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饒
繹

一

　
私
は
前
芸
の
論
文
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
黒
熊
群
馬
學
が
宗
教
的
紳
學
鯨
蝋
統
に
い
か
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
か
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
姿
を

借
り
て
示
そ
う
と
努
め
た
。
特
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
タ
ウ
ラ
；
、
ヤ
コ
ブ
・
ペ
ー
メ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
、
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
等
か

ら
の
影
響
を
明
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
だ
が
、
彼
ら
は
奇
し
く
も
時
を
講
じ
う
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ

ン
・
バ
ー
ダ
ー
等
に
よ
っ
て
再
登
児
さ
れ
、
こ
の
人
達
を
強
く
燭
卜
し
た
の
で
あ
る
。
紳
と
人
間
、
宇
宙
と
下
問
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
観

念
論
の
思
索
に
は
一
－
す
な
わ
ち
、
理
想
主
義
的
な
宗
教
誓
學
の
領
域
で
も
、
自
然
哲
學
の
中
で
も
一
古
い
ド
イ
ツ
直
結
主
義
の
理
念

が
ま
だ
若
干
漂
っ
て
お
り
、
元
の
概
念
を
表
現
す
る
言
葉
が
彫
塗
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
槻
念
論
哲
學
が
古
い
紳
學
の
芝
繋
に

根
を
下
し
て
い
る
こ
と
の
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
も
う
一
つ
の
面
で
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
は
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
の
二
心
主
義
者
の
歴
史
紳
學
と

終
末
待
望
の
中
に
深
い
根
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
シ
ュ
ワ
…
ペ
ン
・
ピ
エ
テ
ィ
ス
ム
ス
の
指
導
者
淫
は
「
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
の
父
達
」
と
呼

ば
れ
、
特
に
ベ
ン
ゲ
ル
、
ハ
ー
ン
、
ホ
…
プ
ア
ッ
カ
ー
、
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
等
が
傑
出
し
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
槻
念
論
哲
學
の
思
考
形
態
を
前
の
世
代
の
愚
息
と
比
較
す
る
と
、
疑
義
な
思
辮
的
傾
向
、
す
な
わ
ち
理
性
と
啓
示
の
高
次
な
る

統
一
へ
の
欲
求
、
即
ち
僑
御
を
観
照
、
明
察
、
蒼
蒼
へ
高
め
ん
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
く
榊
秘
的
で
は
な
い
一
面

も
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
異
な
終
末
論
的
傾
向
、
歴
史
に
お
け
る
濁
特
な
方
肉
づ
け
で
あ
り
、
存
在
の
意
義
を
歴
史
理
解
を
遙
じ
て
解



　
　
明
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
理
解
は
過
去
の
解
繹
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
預
言
者
的
傾
向
を
持
ち
、
未
來
に
お
け
る
理

　
　
念
の
賢
現
、
來
ら
ん
と
す
る
も
の
の
目
標
、
歴
史
の
終
末
の
理
念
を
示
し
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
バ
ー
ダ
ー
も
、
か
か
る

　
　
榊
學
的
背
景
を
何
ら
か
く
そ
う
と
せ
ず
、
歴
史
立
偏
を
…
迎
べ
る
に
當
っ
て
「
紳
の
國
」
、
「
時
の
賢
現
」
、
「
世
界
の
審
判
」
、
「
終
り
の
代
」

　
　
等
の
表
現
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
終
末
論
的
傾
陶
は
き
わ
め
て
長
く
、
観
念
論
的
歴
史
理
解
か
ら
縛
じ
て
唯
物
的
な
立
場
を
取
っ
た
歴
史
哲
學
の
後
帯
者
に
も
そ
の

　
　
影
響
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
辮
謹
法
の
中
に
も
、
十
念
論
的
歴
史
観
の
終
末
論
的
傾
向
が
明
白
に

　
　
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
黄
金
時
代
」
「
千
年
王
國
」
の
代
り
に
共
産
原
簿
が
、
ま
た
キ
ー
3
ス
ト
の
代
り
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ

　
　
の
救
濟
者
の
姿
が
現
れ
て
い
る
が
。

　
　
　
こ
の
新
し
い
歴
史
理
解
は
、
す
で
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
歴
史
形
而
上
學
に
嗣
す
る
初
期
の
著
作
に
存
在
し
、
「
先
験
的
観
念
論
の
膿
系
（
一

　
　
八
○
○
）
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
彼
は
種
々
の
歴
史
槻
を
批
評
し
た
あ
げ
く
に
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
て
い
る
。
「
以
上
の
叙
蓮
か

　
　
ら
、
ど
の
歴
史
上
が
唯
一
に
し
て
貫
で
あ
る
か
が
自
ら
明
か
で
あ
る
。
歴
史
は
全
巻
と
し
て
、
絶
封
者
の
纈
績
的
な
i
次
第
に
自
己
を

　
　
現
わ
し
て
ゆ
く
－
一
啓
示
で
あ
る
。
託
っ
て
、
我
々
は
歴
史
上
に
、
い
わ
ば
擶
理
の
跡
や
、
紳
そ
の
も
の
を
認
め
得
る
如
き
個
々
の
箇
所

　
　
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
融
は
、
存
准
が
客
観
的
世
界
に
現
わ
れ
て
み
る
所
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
決
し
て
存
在
し

　
　
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
存
在
す
る
な
ら
ば
、
我
々
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
瀞
は
た
え
ず
縫
績
的
に
自
己
を
啓
示
す
る
。

　
　
審
問
は
歴
史
を
通
し
て
紳
の
存
在
に
つ
い
て
縫
績
的
に
遺
品
を
行
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
明
は
た
だ
歴
史
全
膿
を
通
し
て
完
成

　
　
　
　
（
1
）

　
　
さ
れ
る
。
」

　
　
　
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
後
に
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
し
と
い
う
講
義
の
中
で
、
ひ
と
は
古
典
時
代
に
は
、
世
界
の
永
遠

　
　
性
を
知
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
歴
史
の
生
成
の
絶
封
的
な
意
味
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
來
た
、

　
　
と
説
明
し
て
い
る
。
「
故
に
キ
リ
ス
ト
教
は
最
も
深
い
意
味
に
お
い
て
本
質
的
に
歴
史
的
で
あ
る
。
時
の
各
々
の
瞬
間
が
融
の
特
殊
な
面

鰯　
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五
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（
2
）

の
啓
示
で
あ
り
、
そ
の
各
々
に
お
い
て
紳
は
絶
樹
で
あ
る
。
最
後
に
、
宇
宙
全
章
が
歴
史
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
」

　
へ
…
ゲ
ル
に
も
ま
た
存
在
に
つ
い
て
根
本
的
に
歴
史
的
な
理
解
が
認
め
ら
れ
る
。
次
に
「
車
輻
現
象
學
」
の
序
文
の
中
心
を
な
す
有
名

な
文
を
示
そ
う
。

「
嬢
な
る
も
の
は
全
羅
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
自
己
登
展
に
よ
っ
て
完
成
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
絶
封
者
に
つ
い
て
書
え

る
こ
と
は
、
そ
れ
が
本
質
的
に
結
果
で
あ
っ
て
、
眞
理
の
中
に
お
い
て
あ
る
所
の
も
の
と
な
る
の
は
や
っ
と
終
り
に
な
っ
て
だ
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
黙
に
こ
そ
、
そ
れ
が
現
實
的
な
も
の
、
主
事
、
自
己
自
身
た
る
所
以
の
も
の
が
あ
る
の
だ
。
」

　
ま
た
、
「
精
紳
現
象
學
篇
の
終
章
に
は
、
絶
封
的
な
知
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

「
…
…
こ
の
精
融
で
あ
る
と
こ
ろ
の
實
騰
は
、
そ
れ
が
己
れ
に
お
い
て
あ
る
所
の
も
の
に
な
る
過
程
で
あ
る
。
故
に
、
精
紳
が
自
己
に
お

い
て
、
世
界
精
工
と
し
て
自
己
を
完
成
し
な
い
う
ち
は
、
自
畳
せ
る
精
紳
と
し
て
完
成
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
蓮
動
、
彼
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

識
の
形
式
は
彼
が
現
實
の
歴
史
と
し
て
行
う
動
き
で
あ
る
。
」

　
歴
史
は
「
理
性
的
に
し
て
自
己
を
媒
介
す
る
生
成
で
あ
り
、
時
間
の
中
へ
外
開
し
た
精
紳
で
あ
る
。
」
こ
の
『
外
化
』
の
う
ち
に
「
精
紳

は
自
由
に
し
て
偶
然
な
出
來
事
の
形
を
と
っ
て
精
紳
に
な
る
こ
と
を
示
す
。
」
そ
こ
か
ら
歴
史
は
さ
ら
に
「
絶
常
世
紳
の
ゴ
」
ル
ゴ
タ
、
そ
の

御
坐
の
現
賢
、
眞
理
、
隠
里
と
し
て
現
れ
る
。
…
そ
の
御
坐
な
し
に
は
精
神
は
生
な
き
も
の
、
孤
雲
な
も
の
と
な
ろ
う
。

　
　
こ
の
精
榊
の
國
の
杯
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
か
の
無
限
性
が
あ
わ
立
っ
て
流
れ
る
。
」

　
ド
イ
ツ
槻
念
論
の
こ
の
終
末
論
的
特
徴
は
、
啓
蒙
時
代
に
は
ま
だ
フ
レ
ム
ト
で
あ
っ
た
新
し
い
歴
史
思
想
の
段
階
に
慮
ず
る
も
の
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
意
識
の
燃
上
り
と
礪
費
し
て
こ
の
新
段
階
が
劉
達
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
敬
慶
主

義
の
全
領
域
に
お
い
て
1
1
中
で
も
シ
ュ
ワ
；
ベ
ン
敬
震
主
義
者
ペ
ン
ゲ
ル
及
び
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
…
i
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。

　
ベ
ン
ゲ
ル
は
青
年
時
代
に
早
く
も
、
時
代
の
終
末
的
な
性
脳
を
悟
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
弊
習
時
代
に
深
く
心
に
覇
み
つ
け
ら
れ
た



　
　
の
は
、
た
え
ず
ル
イ
十
四
世
の
侵
入
が
あ
り
、
故
郷
の
町
は
た
え
ず
フ
ラ
ン
ス
軍
除
に
占
領
さ
れ
、
從
っ
て
棺
つ
ぐ
逃
亡
を
繰
返
し
た
と

　
　
い
う
事
件
で
あ
っ
た
。
後
に
な
る
と
、
精
融
的
世
界
に
お
け
る
出
來
ご
と
も
、
政
治
的
畠
來
事
と
岡
じ
く
、
間
近
い
歴
史
の
終
結
を
意
味

　
　
す
る
「
時
の
徴
し
」
と
思
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
封
ず
る
東
西
に
お
け
る
反
宗
教
革
命
蓮
宮
の
鏡

　
　
い
攻
撃
、
合
理
主
義
の
擾
頭
、
ひ
ろ
く
大
衆
に
迎
え
ら
れ
は
じ
め
た
世
界
観
で
あ
る
唯
物
蕪
榊
論
哲
學
の
出
現
、
聖
書
と
教
義
に
封
ず
る

　
　
合
理
的
批
評
が
教
會
そ
の
も
の
の
内
部
へ
侵
入
し
た
こ
と
、
絶
封
主
義
的
君
主
の
形
を
と
っ
て
「
善
悪
の
彼
岸
」
に
い
る
新
し
い
型
の
政

　
　
治
的
な
人
間
が
登
場
し
た
こ
と
一
i
こ
れ
ら
す
べ
て
の
現
象
を
顧
み
る
と
き
、
己
れ
の
時
代
こ
そ
は
キ
リ
ス
ト
と
儒
キ
リ
ス
ト
と
の
封
立

　
　
が
今
や
絶
頂
に
達
し
た
時
期
だ
と
、
彼
に
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
實
に
こ
の
時
代
の
終
末
論
的
考
察
の
特
色
は
、
己
が
時
代

　
　
の
位
置
を
救
濟
史
の
全
過
程
と
の
關
蓮
に
お
い
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
ベ
ン
ゲ
ル
は
吉
い
時
代
の
明
確
な
紳
學
的
傳
統
た
る
コ
ッ
ケ
ユ
ス
の
い
わ
ゆ
る
契
約
紳
學
に
専
ら
擦
っ
た
。
こ
の
紳
學
の
根
本
思
想

　
　
は
、
世
界
史
は
大
規
模
な
救
濟
史
で
あ
り
、
こ
こ
に
創
造
か
ら
世
界
の
終
局
ま
で
の
人
類
史
が
包
括
さ
れ
、
ま
た
こ
の
全
過
程
に
目
的
と

　
　
意
義
と
内
容
を
與
え
る
明
確
な
榊
の
救
濟
計
董
が
賢
現
さ
れ
る
、
と
い
う
所
に
あ
る
。
こ
の
救
濟
史
の
全
過
程
に
於
て
は
、
紳
が
勲
閥
と

　
　
の
問
に
結
び
か
つ
敬
展
さ
せ
て
ゆ
く
常
に
新
し
い
契
約
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
の
段
階
が
示
さ
れ
て
い
る
。
契
約
締
結
の
系
列
に
お
い
て
紳

　
　
の
救
濟
計
讃
は
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
と
、
紳
に
抗
ら
い
自
己
主
張
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
紳
の
救
濟
意
志
か
ら
逃
れ
よ
う
と
常
に
企
て
る

　
　
人
閥
の
凡
ゆ
る
試
み
に
反
し
て
、
實
現
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ベ
ン
ゲ
ル
に
は
こ
の
思
想
は
、
現
代
の
終
末
論
的
理
解
に
嘗
っ
て
新
し
い
意
義
を
持
つ
た
。

　
　
　
ベ
ン
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
、
世
界
史
の
全
過
程
は
有
機
的
な
統
一
を
示
し
、
紳
の
明
確
な
救
護
話
説
一
ま
た
は
、
彼
は
契
約
紳
學
の
衝

　
　
語
を
用
い
て
「
紳
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
も
い
う
一
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
一
つ
の
騰
系
で
あ
る
。
こ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
本
質
の
解
明
を

　
　
彼
は
聖
書
に
見
鵠
す
。
「
我
々
は
聖
書
の
各
位
を
羅
な
る
箴
言
や
模
範
の
書
と
見
な
し
た
り
、
何
ら
全
階
の
見
と
お
せ
ぬ
古
代
の
摺
物
の

　
　
断
片
と
見
た
り
し
て
は
な
ら
ず
、
磯
物
の
は
じ
め
か
ら
終
り
に
至
る
凡
ゆ
る
時
代
を
通
し
て
人
類
歴
史
に
現
れ
た
チ
コ
ノ
ミ
…
の
比
べ
も

晒　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
擬
念
論
の
歴
史
葱
學
に
於
け
る
終
末
論
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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哲
學
醗
究
　
第
四
誓
五
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

の
な
き
報
告
と
し
て
、
一
つ
の
美
し
い
、
す
ば
ら
し
く
關
蓮
あ
る
藤
葛
と
し
て
観
る
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
の
理
念
が
世
界
鼠
殺
を
貫
い
て

い
る
。
…
…
神
が
ひ
と
り
ひ
と
り
の
聖
者
や
、
己
が
昏
怠
膿
に
行
う
こ
と
は
奇
し
く
も
か
ら
み
合
っ
て
い
る
、
そ
し
て
繕
事
の
上
に
ひ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

が
る
紳
の
経
欝
を
一
瞥
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
の
無
主
達
の
凡
て
の
情
報
局
よ
り
流
れ
る
極
秘
の
情
報
に
は
る
か
優
る
橿
値
が
あ
る
。
」

　
こ
の
書
は
、
信
仰
の
眼
が
如
何
に
強
く
歴
史
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
か
を
明
示
し
て
い
る
。
歴
史
は
紳
の
國
の
建
設
と
い
う
一
定
の
瞬
標

へ
向
っ
て
努
力
す
る
紳
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
實
現
さ
れ
る
固
有
の
領
域
で
あ
る
。
歴
史
は
、
紳
の
「
イ
デ
…
」
が
、
「
す
ば
ら
し
く
も
關
回

す
る
燈
系
」
の
中
で
寳
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
。
歴
史
は
紳
の
具
膿
的
に
し
て
生
け
る
啓
示
の
固
有
の
場
所
で
あ
る
。
紳
の
認

識
は
深
い
所
に
お
い
て
彼
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
へ
の
洞
察
で
あ
り
、
紳
學
的
認
識
は
歴
史
の
認
識
で
あ
る
。

　
「
聖
書
は
世
の
始
め
か
ら
終
り
に
至
る
ま
で
の
憩
の
民
の
在
庫
晶
墾
帳
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
世
界
、
人
類
、
紳
の
民
は
如
何
な
る
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ヘ
ア
し

源
・
経
過
・
躍
的
を
持
つ
か
、
生
け
る
紳
は
如
何
に
己
が
業
と
謹
を
通
じ
て
次
第
に
全
能
に
し
て
議
し
く
か
つ
憐
み
あ
る
己
れ
を
現
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
來
た
か
が
、
記
さ
れ
て
い
る
。
」

「
聖
書
全
膿
の
中
へ
過
ま
及
び
未
來
に
つ
い
て
の
徹
底
的
な
、
そ
し
て
聖
書
そ
の
も
の
を
關
…
連
づ
け
る
謹
明
が
お
か
れ
て
い
る
。
か
か
る

謹
明
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
か
の
大
い
な
る
田
を
目
的
と
し
て
持
ち
、
そ
の
鐵
や
ま
た
聖
書
の
諸
ペ
ー
ジ
に
は
じ
め
て
そ
の
重
要
性
を

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

輿
え
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
ペ
ン
ゲ
ル
が
聖
書
と
世
界
史
の
間
に
存
す
る
紳
の
出
面
計
叢
を
如
何
に
積
極
的
に
重
ん
じ
て
い
た
か
を
澄
明
す
る

も
の
で
あ
る
。
聖
書
は
「
紳
の
災
の
在
庫
晶
」
一
こ
の
表
現
は
彼
の
時
代
の
商
人
の
二
葉
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
…
で
あ
る
が
、
こ

の
塁
帳
は
商
會
の
主
な
帳
簿
で
、
人
々
は
現
在
の
論
結
品
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
業
務
成
績
、
さ
ら
に
未
來
の
牧
盆
の
高
ま
で
察
知
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
同
時
に
決
算
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
紳
の
民
の
在
職
晶
憂
帳
と
し
て
の
聖
書
は
、
世

界
の
は
じ
め
か
ら
終
に
至
る
救
濟
史
上
の
事
件
の
す
べ
て
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
憩
の
民
の
歴
史
の
起
源
・
繧
過
・
目
的
を
含

む
。
か
く
し
て
歴
史
と
聖
書
は
き
わ
め
て
密
接
な
關
係
が
あ
り
、
歴
史
に
お
い
て
瀞
の
孫
譲
計
書
が
お
き
、
次
第
次
第
に
自
己
實
現
が
行
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わ
れ
る
の
で
あ
る
。
紳
の
道
は
人
間
に
は
分
ら
な
い
。
何
故
な
ら
人
間
に
向
か
っ
て
た
え
ず
お
し
よ
せ
て
く
る
の
は
、
自
分
の
時
代
の
一

見
不
規
則
に
し
て
矛
盾
だ
ら
け
の
馬
験
で
あ
り
、
人
面
は
そ
れ
ら
の
島
蔭
的
な
關
連
を
晃
と
お
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
聖
書
は

全
救
濟
計
厳
の
啓
示
を
含
ん
で
い
る
。
紳
は
い
か
な
る
法
躍
に
よ
っ
て
歴
史
の
中
に
磨
己
を
實
現
す
る
か
、
彼
は
い
か
な
る
規
則
に
よ
っ

て
彼
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
整
え
た
か
、
彼
の
道
の
目
標
は
何
か
、
彼
は
い
か
な
る
尺
度
に
よ
っ
て
人
間
の
業
を
判
定
す
る
か
、
は
歴
史
の
中

で
は
じ
め
て
人
間
に
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
書
に
お
け
る
紳
の
啓
示
は
深
奥
に
お
い
て
、
歴
史
に
お
け
る
彼
の
纏
績
的
な
働
き
の
啓

示
と
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
歴
史
が
一
つ
の
溶
々
と
し
て
、
膿
漏
と
し
て
、
有
機
的
な
秩
序
と
し
て
、
エ
コ
ノ
ミ
…

と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。二

　
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
思
想
に
は
な
お
、
も
う
一
つ
の
思
想
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
等
し
く
ド
イ
ツ
擬
念
論
の
歴
史
形
蒲
上
平
に
繰
返

し
て
現
わ
れ
る
所
の
も
の
、
す
な
わ
ち
登
展
の
思
想
（
H
住
o
o
鳥
窪
目
艮
三
〇
田
沼
5
σ
q
）
で
あ
る
。
ベ
ン
ゲ
ル
は
上
述
の
箇
所
で
、
生
け
る
紳

　
　
　
　
　
あ
か
し

が
彼
の
業
と
謹
を
通
じ
て
如
何
に
自
己
を
啓
示
し
て
來
た
か
を
示
し
た
。
ペ
ン
ゲ
ル
の
高
弟
工
！
テ
ィ
ン
ガ
！
は
こ
の
啓
示
に
お
け
る
進

歩
の
思
想
を
次
の
よ
う
な
形
で
理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、
啓
示
は
薪
約
聖
書
の
正
典
が
決
定
し
た
後
で
も
績
い
て
い
る
と
雷
う
の
で
あ
る
。

エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
よ
う
な
幻
想
的
人
格
者
の
出
現
や
、
ヤ
コ
ブ
・
べ
ー
メ
の
よ
う
な
紳
秘
主
義
者
の
登
場

を
も
、
啓
示
の
登
展
と
解
し
た
。
そ
れ
は
聖
書
を
補
足
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
が
、
聖
書
の
深
い
意
義
を
明
か
に
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
彼
は
、
彼
の
師
ベ
ン
ゲ
ル
さ
え
も
引
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
ゲ

ル
に
お
い
て
も
歴
史
に
お
け
る
神
の
啓
示
の
蛮
展
の
思
想
は
聖
書
解
繹
に
お
げ
る
骸
展
の
考
え
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
聖
書
の
内
容
の
こ

と
ご
と
く
が
各
時
代
に
解
り
や
す
く
、
近
づ
き
や
す
い
も
の
で
は
な
く
、
各
時
代
は
聖
書
を
解
く
特
別
な
鍵
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
聖
書
理
解
の
張
型
が
お
こ
る
。
歴
史
と
聖
書
は
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
に
お
い
て
聖
書
の
自
己
解

　
　
　
ド
イ
ツ
槻
念
論
の
歴
史
哲
學
に
於
け
る
終
末
論
的
基
・
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
學
研
究
　
第
四
百
五
十
七
貌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
上

繹
が
行
わ
れ
る
。
歴
史
は
救
濟
史
で
あ
り
、
聖
書
は
救
濟
史
の
全
プ
ラ
ン
を
封
鎖
し
て
持
っ
て
い
る
か
ら
、
歴
史
の
進
歩
は
聖
書
解
明
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

進
歩
を
遵
う
。
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
こ
の
考
え
を
大
膿
に
も
方
式
化
し
、
「
我
々
は
使
徒
蓮
が
も
っ
た
以
上
の
も
の
を
持
つ
」
と
言
っ
た
。

　
こ
の
啓
示
の
歴
史
的
登
展
と
言
う
思
想
は
、
ベ
ン
ゲ
ル
自
身
に
は
ヨ
ハ
ネ
獣
示
録
の
解
繹
と
關
記
し
て
決
定
的
な
意
義
を
持
つ
た
の
で

あ
る
。

　
彼
は
こ
の
書
物
を
、
イ
エ
ス
の
受
肉
か
ら
再
臨
に
至
る
紳
の
國
の
歴
史
の
全
過
程
が
蓮
べ
ち
れ
て
い
る
主
の
　
「
公
告
（
ζ
9
⇒
一
（
σ
ω
轡
）
」

と
了
解
し
た
。
ベ
ン
ゲ
ル
自
身
は
、
獣
示
録
に
含
ま
れ
て
い
る
吾
等
の
重
要
な
こ
と
が
ら
が
、
近
い
將
來
に
必
ず
賢
現
す
る
で
あ
ろ
う
と

確
く
信
じ
た
。
ヨ
ハ
ネ
の
獣
示
録
は
神
の
國
の
全
歴
史
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
歴
史
そ
の
も
の
の
経
過
が
獣
示
録
の
勲
績
的
な
解
明
を
行

っ
て
い
る
繹
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
が
バ
ト
モ
ス
で
見
て
書
き
記
し
た
安
息
日
か
ら
我
々
の
時
代
ま
で
…
…
さ
ら
に
最
後
の
審
判
に
至
る
ま
で

一
獣
示
鍮
に
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
柄
は
た
え
ず
實
現
し
て
き
て
い
る
。
凡
て
は
網
醐
蓮
し
て
唯
一
の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
ベ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
歴
史
の
過
程
を
簡
翠
に
方
式
化
し
た
。
コ
っ
の
啓
示
は
段
階
的
に
進
行
し
て
我
々
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
」
こ
れ

ら
の
段
階
は
歴
史
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
融
學
的
に
理
解
し
た
歴
史
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
。
聖
書
の
一
々
の
章
は
そ
の
解
明
の
時
が
來

る
ま
で
は
醜
し
た
ま
ま
で
い
る
。
「
多
く
の
人
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
し
か
も
お
か
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
彼
ら
の
大
部
分
に

と
っ
て
は
封
印
さ
れ
た
ま
ま
で
い
る
、
二
三
の
或
い
は
た
っ
た
一
入
の
人
影
に
知
ら
さ
れ
て
そ
れ
が
解
か
れ
る
ま
で
は
。
こ
れ
を
行
う
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
は
純
粋
に
し
て
選
り
す
ぐ
ら
れ
た
人
々
で
あ
る
。
」
融
の
僕
は
「
な
る
程
紳
の
家
の
至
る
と
こ
ろ
に
居
り
、
し
か
も
彼
ら
に
は
凡
て
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
が
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
よ
う
つ
の
こ
と
に
は
時
が
あ
る
。
」

　
ゑ
く
同
様
な
こ
と
を
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
…
が
書
っ
て
い
る
。
「
簗
書
は
た
し
か
に
世
界
の
最
も
確
賢
な
在
庫
贔
毫
鰻
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

凡
て
の
時
に
凡
て
の
丁
々
に
は
つ
き
り
あ
ら
わ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
紳
は
萬
箏
が
悉
く
明
か
に
さ
れ
る
ま
で
は
多
く
の
黙
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

我
々
を
な
お
不
確
費
に
し
ょ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
前
遽
的
な
啓
示
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
、
ベ
ン
ゲ
ル
は
き
わ
め
て
大
受
に
も
自
己
を
啓
示
嚢
展
史
の
中
に
お
い
た
の
で
あ
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る
。
す
な
わ
ち
彼
は
自
分
に
特
別
な
啓
示
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
、
黒
姫
な
恩
恵
に
も
と
づ
き
、
救
濟
史
の
年
代
計
算

の
嚢
の
鍵
が
奮
え
ら
れ
た
と
い
う
啓
示
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
年
代
の
数
に
黒
し
て
は
ダ
ニ
エ
ル
書
と
ヨ
ハ
ネ
職
示
録
に
預
書
さ
れ
て
い

る
と
彼
は
い
う
。
獣
示
録
が
神
の
國
の
歴
史
の
全
経
過
を
含
み
、
教
會
史
の
全
話
過
が
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
形
象
や
事
件
の
流
れ
の
中
に
象

徴
的
に
記
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
歴
史
上
の
事
件
と
獣
示
録
の
形
象
や
事
件
の
系
列
と
の
問
に
お
け
る
年
数
の
關
係
が
明
か
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
ペ
ン
ゲ
ル
は
特
劉
の
イ
ン
ス
ピ
レ
…
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
き
こ
の
閥
係
を
薮
肥
し
た
と
確
信
し
、
た
め
ろ
う
こ
と
な
く
こ
の
汐
見

を
彼
の
絡
末
の
告
知
の
基
礎
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
か
で
も
黙
示
録
の
中
に
あ
る
「
獣
（
目
貯
鴨
）
」
の
六
百
六
十
六
の
意
味
が
解
け
た
こ
と
は
、
紳
の
特
溺
な
恩
恵
の
働
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
。
彼
自
ら
語
る
所
に
よ
れ
ば
、
一
七
二
四
年
十
二
月
一
難
の
読
教
を
準
備
し
て
い
た
時
に
鰻
感
が
與
え
ら
れ
た
。
響
岩
六
十
六
と

い
う
「
獣
」
の
数
は
、
名
前
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
時
を
あ
ら
わ
し
、
獣
の
支
配
す
る
時
の
長
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
「
獣
」
と
い
う
の
は
ロ
ー
マ
法
皇
橿
を
指
す
。
ベ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
窪
感
の
印
象
を
一
人
の
友
に
書
い
て
い
る
。

「
主
の
助
け
に
よ
り
私
は
獣
の
年
を
登
若
し
た
。
そ
れ
は
一
一
四
三
年
か
ら
一
八
〇
九
年
に
至
る
年
で
あ
る
。
こ
の
獣
示
録
の
鍵
は
重
要

で
あ
っ
て
、
特
に
家
族
の
凶
事
に
際
し
て
も
私
を
慰
め
て
く
れ
る
。
今
生
れ
る
も
の
は
す
ば
ら
し
い
時
代
に
入
っ
て
ゆ
く
の
だ
。
君
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
こ
と
を
心
に
期
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
智
慧
が
要
る
で
あ
ろ
う
。
來
る
べ
き
御
方
に
幸
あ
れ
！
」

　
ベ
ン
ゲ
ル
は
彼
自
身
の
登
場
に
よ
り
、
即
ち
終
の
代
の
時
期
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
聖
書
解
羅
の
新
段
階
が
灘
思
し
た
と
信
じ

た
。
今
や
秘
め
ら
れ
た
救
濟
史
の
年
代
が
啓
示
さ
れ
た
。
今
や
ひ
と
は
、
救
濟
の
歴
史
は
ど
こ
ま
で
進
ん
だ
の
か
、
人
類
は
終
り
の
時
ま

で
に
な
お
ど
れ
だ
け
数
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
推
し
量
り
う
る
黙
に
到
優
し
た
。

　
ベ
ン
ゲ
ル
の
説
教
か
ら
議
し
て
い
る
強
力
な
終
末
意
識
の
結
集
は
、
こ
の
年
代
計
算
の
明
白
な
る
結
果
で
あ
る
。
最
初
彼
は
一
八
〇
九

年
が
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
年
で
、
豊
年
王
國
の
は
じ
ま
り
と
思
っ
た
が
、
後
に
詳
し
い
計
算
の
結
果
、
一
八
三
六
年
を
決
定
的
な
時
期
と
判

じ
た
。
世
界
史
は
彼
が
計
要
し
た
紳
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
プ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
と
わ
ず
か
一
世
紀
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
。
こ
の
短
い
期

　
　
　
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
暫
學
に
於
け
る
終
末
論
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

聞
内
に
、
紳
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
こ
と
の
す
べ
て
が
起
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
深
淵
か
ら
獣
が
畠
て
く
る
こ
と
、

大
い
な
る
誘
惑
者
、
儒
キ
リ
ス
ト
の
登
場
、
終
り
の
時
の
患
難
、
教
會
の
ふ
る
い
わ
け
、
紳
の
國
と
サ
タ
ン
の
國
と
の
地
上
最
後
の
職
い

な
ど
が
起
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
啓
蒙
近
心
の
進
歩
の
信
仰
に
代
っ
て
、
劇
的
な
終
末
意
識
が
登
場
し
て
來
た
の
で
あ
り
、
世
界
歴
史
が
力
強
く
終
り
の
代
に
向
っ
て
い

る
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
思
考
の
關
心
の
全
艦
は
歴
史
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
敬
慶
主
義
の
信
仰
に
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
た
思
想
で
あ
っ
て
、
い
た
る
所
で
人
々
は
「
時
の
し
る
し
」
に
注
意
を
挑
い
、
大
き

な
歴
史
的
事
件
の
う
ち
に
集
約
聖
書
一
特
に
獣
示
録
一
の
い
う
絡
り
の
代
に
つ
い
て
の
預
雷
の
成
就
を
認
め
よ
う
と
し
た
。

　
い
た
る
と
こ
ろ
で
人
々
は
儒
キ
リ
ス
ト
と
儒
預
蚕
者
を
探
知
し
た
。
同
時
に
信
徒
の
蜜
の
眼
に
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
と
映
じ
た
の
は
、

「
黄
金
時
代
」
の
像
で
あ
り
、
紳
の
國
、
千
年
王
國
の
成
就
の
像
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
世
界
の
終
局
で
あ
っ
て
、
紳
の
民
と
儒

キ
リ
ス
ト
と
の
お
そ
ろ
し
い
職
い
は
終
り
、
蛇
は
深
き
淵
に
繋
が
れ
、
キ
リ
ス
ト
は
己
が
畏
を
統
治
す
る
の
で
あ
る
。

　
初
期
敬
震
主
義
の
激
し
い
終
り
の
意
識
か
ら
、
新
し
い
キ
リ
ス
ト
数
的
歴
史
理
解
、
世
界
二
食
の
新
し
い
考
え
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
千

年
王
國
の
新
た
な
待
望
が
生
じ
た
が
、
こ
の
千
年
期
設
は
全
く
滋
藤
的
に
歴
史
の
終
り
に
完
成
さ
れ
た
三
豊
の
姿
を
赤
し
て
い
る
。

　
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
敬
震
主
義
の
墓
調
た
る
終
末
論
的
な
傾
向
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ェ
リ
ン
グ
等
の
観
画
論
的
な
歴
史
紳
學
に
封
し
て
き
わ

め
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
時
の
絡
り
が
近
づ
い
た
と
い
う
意
識
、
ま
た
救
濟
史
の
劇
的
な
終
局
が
至
っ
た
と
い
う
考
え
は

歴
史
そ
の
も
の
に
封
ず
る
新
し
い
態
度
に
通
じ
て
い
る
。
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
の
敬
震
主
義
と
そ
の
終
末
論
の
多
く
の
イ
デ
ー
は
観
念
論
の
思

想
家
達
の
中
に
再
び
見
出
さ
れ
る
。

　
即
ち
、
歴
史
の
中
に
融
の
螢
展
的
な
啓
示
が
起
き
る
と
い
う
思
想
、
啓
ホ
は
歴
史
の
中
に
お
い
て
自
己
解
繹
を
行
う
と
い
う
考
え
、
啓

示
に
は
進
歩
が
あ
り
、
そ
れ
は
紳
の
救
い
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
實
現
と
密
接
な
閥
係
に
立
つ
と
い
う
思
想
、
終
り
の
時
に
は
自
然
と
歴
史
に

お
け
る
紳
の
啓
示
を
解
き
明
す
全
き
悟
り
が
輿
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
、
そ
う
い
っ
た
イ
デ
…
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三

　
歴
史
を
救
濟
史
と
し
て
見
る
こ
の
堅
甲
的
な
考
察
の
中
に
は
、
後
に
ド
イ
ツ
槻
念
論
の
歴
史
哲
理
の
中
に
は
つ
き
り
し
た
形
を
と
っ
て

あ
ら
わ
れ
る
イ
デ
；
の
系
列
が
あ
る
。

　
e
第
一
に
歴
史
の
週
期
に
封
ず
る
深
い
驕
心
が
騒
立
つ
。
こ
の
關
心
は
紳
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
諸
段
階
を
で
き
る
だ
け
明
か
に
示
そ
う

と
い
う
要
求
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
實
は
す
で
に
古
い
契
約
紳
學
の
う
ち
に
、
世
界
史
の
優
分
を
行
お
う
と
す
る
強
い
傾
向
が
存
在

す
る
。
ベ
ン
ゲ
ル
は
救
濟
史
の
覆
分
を
大
き
な
膿
系
に
狂
宴
さ
せ
た
。
「
世
代
（
芝
。
国
巴
8
弓
）
」
と
い
う
彼
の
書
物
…
面
白
い
こ
と
に
は

シ
ェ
リ
ン
グ
に
も
同
名
の
著
が
あ
る
一
は
新
約
、
落
約
の
預
言
書
に
記
さ
れ
て
い
る
色
々
な
数
字
を
か
り
て
、
榊
の
救
濟
の
計
減
を
ま

こ
と
に
年
代
的
に
詮
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ゲ
ル
は
こ
こ
で
聖
書
に
で
て
い
る
色
々
な
数
を
数
學
的
に
お
ど
ろ
く
べ
き
ほ
ど
調
諏
さ
せ
て
見
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
は
今

日
の
導
者
に
は
骨
董
的
な
慣
値
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
の
主
要
な
日
付
の
正
し
さ
は
一
た
と
え
ば
彼
が
千
年
王
國
の
は
じ
め
と
し
た

一
八
三
六
年
は
…
一
歴
史
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
探
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
槻
黙
か
ら
、

つ
ま
り
歴
史
の
よ
り
肖
面
的
な
高
次
な
規
定
と
い
う
観
鮎
か
ら
、
人
類
及
び
教
會
の
歴
史
を
臨
分
し
て
ゆ
く
試
み
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の

歴
史
哲
學
に
射
し
て
灌
威
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
彼
の
先
験
的
槻
念
論
の
膿
系
の
中
で
試
み
た
時
代
癌
分
は
、
紳
の
機
展

的
な
自
己
啓
示
を
歴
史
の
う
ち
に
認
め
よ
う
と
い
う
根
本
的
な
考
え
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
彼
の
翫
分
も
や
は
り
一
種
の
終
末
論

に
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
歴
史
の
第
三
の
時
期
に
は
、
前
に
蓮
命
や
自
然
と
思
わ
れ
た
こ
と
が
瓢
理
と
し
て
展
開
し
、
畢
に
蓮
命
や
自
然
の
な
せ
る
業
だ
と
思
わ

れ
た
こ
と
が
、
實
は
不
完
全
に
も
自
ら
を
啓
示
し
て
い
る
心
理
の
始
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
時
こ
の
時
期
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
じ
ま
る
か
は
雷
い
得
な
い
が
、
こ
の
時
が
來
れ
ば
眞
に
紳
在
す
状
態
に
な
ろ
う
。
」

　
　
　
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
哲
學
に
於
け
る
終
末
論
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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よ
ろ
つ

　
か
く
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
歴
史
の
終
り
に
紳
の
自
己
饗
現
の
完
結
が
あ
り
、
そ
こ
で
神
は
萬
の
も
の
に
お
い
て
萬
と
な
る
の
で

あ
る
。

　
⇔
　
ベ
ン
ゲ
ル
の
蛮
展
（
国
道
三
。
包
影
σ
q
）
と
い
う
考
え
は
啓
蒙
主
義
の
進
歩
の
考
え
と
周
一
で
は
な
い
。
謬
論
史
の
登
展
は
直
線
的

に
上
昇
す
る
軌
道
の
上
を
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
劇
的
な
歴
史
の
中
で
辮
讃
法
的
に
動
い
て
行
く
。
そ
れ
は
人
間
を
め
ぐ
る
世
界
の
中
で
演

ぜ
ら
れ
る
神
と
サ
タ
ン
と
の
戦
い
を
通
し
て
成
っ
て
ゆ
く
。
歴
史
の
内
部
に
お
け
る
紳
と
サ
タ
ン
と
の
纏
績
的
な
戦
い
一
そ
の
中
に
救

濟
の
プ
ラ
ン
が
賢
現
し
て
ゆ
く
の
だ
が
一
こ
れ
は
結
局
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
桑
実
法
の
榊
學
的
原
型
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
こ
の
黙
で
も
ベ
ン
ゲ
ル
は
古
い
宗
教
改
革
時
代
の
物
学
に
負
う
所
が
あ
っ
た
。
す
で
に
ア
コ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
サ
タ
ン
の
奇
計
と
い
う
観

黙
に
立
っ
て
歴
史
の
繧
過
を
叙
述
し
た
。
紳
は
救
濟
の
計
戴
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
が
、
サ
タ
ン
は
常
に
新
し
い
形
で
紳
に
封
零
し
、
歴

史
に
お
け
る
紳
の
新
し
い
働
き
の
一
々
に
町
立
す
る
働
き
を
ひ
き
お
こ
す
。
し
か
し
こ
れ
を
行
う
者
も
そ
の
方
法
も
實
は
紳
の
濁
特
な
働

き
の
目
的
に
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
。

　
各
々
の
時
期
に
は
、
紳
の
猫
特
な
救
濟
の
業
に
封
ず
る
サ
タ
ン
の
歴
史
的
抵
抗
の
言
意
な
形
式
が
あ
る
。
そ
し
て
紳
は
各
々
の
時
期
に

サ
タ
ン
の
組
織
的
な
抵
抗
を
克
服
す
る
新
し
い
手
段
を
用
い
る
。
ベ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
辮
謹
法
を
ヨ
ハ
ネ
職
示
録
の
設
明
の
根
擦
と
し
た
。

彼
は
紳
の
三
位
一
芸
の
教
説
に
封
課
す
る
に
サ
タ
ン
の
三
位
一
翼
の
説
を
も
つ
て
し
た
。
　
「
龍
と
獣
と
儒
預
廻
者
1
こ
れ
は
父
と
子
と

聖
璽
に
い
ま
わ
し
く
も
抵
抗
す
る
三
者
で
、
天
に
お
い
て
〔
三
位
一
纏
を
〕
坐
す
る
三
者
に
封
し
、
凡
ゆ
る
害
悪
を
行
う
三
者
で
あ
る
。

　
父
な
る
紳
に
難
し
て
は
購
の
國
の
支
配
者
た
る
龍
が
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
沸
し
て
は
獣
が
封
塾
す
る
。
紳
が
陸
物
を
蜀
子
の
手
に

與
え
た
よ
う
に
、
龍
も
ま
た
獣
に
彼
の
カ
を
衰
え
た
。
聖
霊
に
封
ず
る
も
の
は
儒
預
書
者
で
あ
っ
て
、
聖
露
が
キ
リ
ス
ト
を
輝
け
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
し
た
よ
う
に
儒
預
書
者
は
獣
に
封
ず
る
崇
舞
を
ひ
ろ
め
る
の
で
あ
る
。
三
つ
の
敵
は
緊
密
な
行
動
を
と
る
。
」

　
こ
の
辮
謹
法
は
紳
繍
的
な
も
の
で
は
な
く
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
紳
の
三
位
一
働
と
地
獄
の
三
位
鳳
雛
の
黒
い
は
雲
の
中
で
お
き
る

も
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
中
に
…
し
か
も
だ
ん
く
激
し
く
…
お
き
て
ゆ
く
。
紳
の
國
の
力
が
増
す
に
從
っ
て
、
ま
た
憩
が
救
い
の
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業
を
力
強
く
推
進
す
れ
ば
す
る
程
、
そ
れ
だ
け
悪
の
抵
抗
は
激
し
く
な
る
。
ベ
ン
ゲ
ル
が
彼
自
ら
の
時
代
に
つ
い
て
語
る
書
葉
の
中
に
は
、

ま
た
も
や
終
末
論
的
な
槻
方
が
明
白
に
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
「
悪
の
カ
が
甚
だ
強
力
に
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
上
ど
れ
程
強
く
な
る
だ
ろ
う
か
殆
ど
理
解
し
得
な
い
程
だ
。
」

　
劇
的
な
辮
立
法
に
よ
る
救
船
史
は
終
り
の
職
い
へ
と
向
っ
て
突
進
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ペ
ン
ゲ
ル
は
こ
こ
で
獣
示
録
十
二

章
十
二
節
「
悪
魔
お
の
が
時
の
暫
時
な
る
を
知
り
大
な
る
償
悉
を
無
き
て
汝
等
の
も
と
に
下
り
た
れ
ば
な
り
」
の
思
想
に
書
及
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「
こ
の
暫
時
も
殆
ど
過
ぎ
て
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
も
う
八
分
の
一
も
残
っ
て
は
居
る
ま
い
。
…
…
」
「
悪
魔
の
『
暫
時

（
≦
①
a
σ
登
①
N
。
即
）
』
の
時
は
終
り
に
近
づ
い
て
い
る
。
い
よ
い
よ
大
い
な
る
憤
り
が
や
っ
て
く
る
に
向
い
な
い
。
：
：
：
し
か
し
紳
の
國
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

い
よ
い
よ
前
進
し
て
い
る
の
だ
。
」

　
こ
う
い
う
次
第
で
救
濟
史
の
蛮
展
の
考
え
は
、
か
か
る
辮
謹
法
と
關
連
づ
け
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
融
の
救
い
の

エ
コ
ノ
ミ
ー
が
登
展
的
に
實
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
考
え
と
こ
の
辮
謹
法
的
な
考
え
の
結
合
し
た
も
の
こ
そ
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
哲
學

の
紳
學
的
原
型
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
．
【
リ
ン
グ
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
の
何
れ
に
も
歴
史
哲
學
の
辮
讃
法
と
悪
の

観
念
が
結
び
つ
い
て
居
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
辮
呪
法
に
さ
え
も
資
本
家
逮
は
悪
魔
の
役
を
演
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
マ
ル

キ
ス
ト
達
は
自
ら
が
神
の
役
を
演
ず
る
こ
と
に
何
ら
の
贋
慷
を
お
い
て
い
な
い
が
。

　
㊨
　
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
…
は
紳
の
咳
唾
が
歴
史
的
に
働
く
原
理
を
確
認
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
の
原
理
は
ド
イ
ツ
勝
手
論
の
歴
史
上
學
の

中
に
な
お
餓
韻
を
保
っ
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
は
た
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
性
の
狡
智
し
と
い
う
概
念
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
よ
う
。
歴
史
は
外

側
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
撃
墜
や
羅
會
の
利
己
主
義
と
無
力
へ
の
努
力
が
翌
翌
す
る
場
所
で
あ
る
。
歴
史
上
の
野
老
は
自
ら
正
し
と
思
う
所

に
三
っ
て
行
動
し
、
各
自
は
自
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
一
定
の
冒
的
に
蓮
し
ょ
う
と
す
る
。
し
か
し
行
脚
が
な
さ
れ
た
瞬
間
に
、
行
縁
者
は

も
は
や
己
が
行
爲
の
主
で
は
な
い
。
そ
の
行
爲
は
行
隠
者
が
目
論
ん
で
い
た
意
味
に
お
い
て
総
督
に
影
響
を
及
ぼ
す
ば
か
り
で
は
な
く
、

計
り
知
ら
れ
ず
、
見
透
し
得
ぬ
結
果
を
招
來
し
、
全
く
別
の
、
し
ば
し
ば
憶
断
し
な
か
っ
た
重
大
な
結
果
を
惹
起
し
、
そ
の
他
細
か
い
色

　
　
　
　
ド
イ
ツ
槻
念
論
の
歴
史
哲
畢
に
於
け
る
終
末
論
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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折
口
學
研
究
　
　
箪
〃
四
百
五
∴
1
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

色
な
結
果
を
招
関
す
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
中
に
絶
封
精
紳
の
實
現
の
た
め
の
、
高
次
な
る
プ
ラ
ン
が
現
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
人
間

の
利
己
主
義
を
自
分
の
役
に
立
て
る
た
め
に
拘
束
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
高
次
の
秘
め
ら
れ
た
計
霊
を
形
成
し
、
か
く
し
て
互
に
発
っ
て
は

し
ば
し
ば
無
意
義
に
思
わ
れ
る
個
人
の
働
き
を
よ
り
高
い
意
義
の
中
に
織
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
理
性
の
狡
智
で
あ
る
。

　
こ
の
思
想
は
、
全
て
の
爵
來
事
が
結
局
に
お
い
て
紳
の
海
鞘
計
嘉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
遡
る
所
の
紳
學
的
な
歴
史
理
解
の
系

列
に
直
接
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
ル
タ
ー
も
こ
の
考
え
を
極
め
て
簡
箪
に
安
い
表
わ
し
、
王
侯
は
紳
の
「
人
形
」
ま
た
「
犬
」

だ
と
述
べ
て
い
る
。
王
侯
蓮
は
自
ら
行
動
し
、
霞
分
蓮
の
計
叢
に
從
っ
て
政
策
を
行
う
と
信
じ
て
い
る
が
、
實
は
文
樂
の
入
形
の
よ
う
な

も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
紳
自
ら
彼
ら
と
共
に
演
じ
、
彼
ら
の
働
き
を
介
し
て
彼
の
一
叢
ら
の
で
は
な
く
一
計
甕
を
實
現
し
て
ゆ
く
よ

り
高
次
の
芝
居
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
考
え
を
「
黙
示
録
註
解
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
。

　
「
こ
の
世
は
こ
の
世
の
理
由
を
も
ち
、
己
れ
の
効
用
、
利
得
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
そ
う
い
ふ
も
の
を
自
ら
も
と
め
て
得
ら
れ
る
と
思
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
も
結
局
キ
リ
ス
ト
の
御
業
に
役
立
た
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
露
結
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

よ
う
に
槻
察
す
る
こ
と
を
學
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
」

　
鋤
　
歴
史
の
探
究
と
預
雷
（
滞
貸
◎
勺
プ
。
識
。
）
の
結
合
も
ま
た
こ
の
赫
學
的
な
歴
史
像
に
擦
っ
て
い
る
。
歴
史
の
考
察
と
預
書
の
黙
諾
、
歴

史
研
究
が
後
方
へ
向
け
ら
れ
た
預
言
で
あ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
根
本
理
念
の
一
つ
で
あ
る
。
ベ
ン
ゲ
ル
に
お
い
て
は
こ
の
相
撃

は
さ
ら
に
直
接
的
で
あ
り
具
謄
的
で
あ
る
。
紳
の
救
濟
の
エ
コ
ノ
ミ
…
の
紳
跡
に
封
し
て
眼
の
開
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
歴
史
を
解
く

者
で
あ
り
預
訳
者
で
あ
る
。
か
か
る
者
に
は
奮
約
及
び
新
約
の
預
言
書
に
育
て
救
濟
史
の
全
経
過
の
計
書
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は

預
言
者
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
露
分
の
時
代
は
紳
の
計
叢
全
騰
の
経
過
の
中
で
ど
の
黙
に
饗
し
た
の
か
を
知
る
。
彼
は
ま
た
、
眼
を
過

去
に
向
け
る
と
き
、
紳
の
救
濟
計
識
の
前
の
色
々
な
時
期
と
、
過
去
に
お
け
る
「
瀞
の
足
跡
」
を
概
思
す
る
。
彼
が
預
言
者
に
な
る
と
い

う
の
は
、
預
言
書
を
見
る
と
き
、
彼
は
、
な
お
侮
が
現
在
の
黙
か
ら
細
り
に
至
る
ま
で
に
賢
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
凡
て
が
満
ち



895

る
ま
で
に
ど
れ
だ
け
の
事
件
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
明
白
に
悟
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
の
解
繹
と
壁
書
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ

る
。
儒
ず
る
者
は
直
観
的
に
紳
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
全
計
叢
を
洞
察
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
㈹
　
観
念
論
哲
學
は
紳
の
自
己
展
關
を
、
絶
美
翌
翌
は
慮
我
の
中
に
把
握
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
結
び
つ
け
た
。
私
は
す
で
に
「
シ
ェ

リ
ン
グ
馬
下
思
想
の
父
租
た
ち
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
識
論
は
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
終
末
論
と
き
わ
め
て
密
接
な

關
連
が
あ
る
こ
と
を
讃
明
し
た
。
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
照
り
の
時
に
ぱ
根
本
的
な
知
識
が
成
就
し
、
自
然
と
歴
史
の
紳
秘
が
直
観
的
に
把

握
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
最
後
に
な
お
政
治
的
縫
會
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
に
お
い
て
ド
イ
ツ
・
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
と
エ
ス
カ
ト
ロ
ギ
！
と
の
關
係
を
述
べ

て
見
た
い
。

　
因
　
歴
史
の
目
的
の
考
察
が
人
類
社
會
の
新
し
い
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
槻
念
論
歴
史
哲
學
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
プ
ロ
シ
ャ
墨
家
が
紳
の
國
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
風
に
表
現
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
全

く
正
し
い
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
普
賢
観
念
論
歴
史
母
野
は
完
全
縫
會
の
構
想
へ
と
想
を
回
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ゲ
ル
の
教
え
に
よ
れ
ば
救
濟
史
の
進
行
は
千
年
王
國
の
到
來
を
も
つ
て
蘇
る
。
こ
の
事
件
は
彼
の
計
算
に
よ
れ
ば
百
年
以
内
に
起

る
。
こ
の
短
い
期
間
は
新
し
い
時
の
準
備
を
な
す
よ
う
に
利
用
し
つ
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
を
経
卜
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

人
々
も
す
で
に
生
れ
て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
人
々
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
は
き
び
し
い
状
況
を
與
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

　
ペ
ン
ゲ
ル
の
弟
子
一
な
か
ん
ず
く
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
…
は
、
來
ら
ん
と
す
る
人
問
凶
年
の
完
全
な
状
態
は
「
黄
金
時
代
」
に
は
じ
め
て

成
立
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
と
感
じ
た
。
そ
れ
は
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
書
う
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
思
想
家
の

問
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
想
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
存
在
す
る
風
葬
で
あ
っ
て
、
自
己
が
現
在
は
そ
れ
に
向
っ
て
劉
達
し

よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
現
賢
は
、
現
在
の
中
に
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
エ
…

テ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
教
會
に
の
み
終
り
の
時
の
お
と
つ
れ
に
封
し
て
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
統
治
者
に
と
っ
て
も

　
　
　
ド
イ
ツ
槻
念
論
の
歴
史
暫
學
に
於
け
る
終
末
論
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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折
切
墨
丁
研
究
　
　
第
四
｝
臼
五
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

來
る
べ
き
革
新
の
た
め
に
準
備
す
る
こ
と
は
最
大
の
任
務
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
エ
…
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
終
末
論
の
中

－
か
ら
、
全
く
明
白
な
る
倫
理
的
・
政
治
的
・
教
育
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
生
み
だ
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
饗
現
を
彼
は
己
が
時
代
の

君
侯
か
ら
期
待
し
て
い
る
。
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
書
う
「
黄
金
時
代
」
の
像
は
或
意
味
に
お
い
て
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
バ
…
ダ

ー
に
見
出
さ
れ
る
理
想
富
家
ま
た
は
理
想
就
會
の
あ
ら
ゆ
る
構
想
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
ベ
ン
ゲ
ル
は
、
終
り
の
時
に
は
許
与
織
會
が
愛
の

お
き
て
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
一
般
的
な
像
を
し
か
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
封
し
て
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
全
く
具
艦

的
な
像
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
上
蓮
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
黄
金
時
代
」
に
つ
い
て
、
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
…
の
記
蓮
の
中
で
も
つ
と
も
團
に
つ
く
の
は
、
一
八
三
六
年
が
こ
の
始
ま
り
で
あ
る
と
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
し

す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
祉
會
秩
序
は
民
主
的
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　
萬
人
祭
司
設
（
ρ
圃
一
σ
q
o
ヨ
。
ぎ
窪
準
δ
。
。
8
割
け
二
食
）
か
ら
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
に
あ
り
て
は
「
自
由
入
（
寄
藁
箒
）
も
な
く
奴
隷
も
な
く
、
ギ

リ
シ
ャ
人
も
ロ
マ
入
も
な
し
篇
と
い
う
思
想
か
ら
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
が
引
出
し
た
結
論
は
、
紳
の
本
來
の
姿
が
人
の
う
ち
に
回
復
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

紳
の
國
で
は
凡
て
の
入
は
互
い
に
畢
等
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
色
あ
る
罠
主
的
傾
向
は
t
特
に
ウ
ー
ラ
ン
ト
や
パ
ウ
ル
ス
教

會
の
長
老
た
ち
の
問
か
ら
出
た
十
九
雄
鶏
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
の
偉
大
な
民
主
的
指
導
者
蓮
に
顯
著
で
あ
る
が
1
箪
純
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

イ
デ
オ
ロ
ダ
、
…
に
擦
っ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
シ
ュ
ワ
！
ベ
ン
敬
度
主
義
の
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
意
識
に
根
ざ

し
て
い
る
。
十
八
世
紀
シ
．
幽
ワ
ー
ベ
ン
の
敬
震
主
義
の
牧
師
達
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
を
引
合
い
に
凄
し
て
、
蓮
徳
的
に
は
め
を
は
ず

し
た
翼
侯
の
絶
封
圭
義
的
統
治
形
態
に
写
し
、
力
強
く
勇
激
に
職
つ
た
最
初
の
人
々
で
あ
っ
た
。

　
　
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
…
は
降
し
て
い
る
。
「
一
再
の
眞
の
幸
心
の
た
め
に
は
三
つ
の
條
件
が
い
る
。
第
一
は
、
臣
下
相
互
は
秩
序
を
保
つ
上

で
色
々
の
職
階
を
も
つ
が
、
ど
ん
な
に
そ
の
差
が
あ
っ
て
も
一
つ
の
心
病
を
所
有
し
て
い
る
。
…
…
各
人
は
他
人
の
幸
福
の
う
ち
に
己
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
幸
薩
を
、
他
入
の
喜
び
の
う
ち
に
自
分
の
喜
び
を
晃
出
す
べ
き
で
あ
る
。
」

　
な
お
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
四
重
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
黄
金
時
代
の
祉
會
秩
序
の
た
め
に
は
貰
に
私
有
財
産
を
漸
次
濃
す
べ
き
こ
と
を
宣
言



　
　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
最
も
す
ぐ
れ
た
共
和
國
」
、
「
最
上
の
統
治
」
の
形
態
は
、
完
全
な
る
財
産
共
有
の
導
入
を
必
要
と
す
る
と
い
う

　
　
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
書
う
第
二
の
條
件
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
の
幸
薩
の
演
舞
も
祉
會
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
互
い
に
何
も
負
債
と
し
て
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
凡
て
の
物
が
豊
か

　
　
に
あ
れ
ば
、
支
配
も
所
有
も
、
且
つ
ま
た
強
制
さ
れ
支
配
者
に
よ
っ
て
ゆ
す
り
と
ら
れ
る
債
務
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
必
要
と

　
　
す
る
な
ら
各
自
は
他
人
に
負
目
を
お
わ
せ
る
こ
と
な
く
進
ん
で
渡
す
で
あ
ろ
う
。
せ
い
ぜ
い
人
は
他
人
と
物
を
交
換
す
る
く
ら
い
で
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
も
使
う
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
「
黄
金
時
代
の
完
全
な
就
會
秩
序
」
は
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ス
の
状
態
の
回
復
で
あ
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ス
で
は
「
こ
の
三

　
　
つ
の
幸
福
の
條
件
が
成
立
し
て
い
た
し
、
農
園
追
放
後
に
こ
れ
に
反
し
て
そ
の
反
醤
、
す
な
わ
ち
一
声
が
他
者
を
支
配
す
る
灌
力
、
所
有

　
　
椹
、
他
人
の
勢
働
奉
仕
を
利
用
す
る
私
的
な
協
定
な
ど
が
生
じ
た
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
黄
金
時
代
に
お
い
て
は
少
く
と
も
亭
等
と
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
の
共
有
、
勢
働
奉
仕
と
協
定
の
自
由
が
萬
の
こ
と
に
優
先
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
「
イ
ザ
ヤ
が
幽
し
て
い
る
よ
う
に
（
イ
ザ
ヤ
書
三
隅
章
十
七
箇
）
、
臣
下
の
眼
が
王
の
美
し
き
黙
を
見
る
よ
う
に
な
る
と
、
法
は
も
は
や
強

　
　
引
な
支
配
に
で
は
な
く
自
由
な
愛
の
統
治
の
た
め
に
、
所
有
の
紅
蓮
に
で
は
な
く
て
公
共
の
博
し
み
の
た
め
に
、
強
い
ら
れ
た
奉
仕
に
で

　
　
は
な
く
て
國
全
艦
の
礪
鰍
と
公
け
の
協
力
の
た
め
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
特
に
書
き
記
さ
れ
た
法
で
は
な
い
が
聖
書
の
奥
義
で
あ

　
　
つ
て
、
市
民
の
す
べ
て
の
法
律
に
代
っ
て
人
証
の
智
慧
が
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
ソ
ロ
モ
ン
が
蓮
べ
て
い
る
虚
榮
の
凡
ゆ
る
原
因

　
　
が
除
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
趨
門
に
わ
た
っ
て
真
の
編
羅
が
、
パ
ラ
ダ
イ
ス
そ
の
も
の
の
如
く
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
大
い
な
る
愛
に
つ
つ
ま
れ
て
享
受
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
終
、
末
期
待
が
端
的
な
理
想
就
會
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
…
の
、
明
白
に
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎

　
　
を
持
つ
た
考
え
が
、
後
に
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
も
少
か
ら
ず
絡
末
論
的
な
f
し
か
し
非
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
1
形
と
な

　
　
つ
て
現
れ
て
い
る
の
も
不
思
議
と
は
書
え
な
い
。

978　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
概
念
論
の
歴
史
哲
學
に
於
け
る
終
末
論
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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哲
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研
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鱗
躍
四
百
五
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
照

　
た
と
え
ば
早
く
も
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
！
に
晃
ら
れ
る
思
想
は
、
絡
り
の
時
に
お
け
る
國
家
の
欝
血
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
王
國
の
建
國
は

　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
フ
ヘ
ヨ
ベ
ン

こ
の
世
の
國
々
の
膿
　
棄
を
前
提
と
す
る
。
紳
は
世
の
混
説
を
通
し
て
己
が
國
を
導
き
、
遽
に
こ
の
世
の
隈
々
を
隠
し
て
（
ダ
ニ
エ
ル
書
、

一
フ
四
照
）
適
わ
し
い
方
法
で
統
べ
治
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
と
い
う
概
念
は
す
で
に
ベ
ン
ゲ
ル
に
お
い
て
も
〔
輩

　
　
ア
ウ
フ
ヘ
ミ
ベ
ン

な
る
腰
　
棄
と
は
〕
違
っ
た
意
味
一
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
が
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
が
そ
れ
と
同
じ
意
味
を
表
わ
し
、
紳
の
も
と
で
は
キ

リ
ス
ト
に
ま
っ
て
、
人
の
凡
て
の
野
島
が
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
（
U
保
持
す
る
、
集
め
る
の
意
）
さ
れ
て
い
る
と
い
う
含
蓄
が
あ
る
。

　
ベ
ン
ゲ
ル
は
言
う
、
「
主
イ
エ
ス
の
よ
く
響
く
言
葉
に
『
我
知
る
』
（
黙
示
録
ニ
ノ
九
）
と
い
う
上
葉
が
あ
る
。
我
々
は
ど
ん
く
時
の
す

ぎ
ゆ
く
中
を
生
活
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
で
我
々
は
我
々
の
行
動
や
潤
み
の
経
験
で
あ
っ
て
一
還
す
ぎ
去
っ
た
も
の
に
さ
し
て
心
に
と
め
な
く

な
る
。
大
て
い
そ
れ
は
流
れ
ゆ
く
水
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
よ
う
つ
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
の
全
智
の
中
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。

主
イ
エ
ス
が
我
々
の
た
め
全
智
の
中
に
貯
え
て
お
い
て
下
さ
っ
た
も
の
が
悪
い
貯
え
で
な
く
よ
い
貯
え
で
あ
る
よ
う
心
掛
け
る
こ
と
が
き

　
　
　
　
　
（
2
9
）

わ
め
て
大
切
だ
。
」

　
私
は
結
論
を
出
そ
う
。
シ
ュ
ワ
…
ベ
ン
の
敬
廃
主
義
者
達
の
終
り
の
時
に
つ
い
て
の
計
算
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
榊

の
國
は
一
八
三
六
年
に
は
始
ま
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
が
一
八
三
六
年
に
世
を
支
配
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
「
黄
金
時
代
」
の
完
全
な

蔵
會
秩
序
は
一
八
三
六
年
に
現
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
鶴
瀬
論
的
な
心
癖
の
大
き
な
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論
的
運
動
の
意
義
は
、
そ
れ
が
人
間
に
終
り
の
近
い
こ
と
を
意
識
さ
せ
、
紳
の
審
判
の
近
き
を
前

に
し
て
、
今
ま
で
怠
っ
て
來
た
こ
と
や
、
短
い
期
間
の
う
ち
に
侮
を
す
べ
き
か
を
手
お
く
れ
に
な
ら
ぬ
よ
う
意
識
さ
せ
る
黙
に
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
何
時
の
時
代
に
お
い
て
も
終
末
論
的
な
蓮
動
は
、
力
強
い
革
命
的
な
、
新
し
い
意
識
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紳
の
言
が
聖

書
に
埋
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
死
ん
だ
も
の
で
あ
り
賢
を
結
ば
な
い
。
紳
の
審
判
が
さ
し
せ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
の
も
と
で
は
じ

め
て
紳
の
言
は
再
び
活
動
を
は
じ
め
、
既
存
の
も
ろ
も
ろ
の
惰
勢
に
諭
し
て
審
く
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
穂
時
の
世
で
も
終
末

論
的
な
蓮
動
は
倫
理
的
知
念
的
分
野
に
創
造
的
な
影
響
を
争
え
た
の
で
あ
る
。
泰
西
の
革
命
の
歴
史
は
は
じ
め
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論



の
歴
史
と
一
或
い
は
終
末
論
的
節
気
の
歴
史
と
書
つ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
一
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
十
九
世
紀
の
色
々

な
蔵
會
的
革
命
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
詣
る
べ
き
紳
の
國
の
思
想
を
理
想
老
鴬
と
い
う
全
く
世
俗
的
な
形
に
改
め
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
或
特
定
な
階
級
そ
の
も
の
が
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
、
メ
シ
ヤ
の

役
を
調
當
て
ら
れ
て
い
る
。

　
終
末
論
斜
影
動
は
そ
の
た
び
ご
と
に
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
富
麗
の
獲
展
と
、
歴
史
の
本
質
及
び
自
的
に
つ
い
て
の
思
索
に
き
わ
め
て
力

強
い
刺
激
を
意
え
た
。
観
念
論
哲
學
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
内
容
を
概
念
の
領
域
に
引
上
げ
よ
う
と
す
る
思
辮
の
最
後
の
試
み
で
あ
っ

て
、
．
そ
れ
は
特
に
絡
末
論
に
つ
い
て
妥
附
す
る
事
柄
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
哲
學
、
即
ち
歴
史
を
蟻
封
精
紳
の
登
展
的
な
自
我

實
現
と
解
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
學
は
、
紳
が
歴
史
の
主
で
あ
っ
て
歴
史
を
一
定
の
囲
的
へ
と
導
き
、
紳
は
歴
史
の
中

に
お
い
て
己
が
國
を
實
現
し
、
そ
の
贈
り
に
完
全
な
紳
の
國
を
た
て
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
の
思
想
的
態
度
を
、
哲
學
的
概
念
の

領
域
に
高
め
ん
と
す
る
最
後
の
試
み
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ド
イ
ヅ
國
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
酒
紬
駄
学
部
〔
教
職
史
）
教
授
。
課
者
　
京
都
大
墨
・
教
養
郵
〔
猫
逸
繕
學
〕
助
教
授
）
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ふ
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∀
宗
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改
革
期
の
榊
適
者
。
ブ
レ
ー
メ
ン
、
フ
ラ
ネ
カ
ー
、
ラ
イ
デ
ン
等
の
各
地
で
紳
學
教
授
を
歴
任
。
か

れ
の
紳
學
の
根
本
を
つ
ら
ぬ
く
思
想
は
、
紳
と
人
間
と
を
結
ぶ
契
約
と
い
う
イ
デ
…
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
初
期
契
約
紳
學
で
あ
る
。
主

ド
イ
ツ
網
観
念
輪
…
の
蘇
鳳
史
暫
學
に
於
け
る
終
末
論
的
基
酷
鍵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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sense－organs，　as　weli　as　the　field　in　which　the　Miftd，　the　Ego　and　the

Inte11ect　operate．　ln　accordance　with　this　meaning　of　the　Sphere，　the

manifested　prakriti　iike　buddhi，　etc．　is　called　the　object　or　sphere　（vis．　aya）

which　is　the　aMtman’s　medium　for　realizing　itsel£　The　kRowing　or　contemp－

lation　on　the　part　of　the　aHtman，　which　is　the　knower　of　the　PraL’2：iti　but　is

in　itself　inactlve，　cannot　be　realized　without　the　mediatlon　of　the　Sphere，

that　is，　the　manlfested　Prakriti．　Tke　Sphere　ls，　however，　by　itself　ignorant

of　the　distinction　between　itself　and　the　a－tman．　Accordingiy　it　cannot　by

itself　br1ng一　into　completion　the　action－less　afftman’s　true　knowledge．　All

that　it　can　do　is　to　．crive　a　tbrm　to　the　ignorant　knowin．cr　action　of　the

actlng　Ego　（aha7’nkdra）．　ln　order　to　realize　the　true　knowledge　of　the

a－狽高≠氏C　the　manifested　Prakr．　iti　ltself　has　to　attaln　the　same　true　knowiedge

（励妙απ彦araッ．痘伽αor圭rltemal　knowlcdge）．　O撮y　whcn　the　ignorant　mani－

fested　Prakriti　comprehends　its　own　true　na£ure　as　the　evolution　（pari2za“一7na）

of　the　unrnanifested　．PrakTiti，　which　is　a｝so　the　self－realization　of　the　a－tman’s

inactive　contemplation，　can　the　ptakriti　reach　the　true　kRowledge　of　the

a’” 狽高≠氏D　For　the　realization　of　thls　true　knowledge，　accordin．cr　to　Saiiikhya，

the　manifested　Pralcriti，　the　sphere　ot’　bucldhi，　etc．，　must　be　in　the　state　of

eessation　（nivritti）　from　the　ignorant　1〈nowing　action．　ln　the　Saihkhya

philosophy，　therefore，　to　know　or　cognize　is　no　more　than　the　self－realization

of　the　true　knowledge　o£　the　ditman，　which　is　the　knowing　subject　but

inactlve，　through　the　cessation　of　the　state　1n　which　an　object　ls　knowR，

narnely，　by　putting　an　end　to　the　sphere　in　whlch　the　lnteilect，　the　Ego，

the　Mind　aRd　the　sense－organs　operate．

D量e　escha霊0誓0露：量SC恥eR　Grwnd裏a≦leR　der　ideal養S七二SC董翌e鷺

　　　　　　　　　　　　　　　Ges面ch㈱hilosophie

von　Emst　Benz

　　Der　Denktypus　der　Philosophen　des　deutschen　ldealismus　zeigt　nicht　Rur

dle　Tendenz，　deR　G！auben　zur　Schau　zu　erheben．　sondern　auch　eine

charal〈teristische　Orientierung　an　der　Geschichte，　namiich　einen　Versuch，

deR　Sifln　des　Seins　auf　dem　”VNJege　ttber　ein　Verstandnis　der　Geschichte　zu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



entratseln．　Dieses　Verst2ndnis　der　Geschichte，　welches　sich　nicht　nur　auf

elne　Deutung　der　Vergangenheit　beschrankt，　sondern　die　ldee　der　zukgRfti－

gen　Eri’｛kllung’，　des　Endes　der　Geschichte　kreist，　ist　tlef　in　die　Endzeiter－

wartung　und　die　Geschichtstheologie　des　schwablschen　Pietismus　eiRgesenkt．

　　Diescn　Zusammenhang　erkiart　der　Verfasser　lbig’endermatsen，　nachdem

er　die　Grundgedanken　von　Bengel　und　eting’ei’，　defi　V“’oi’tS一“hrern　des

schwabischen　Pietismus　skizziert　hat．

　　1）　Das　starke　lnteresse　an　elner　1）eriodisierung　der　Geschichte　von

BeRgei，　findet　sich　bei　Schelling　wleder，　bei　de！ri　auch　dic　Vollendung　der

Selbstverwirk正ichung　Gottcs　am翫de　dcr　Geschichte　steht．

　　2）　Die　heiisgeschichtjiche　En£wicl〈lung，　welche　nach　Ben．crel　durch　den

I〈ampf　zwischen　Gott　und　Satan　zustande　kommt，　ist　im　Grunde　das

theologische．　Urbiid　der　Hegel’schen　Geschichtsdialektik．

　　3）　Der　Hegel’sche　Gedanke　von　der　“List　der　Vemun｛V’　geh6rt　unmittel－

bar　hinein　in　e2n　theologischcs　Gesamtvers£itndnis　der　Geschichte，　die　ailes

Geschehen　letzthin　durch　einen　g6ttllchen　Heilsplaxx　bestimmt　sieht．

　　4）　Eine　der　fundamentaien　Ideeft　der　idealistischen　Geschichtsmetaphysik，

da6　Geschichtsibrschung　eine　，，nach　rUckwarts　gewandte　Prophetie”　ist，

spiegelt　den　Gedanken　Bengeis　wider：　ein　Christ　sei　Geschichrsdeuter　und

Prophet　zugleich．

　　5）　Eine　EigentUmiichkeit　der　idealistischen　Geschlchtsmetaphysil〈，

welche　ihre　Betrachtung　des　Ziels　der　Geschichte　ln　eine　neue　Konzeption

der　menschlichen　Gesellschaft　ausmUndet，　lst　mit　der　eschatoiog1schen

Anschauung　verl〈n“pft，　daB　Gott　der　Herr　der　Geschichte　ist　und　sein

volikommenes　Reich　am　Ende　derselben　aufrichtet．

　　Aus　obiger　Darlegung　ist　der　SchluS　zu　zi　ehen：　die　idealistische　Philoso－

phie　ist　der　letzte　spel〈uiative　Versuch，　den　christlichen　Giaubensinhalt　in

die　Sphare　des　Begriff’s　zu　erheben　und　dies　gi　lt　in　besonderem　MaBe　fgr

die　ganze　Sphare　des　christllchen　Eschatoiogie．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（resumiert　von　Yutaka　Shioya）
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