よ
う
に
自
負
し
な
が
ら
、
シ
エ

リ
ン
グ
は
「
三
つ
の
根
本
力
か
ら
直
接
、
物
質
の
三
次
元
の
演
鐸
」

（
国
間
〉

5
・H
E
C円
）
を
行
う
と
述
べ
、
評
者
の
ニ
一
一
口
う
よ
う
に
物
質
の

構
成
を
「
磁
気
、
電
気
、
化
学
的
プ
ロ
セ
ス
」
の
三
つ
の
力
か
ら
演
鐸

し
よ
う
と
し
て
い
る
（
〈
包
・
国
間
〉
更
。
－
H
E
H
L合同し。

こ
の
よ
う
に
、
『
遺
稿
』
に
見
ら
れ
る
「
三
次
元
」
と
い
う
文
言
は
、

物
質
を
「
磁
気
、
電
気
、
化
学
的
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
三
つ
の
段
階
に

分
け
て
「
力
」
と
の
関
連
で
説
明
す
る
文
脈
で
登
場
す
る
が
、
『
遺
稿
』

に
見
ら
れ
る
、
も
う
一
方
の
「
現
在
、
過
去
、
未
来
」
と
い
う
文
言
が

登
場
す
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
た
次
の
段
落
で
、
そ
れ

は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
、
産
出
的
自
我
が
そ
の
産
物
に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
最
初
の
限
定
の
限
定
で
あ
る
新
た
な
限
界
を
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
内
的
直
観
が
時
間
と
し

て
、
外
的
直
観
が
空
間
と
し
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
現
在
で
あ
る
が
、
自

我
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
直
観
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ら
が
限
定
と
し
て
直
観
さ
れ
る
な
ら
、
現
在
は
過
去
と
未
来
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
、
す
な
わ
ち
、
時
間
は
延
長
し
た
量
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え

空
間
と
総
合
的
に
一
つ
に
さ
れ
な
が
ら
、
直
観
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
（
円
N
開渇∞七・。印印）。

ち
な
み
に
、
こ
の
引
用
文
が
見
ら
れ
る
段
落
は
、
実
に
三
段
に
も
亘

る
非
常
に
長
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
書

き
出
し
で
始
ま
る
。
「
超
越
論
的
観
念
論
全
体
の
本
質
は
、
直
観
の
絶

え
ざ
る
展
相
化
（

2
8
5
5ロ
）
に
存
す
る
。
従
っ
て
、
次
な
る
聞
は
、

い
か
に
し
て
自
我
は
自
己
を
産
出
的
な
も
の
と
し
て
直
観
す
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
「
N
戸

8
・
8
E。
問
い
の
内
容
や
引
用
以
外

の
叙
述
か
ら
引
用
箇
所
の
内
容
は
、
『
体
系
』
で
は
「
物
質
の
演
鐸
」

が
行
わ
れ
た
後
の
「
第
二
期
（
N
当
2
古

ε
R
Z）
一
産
出
的
直
観
か
ら

反
省
ま
で
」
の
先
の
問
い
に
対
す
る
「
解
決
」
（
特
に
そ
の

E
と
E
）

に
相
当
す
る
玄
関
－
・

5
5・
回
開
〉
町
中
・

H5ω
『・

5
2円）。

以
上
の
書
評
と
『
体
系
』
の
内
容
か
ら
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
「
三

次
元
」
と
「
現
在
、
過
去
、
未
来
」
と
い
う
こ
つ
の
文
言
が
同
時
に
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
更
に
重
要
な
の
は
、
「
現
在
、

過
去
、
未
来
」
が
『
遺
稿
』
に
あ
る
よ
う
な
形
で
人
物
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
言
は
カ
ン
ト
が

先
の
書
評
を
読
ん
だ
限
り
で
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
対
す
る
覚
え
書
き
と
解



『オブス・ポストゥムムJにおけるスピノザ主義再考

す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
フ
エ
ル
ス
タ
l
は
、
当
該
箇

所
に
関
し
て
、
『
遺
稿
』
の
英
訳
の
注
で
カ
ン
ト
が
「
超
越
論
的
観
念

論
の
三
一
つ
の
段
階
（

E
・
2
2呂
田
）
で
は
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
（
の

書
評
）
の
考
え
」
を
示
唆
し
た
と
解
説
し
（
幻
）
、
論
文
で
は
更
に
具
体

的
に
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
己
定
立
論
の
三
つ
の
時
間
的
次
元
」
で
あ
る

と
解
釈
し
て
い
る
（
乱
）
口
カ
ン
ト
の
件
の
文
言
が
「
自
己
定
立
」
に
直

結
す
る
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
文
言
が
カ
ン

ト
自
身
の
書
評
に
対
す
る
所
感
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

で
は
、
カ
ン
ト
は
シ
ェ
リ
ン
グ
を
－
評
価
し
、
自
身
の
後
継
者
と
み
な

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
着
目
し
た
い
の
は
、
本
節
冒
頭
の
引
用
で
カ

ン
ト
が
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ス
ピ
ノ
、
ザ
、
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
を
併
記
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
三
人
を
並
べ
て
い
る
限
り
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
「
超

越
論
的
観
念
論
」
が
異
な
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く

い
。
だ
と
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
（
主
義
）
を
批
判
し
て
い
る
限
り
、
カ

ン
ト
は
同
様
に
シ
ェ
リ
ン
グ
も
批
判
し
て
お
り
、
自
身
の
「
超
越
論
的

観
念
論
」
と
同
一
視
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
次
節
で
は
こ
の

説
を
補
強
す
る
た
め
に
『
遺
稿
』
の
他
の
箇
所
も
引
き
合
い
に
出
し
な

が
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
更
に
考
察
し
た
い
。

4 

『
遺
稿
』
に
隠
さ
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
言
及

『
遺
稿
』
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
直
接
的
な
言

及
は
、
前
節
冒
頭
で
引
用
し
た
二
箇
所
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
著

作
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
言
及
は
皆
無
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
忌
）
。
ま
た
、
カ
ン
ト
が
『
自
我
論
』
を
所
有
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
号
、
そ
れ
も
含
め
カ
ン
ト
が
シ
ェ
リ

ン
グ
の
著
作
そ
の
も
の
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

し
か
し
、
定
か
で
は
な
い
と
言
い
つ
つ
も
「
状
況
証
拠
（
同

E
5
2）」

を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
シ
エ
リ
ン
グ
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
と
す
る
の

が
ト
ゥ
シ
ュ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
ト
ゥ
シ
ユ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
『
体
系
』

の
他
に
『
世
界
霊
に
つ
い
て
｜
高
等
自
然
学
の
一
仮
説
』
（
可
申
∞
）
、
「
自

然
哲
学
に
関
す
る
考
案
（
E
B）
』
（
口
当
）
、
『
知
識
学
と
い
う
観
念
論

の
解
明
に
関
す
る
論
文
』
（
以
下
、
国
間
〉
に
従
い
『
概
観
』
（
M
）
）
（
口
忠
＼
吋
）

を
カ
ン
ト
が
読
ん
だ
と
さ
れ
、
な
か
で
も
最
後
の
論
文
を
最
重
要
視
し

て
い
る
（
君
。
論
者
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
必
ず
し
も
カ
ン
ト
が
読
ん
だ

と
は
思
わ
な
い
が
、
カ
ン
ト
が
シ
ェ
リ
ン
グ
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
伺

わ
せ
る
文
言
が
確
か
に
『
遺
稿
』
に
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
空
間

と
時
間
」
、
「
自
己
定
立
」
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
概
観
』
で
カ
ン
ト

の
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

カ
ン
ト
が
直
観
に
お
け
る
構
想
力
の
総
合
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
、

や
は
り
こ
の
総
合
は
心
性
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
上
の
総
合
の
形
式
と
し
て
の
空
間
と
時
間
は
心
性
の
は
た
ら
き

の
様
式
（
Z
S
E
E
m回当
2
0
己

g
C
0
5
2
Z）
で
あ
っ
た
（
国
間
〉
円
＼
品

吋

ω〔）。

空
間
と
時
間
は
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
で
あ
っ
て
、
心
性
の
根
源
的
な
は

た
ら
き
の
様
式
で
あ
る
（
国
内
〉
円
＼
品
、
吋
伊
〈
包
－
H

＼品出）。

こ
れ
に
対
し
て
『
遺
稿
』
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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空
間
と
時
間
は
、
直
観
の
客
体
で
は
な
く
、
単
に
直
観
の
主
観
的
な

形
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
表
象
の
外
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
、
王

観
の
内
に
の
み
与
え
ら
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
表
象
は
主
観
そ

の
も
の
の
活
動

T
作
用
〕
（
〉
主
で
あ
っ
て
、
主
観
の
感
官
に
と
っ

て
構
想
力
（
開
5
E
E
g
m田
町
主
）
の
産
物
で
あ
る
（
同
凶
ロ
示
）
。

空
間
は
、
知
覚
可
能
な
（
覚
知
さ
れ
う
る
）
対
象
で
は
な
く
、
直
観

さ
れ
う
る
も
の
を
思
惟
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
自
己
活
動

性
（
受
容
性
で
は
な
く
、
自
発
性
）
と
し
て
の
表
象
能
力
の
産
物
で

あ
る
（
包
ロ

p
a
E巳
2
5
E
o
－－5
m
m
5
5
0明
日
長
∞
巳
ゲ
皇
室
官
庁
岳

（∞日
U0280広
告
巳
わ
E
H
N
2
0宮
Fairz）
）
（
凶
凶
口
h
p
N

）。

空
間
と
時
間
は
、
我
々
の
直
観
の
対
象
と
し
て
我
々
の
表
象
か
ら
区

別
さ
れ
る
物
で
は
な
く
、
直
観
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
感
官

の
客
観
の
経
験
的
直
観
（
知
覚
）
で
は
な
い
。
〔
・
：
中
略
：
・
〕
む
し

ろ
空
間
と
時
間
は
、
我
々
自
身
の
表
象
力
（
5
E
o
－－g
m田
町
山
中
）
の

産
物
で
あ
る
（
凶
リ
ロ
コ
印
）
。

こ
れ
ら
の
引
用
の
前
半
部
分
に
あ
る
「
直
観
そ
の
も
の
」
や
「
直
観

の
主
観
的
な
形
式
」
と
い
う
規
定
は
『
第
一
批
判
』
で
も
お
馴
染
み
の

も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
空
間
と
時
間
を
「
自
己
活
動
性
と
し
て
の
表
象

能
力
の
産
物
」
、
あ
る
い
は
「
主
観
そ
の
も
の
の
活
動
」
と
そ
の
「
産
物
」

と
す
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
「
産
物
」
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
好
ん
で
用

い
る
表
現
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
概
観
』
に
見
ら
れ

る
「
は
た
ら
き
（
E
S丘
E
m）
」
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
自
発
性
」

の
能
力
で
あ
る
「
悟
性
」
と
そ
の
「
総
合
」
、
な
い
し
は
「
（
超
越
論
的
）

統
覚
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
自
己
定
立
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
カ
ン
ト
の
自
己
定
立
論
は
、

自
我
な
い
し
は
意
識
が
「
自
己
自
身
を
客
体
に
す
る
（
丘
各
国
巳
σ忠

臣
E
C
S
o
E
B
R
F
Oロ
）
」
、
あ
る
い
は
「
客
体
と
し
て
構
成
す
る

（片
S
E
E
－2
8）
」
と
い
う
「
自
己
客
体
化
」
の
思
想
と
さ
れ
る
が
（
型
、

『
遺
稿
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
自
己
定
立
が
「
自
己
に
と
っ
て
客
観
に

な
る
」
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
自
覚
」
や
そ
れ
を
述
べ
る
際
の
表
現

に
酷
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
体
系
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
自
覚
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
も
の
が
直
接
的
に
客

観
に
な
る
と
こ
ろ
の
活
動
〔
作
用
〕
（
号
『
〉
旦
君
主
再
吾
氏
各
吾
朗

口
。
再
o
E
0
5
5
5
F
R
E
E
0
3
0
2
三
邑
・
）
で
あ
り
、
逆
に
こ
う
し

た
活
動
〔
作
用
〕
が
自
覚
に
他
な
ら
な
い
」
（
回
開
〉

5
・H

印
同
）
。
ま
た
、

別
の
箇
所
で
は
「
自
己
意
識
の
活
動
〔
作
用
〕
に
よ
っ
て
自
我
は
自
己

自
身
に
と
っ
て
客
観
と
な
る
」
と
い
う
テ
l
ゼ
を
「
超
越
論
的
観
念
論

の
一
般
的
証
明
」
と
し
て
掲
げ
て
も
い
る
（
〈
包
・
出
問
〉
問
中
・
H
吋

C
）
。
あ

る
い
は
、
カ
ン
ト
が
確
実
に
読
ん
だ
先
の
書
評
で
は
次
の
よ
う
な
表
現

が
見
ら
れ
る
。
「
自
己
意
識
の
第
一
の
活
動
〔
作
用
〕
（
号

2
2
0
〉
古

母
二
0
5
5
0
3
E
5吉
田
）
は
、
主
観
的
な
自
我
が
客
観
的
な
も
の
を

限
界
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
の
活
動
（
根
源
的
感
覚

の
活
動
）
で
あ
る
」
（
円
N
戸
ぜ
・

8ω
）
。
「
い
か
に
し
て
自
我
は
、
感
覚

す
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身
に
客
観
に
な
る
の
か
」
（
円
N
F
8・
8ω

切

さ
岳
〈
巴
・
国
間
〉

5
・H
5印
）
。
更
に
言
え
ば
、
「
自
我
は
、
自
我
が
産
出

的
に
な
る
こ
と
を
通
じ
て
自
己
を
感
覚
す
る
も
の
と
し
て
直
観
す
る

（ロ

g
r
z
∞
の
町
内
同
旦
丘
わ
『
巳
mOBHU出
口
号
ロ
与
さ
ゆ
門
Z
P
H
Z
F

（

r呂
田
何
回

官。己
5
5
E
3
E・）」（円
N
戸
ぜ
・

8ω
）
と
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
自
覚
に
関
し
て
自
我
が
「
自
己
に

と
っ
て
客
観
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
と
り
わ
け
〉
♀
（
H
〉
宮
）
と

い
う
言
葉
を
使
い
つ
つ
説
明
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
の
「
遺
稿
』
に
は
、

ま
さ
に
こ
の
〉
巳
と
い
う
表
現
が
散
見
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き

た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
文
言
に
触
発
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
「
自
己
定
立
」
に

関
す
る
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

〉
旦
と
い
う
点
で
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
意

識
の
総
合
的
な
第
一
の
活
動
〔
作
用
〕
（
ロ
2
2
5
司

Ezrso〉
2

号
回
国
。
者

5
5吉
田
）
は
、
主
観
が
自
己
自
身
を
直
観
の
対
象
に
す
る
活

動
で
あ
る
が
、
同
一
性
の
規
則
に
従
っ
た
論
理
的
（
分
析
的
）
〔
な
も
の
〕

で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
（
総
合
的
）
で
あ
る
」
（
M
M口
∞
印
）
。
あ
る

い
は
、
〉
己
を
自
己
定
立
と
関
連
さ
せ
た
叙
述
も
見
受
け
ら
れ
る
。
「
私

自
身
の
意
識
は
、
同
一
性
の
論
理
的
活
動
、
つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

自
己
自
身
を
客
体
に
す
る
統
覚
の
活
動
〔
作
用
〕
（
♀
q
F
2］
号
円

〉
官
官
肖
2HUH－。
D
P
H
R
F
号
ロ
含
∞
∞
E
4
2
Z
R
F
8
5巳
N
E

出。ε
0
2
5
R
E）

で
あ
り
、
単
に
何
ら
か
の
対
象
に
対
応
さ
せ
つ
つ
自
己
を
定
立
す
る

（E
R
g）
概
念
で
あ
る
」
（
凶
凶
口

S
）
。
「
直
観
に
お
け
る
空
間
と
時
間

は
、
物
で
は
な
く
、
自
己
自
身
を
定
立
す
る
表
象
力
の
作
用
（
活
動
〕

で
あ
っ
て
、
こ
の
表
象
力
の
作
用
〔
活
動
〕
を
通
じ
て
主
体
自
身
は
自

ら
を
客
体
に
す
る
（
刃
包
自
己
－

N
2
5
号
司
〉
5
与
さ

sm巴

E
E与件

ロ
吉
明
。
凶
。
ロ
号
S
R
E∞
色
白
〈
。
E
E
Zコ
宮
町
ω岳
山
』
各
回
己
σ
2
Nロ
E
R
o
p

君
。
牛
耳
吾
氏
。
げ
仏
g
m己
3
2
2
0
5国同自
E
C
S
0
2
E
R
E－
）
」
（
凶
阿
国
∞
∞
）
。

特
に
最
後
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
自
己
定
立
」
は
「
空

間
と
時
間
」
に
密
接
に
関
係
し
、
し
か
も
自
己
を
「
空
間
と
時
間
」
を

通
じ
て
「
感
覚
さ
れ
う
る
も
の
」
「
感
官
と
経
験
的
直
観
の
対
象
」
と

II 

し
て
規
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
〈
包
・
凶
凶
口
己
申
）
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
カ
ン
ト
が
シ
ェ
リ
ン
グ
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
ト
ゥ
シ
ュ
リ
ン

グ
の
説
は
、
一
応
信
恵
性
の
置
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ト
ゥ
シ
ュ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
カ
ン
ト

が
シ
ェ
リ
ン
グ
を
自
ら
の
後
継
者
と
し
て
認
め
た
と
考
え
て
は
な
ら
な

い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
（
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
（
幻
）
）
直
観
こ
そ
が
哲
学
の

基
礎
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
点
を
確
認
し
本
稿
を
閉
じ

－
ミ

O

J

人
、
U例

え
ば
、
ト
ゥ
シ
ュ
リ
ン
グ
が
最
重
要
視
す
る
『
概
観
』
に
お
い
て

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
直
観
こ
そ
が
人
間
精

神
に
お
け
る
最
高
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
か
ら
爾
余
一
切
の
我
々

の
認
識
が
初
め
て
そ
の
価
値
と
実
在
性
を
借
り
て
く
る
（
σ
2
m
g）
も

の
で
あ
る
」
（
国
内
〉
宅
十
吋
ω
）
。
あ
る
い
は
、
『
体
系
』
で
は
先
に
引
用

し
た
「
自
覚
」
に
関
す
る
箇
所
に
お
い
て
「
自
我
の
自
己
自
身
に
関
す

る
知
（
当

5
2）
を
通
じ
て
自
我
自
身
（
客
観
）
が
初
め
て
成
立
す
る

が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
直
観
〔
知
的
直
観
〕
は
自
我
で
あ
る
」
宙
開
〉

町中・

H
S）
と
述
べ
た
う
え
で
、
「
知
的
直
観
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
超
越
論
的

思
惟
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
る
」
（
回
開
〉
可
申
・

H
S）
と
言
っ
て
い
る
。
ま

た
、
先
の
自
己
客
体
化
に
関
す
る
叙
述
で
も
「
自
我
と
は
自
己
自
身
に

と
っ
て
客
体
に
な
る
産
出
作
用
（

F
a
5
5
5ロ
）
、
す
な
わ
ち
知
的
直

観
作
用
に
他
な
ら
な
い
」
（
出
関
〉
同
＼
C
・H
E）
と
自
我
の
本
質
を
知
的
直

観
の
う
ち
に
看
取
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
『
遺
稿
』
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
を

意
識
す
る
か
の
よ
う
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
超
越
論
哲
学
は

概
念
に
基
づ
き
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
原
則
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
主
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う
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
、
こ
の
時
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ス
ピ
ノ
ザ

主
義
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
へ
と
置
き
換
え
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
批
判
も
含
め
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
識
学
受
容
に

つ
い
て
は
次
の
研
究
室
日
（
の
第
四
章
）
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
当
－

E
何回。町｝
G
C
D
a
〉
〉
自
門
戸

E
o
E自己目
nyo
円】
O
C
H
E
F
0
2己一。由。
1
5
5
5

穴
ω去
一
∞
て
2
0
5
0
先日『

5
5
0ロ
〈
O
E
C
D出
Z
ロ円
H
E
B
穴ユ
E
n一日吋∞日
IH∞中一
y

z
E
n
F
B
N
O
H
N
U
∞
・
討
1
8
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
自
我
論
』
に
定
位

し
つ
つ
知
的
直
観
と
い
う
概
念
を
中
心
に
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
違
い
を
強

調
し
、
さ
ら
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
微
妙
な
関
心
の
違
い
も
触
れ
た
研

究
と
し
て
は
直
近
で
は
次
の
も
の
も
教
一
不
に
富
む
。

0
・
z
g
g吋ゆ

∞
HUFD。
N臼回目凶∞口町四一－
HHM∞－∞阿山内
wユ
可
円
。
口
町
四
七
色
。
ロ
。
内
【
ロ
件
。
＝
onpHhH－－コロロ
C
Cコ・

－口一明
C
H
H
E
8
5
5∞
5

2）

5
0
N刊同日ロ乱

C
nロロ何回口

E
O巳
3
5リ四円
H・
H山・｝
UO同回同町円

自
己
ペ
冨
o
s
s
a
w
門
戸

E
耳
正
常

NCHド
目
uHω
。
1
5印・

一
方
、
ラ
イ
ブ
ニ
ツ
ツ
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
自
然
哲
学
に
関

す
る
考
案
」
で
は
「
精
神
と
物
質
を
全
く
一
つ
の
も
の
（
開
5
2）
と

見
な
し
、
思
考
と
延
長
を
同
一
の
原
理
の
諸
様
態
に
す
ぎ
な
い
と
見

な
し
た
第
一
人
者
は
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
っ
た
」
と
好
評
し
た
後
、
「
彼
〔
H

ラ
イ
ブ
ニ
ツ
ツ
〕
の
哲
学
を
再
興
で
き
る
と
き
が
や
っ
て
来
た
」
玄
関
－
－

Z
穴
〉
て
印
、
出
）
と
さ
え
述
べ
て
い
る
吉
区
・

2
与
Z
穴
〉
で
忠
志
再
）

0

（
日
）
例
え
ば
、

Z
・
穴
・
ス
ミ
ス
は
一
八

O
一
一
年
か
ら
一
八

O
三
一
年
に
か

け
て
書
か
れ
た
こ
の
部
分
に
関
し
て
、
カ
ン
ト
の
精
神
衰
弱
の
証
拠

で
あ
り
、
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
と
し
（
円
円

Z
－
民
∞

5
F
〉

円。
B
E
g
g弓
吉
関
自
ペ
ペ
行
号
5
5
0『－
v
c
B
m
g
g
D
J
F。
足
。
ロ

S
N
ω
w
日u・

8
印
）
、
「
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
熱
狂
的
な
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
言
及
の
影
響

の
も
と
で
、
カ
ン
ト
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
リ
ヒ
テ
ン
ベ

ル
ク
を
カ
ン
ト
自
身
の
超
越
論
哲
学
の
展
開
に
お
け
る
三
つ
の
段
階

を
典
型
化
す
る
も
の
」
と
考
え
た
と
し
て
い
る

C
E
E
。

（
日
）
近
年
、
当
時
の
文
献
が
多
く
復
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
で
は

当
該
書
評
は
紙
媒
体
で
は
復
刻
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
発
刊
当

時
ま
ま
の
形
で
見
る
こ
と
の
で
き
る

Z
R
ω
E
出
回
忌
2
社
の
マ
イ
ク
ロ

フ
イ
ツ
シ
ユ
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。

（
口
）
こ
の
書
評
に
言
及
し
て
い
る
先
行
研
究
は
数
多
あ
る
が
、
そ
の

内
容
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
も
の
は
意
外
に
少
な
い
。
ト
ゥ
シ
ユ

リ
ン
グ
で
す
ら
僅
か
に
触
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
〈
巴
・
叶
5
n
F
z
a
e

5
2叫∞－

Eω
・
）
。
管
見
の
限
り
、
オ
ン
ナ
ッ
シ
ユ
が
最
も
詳
し
く
論
じ

て
い
る
（
〈
旦

O
B
g
n
y
p
白
C
・h
・
ω
お’
ωN吋）。

（
同
）
評
者
は
お
そ
ら
く
シ
ェ
リ
ン
グ
と
何
度
も
書
簡
を
交
わ
し
て
い

る
シ
ユ
テ
フ
ェ
ン
ス
（
Z
E
H・F
E
O
R
g∞
口
吋
ω
l
H∞
台
）
と
考
え
ら
れ

て
い
る
玄
関
｝
－

Z
穴
〉
更
。
－
N
N印）。

（
凶
）
書
評
の
原
文
は
本
文
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
評
者
が
参
照

す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
箇
所
は
、
「
体
系
』
第
二
章
「
超
越
論
的
観

念
論
の
一
般
的
演
鐸
」
の
官
頭
か
ら
少
し
下
っ
た
部
分
に
相
当
す
る
。

実
際
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
た
め
、
書
評
の

表
現
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
こ
こ
で
は
知
識
学
が

問
題
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
超
越
論
的
観
念
論
の
諸
原
則
に
従
っ

た
知
そ
の
も
の
の
体
系
が
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
我
々
は
ま
た
知

識
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
点
に
関
し
て
知
の
上
述
の
体
系
の
我
々

の
演
鐸
か
ら
出
発
し
う
る
た
め
に
、
知
識
学
に
関
し
て
は
一
般
的
な

成
果
だ
け
を
述
べ
る
」
（
同
穴
〉
句
。
・
円
。
∞
）
。

（
却
）
（
U円－
5
5臼
コ
ロ
町
一
穴
ω三岨

C
℃
5
℃。
2
Eロ
E
p
o
n－－
HORHJ
ぎ
た

F
R戸

Fコ可。仏
cnc。ロ

mwHM仏口。件。回リ

σ日＼向山・同り
OHa回同町】
UH円白白印］伊丹白色
σ〕『問・｝
UOH・印件。吋包ロ斗

冨・閉山。
z
p
n
ω
B
Z
E∞
0
5
8叫－
u
－N∞。・

（
幻
）
（
UH－－出回よい
E
R
F
E
n
F
Hク
∞

onwmsmH
∞
nyo＝
5
m山
吉
穴
白
日
ぺ
∞

C
日u
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吉田
E
5
5
5・
－
口
一
穴
伊
豆
自
己

F
Z
E
P
H
B
2
4
白色・

σ句
。
・
三
日
－

m。
∞
∞
自
己
↓

豆
町
垣
島
o
F
F岡田件。ニ

3
0
（円七件－

NOO⑦）リガ・

5
∞・

（
勾
）
イ
エ
ッ
シ
エ
編
集
の
『
論
理
学
』
の
「
序
文
」
に
一
箇
所
（
〈
也

見
寸
）
、
リ
ン
ク
編
集
の
「
自
然
地
理
学
」
に
二
箇
所
（
ぷ
「
只
可
。

〉
E
H
J
N
臼
）
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
『
論
理
学
」
の
「
序

文
」
は
イ
エ
ッ
シ
ェ
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
除
外
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
自
然
地
理
学
』
は
、
様
々
な
面
で
問
題
が
指
摘

さ
れ
、
特
に
そ
の
注
は
カ
ン
ト
の
手
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
信
恵
性

が
疑
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岩
波
『
カ
ン
ト
全
集
凶

自
然
地
理
学
」
の
宮
島
光
志
に
よ
る
「
解
説
」
四
八
三
頁
を
参
照
。

（
お
）
〈
也
〉
・
ぞ
R
a
p
－B
B
S
5一穴
mHDZ
∞
¢
n
E
R
∞
旦
B
H
C
N
N
W
∞
忠
・

（
弘
）
こ
れ
は
、
も
と
も
と
一
七
九
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
い
わ

ゆ
る
『
哲
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
連
の
論
文
で
あ
り
、
そ
れ
を
シ
エ

リ
ン
グ
が
一
八

O
九
年
の
著
作
集
公
刊
の
際
、
「
知
識
学
」
云
々
と
い

う
タ
イ
ト
ル
（
と
実
際
の
執
筆
年
）
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
（
〈
包
－

Z
穴
〉
て
品
。
戸
虫
色
。
本
稿
で
用
い
た

Z
F
ρ

で
は
『
最
近
の
哲
学
文

献
の
概
観
』
と
さ
れ
て
い
る
た
め
『
概
観
』
と
略
記
す
る
。

（
お
）
〈
巴
・
叶
C
E
E
E
P
呂
田
λTHNω
・

（
お
）
ア
デ
イ
ツ
ケ
ス
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の

E
R
g
は
缶
詰
お
＝

2
ゃ

E
F
O
R
B
な
ど
と
同
義
と
さ
れ
、

B
R
Y
g
に
関
し
て
は

B
E
E
F
D

や

E
S
S
E
（出口
m
m
B）
等
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

〈
巴
白
〉
E
n片
o
p
穴
ω
口
言
。
甘
口
白
日
呂
田
Z
S
Z
E
一
穴
日
ユ
∞
Z
E
O
D

開店山町山口
N
Z
ロ∞己5442『・印（）
u

∞
O

同一回口］（⑤
N
P
∞∞印、刊一〔

（
幻
）
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
』
で
カ
ン
ト
の
知
的
直

観
が
「
存
在
に
関
係
す
る
」
の
に
対
し
て
自
分
の
そ
れ
は
「
行
為
に

関
係
す
る
」
吉
区
・
。
〉
－
－
＼
P
N
N
印
）
と
カ
ン
ト
を
批
判
し
、
「
知
識
学
」

は
「
知
的
置
観
か
ら
、
す
な
わ
ち
自
我
の
絶
対
的
活
動
性
の
直
観
か

15 

ら
出
発
す
る
」
（
。
〉
－

E
－v
N
N品
）
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
こ
の
知

的
直
観
は
す
べ
て
の
哲
学
に
と
っ
て
唯
一
の
確
固
た
る
立
脚
点
（
号
円

2
R侃白一『
g
g
ω
S
E
E
E乙
で
あ
る
」
（
。
〉
－
H

＼kFNHC）
と
も
述
べ
て

いマ心。

付
記
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
の
助
成
（
研
究
課
題
番
号

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

Nω
印

NOOhHω
）




