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田
辺
先
生
は
初
め
…
数
学
的
自
然
学
を
学
問
的
論
理
の
典
型
的
に
実
現
さ
れ
た
場
合
と
懸
る
カ
ン
ト
学
派
の
論
理
の
見
方
に
従
わ
れ
た
が
、

中
頃
弁
証
法
を
哲
学
の
論
理
と
し
て
採
ら
れ
た
。
こ
れ
は
決
定
的
な
転
回
で
あ
っ
て
、
徴
る
意
味
で
は
正
反
対
の
立
場
に
移
ら
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
弁
証
法
を
い
か
に
解
…
す
る
か
に
つ
い
て
の
反
省
は
深
く
徹
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
弁
証
法
は
行
為
的
自
覚
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
は
じ
め
て
認
め
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
た
だ
行
為
的
自
覚
に
お
い
て
の
み
認
め
う
る
、
と
い
う
の
が
先
生
の
最
後
ま
で
貫
か
れ
た

考
え
で
あ
る
。
先
生
に
お
い
て
弁
詑
法
的
と
い
う
こ
と
と
行
為
的
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
義
語
で
あ
っ
た
。
先
生
に
と
っ
て
或
る

暫
学
が
弁
証
法
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
が
行
為
の
立
場
に
立
っ
て
お
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲

学
に
対
す
る
先
生
の
品
評
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
絶
筆
と
な
っ
た
最
後
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
（
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
読
法
か
」
哲
学
研
究
昭

和
三
十
七
年
）
に
お
い
て
も
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
弁
証
法
に
い
た
ら
ず
分
析
論
理
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
か
れ
が
行
為
の
自
覚

に
徹
底
し
て
お
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
同
じ
事
態
の
両
面
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
弁
証
法
的
即
行
為
的
と
い
う
考
え
に
達
せ
ら

れ
た
時
期
の
先
生
の
考
え
を
こ
こ
に
團
寒
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
に
つ
い
て
い
く
ら
か
私
見
を
も
つ
け
加
え
て
見
た
い
と
思
う
。

　
出
発
点
は
弁
証
法
論
理
が
論
理
と
し
て
成
立
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
「
論
理
」
の
基
準
は
コ
ー
ヘ
ン
や
力

　
　
　
　
行
為
と
弁
証
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



哲
学
研
究
　
第
四
百
八
十
九
号

九
二

614

ッ
シ
ラ
ー
の
考
え
る
「
方
法
論
的
論
理
学
」
に
採
ら
れ
る
。
　
（
カ
ン
ト
の
区
別
に
し
た
が
っ
て
、
論
理
を
⊃
毅
論
理
学
」
（
「
形
式
論
理

学
」
）
と
「
先
験
論
理
学
」
（
「
論
理
的
存
在
論
」
）
と
に
分
け
る
と
き
、
先
験
論
理
学
を
論
理
性
の
基
準
た
り
う
る
も
の
と
認
め
る
わ
け
で

あ
る
）
。
と
こ
ろ
で
弁
証
法
論
理
の
特
色
と
し
て
と
り
出
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
綜
合
性
、
第
二
に
否
定
性
、
第
三
に
実
在
性
、
第
四
に

発
出
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
々
に
つ
い
て
、
方
法
論
的
論
理
学
の
論
理
性
を
尺
度
と
し
て
吟
味
を
お
こ
な
う
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。

　
第
一
の
綜
合
性
と
い
う
の
は
、
普
遍
概
念
が
諸
々
の
特
殊
概
念
の
内
包
の
共
通
要
素
を
抽
象
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
に

と
ど
ま
ら
ず
、
　
「
普
．
遡
」
概
念
は
「
特
殊
」
を
部
分
と
し
て
ふ
く
む
と
こ
ろ
の
「
金
体
」
の
概
念
で
で
も
あ
る
こ
と
を
み
と
め
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
角
形
一
般
の
概
念
の
内
包
は
、
鋭
角
三
角
形
・
鈍
角
三
角
形
・
直
角
三
角
形
の
差
甥
を
す
て
て
共
通
根
の

み
を
抽
象
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
鋭
角
三
角
形
で
も
鈍
角
三
角
形
で
も
直
角
三
角
形
で
も
な
い
三
角
形
を
意
味
す
る
の
で

な
く
（
そ
う
い
う
三
角
形
は
存
在
し
な
い
）
、
鋭
角
三
角
形
で
も
あ
り
鈍
角
三
角
形
で
も
あ
り
直
角
三
角
形
で
も
あ
り
う
る
何
も
の
か
を
意

味
す
る
。
普
遍
者
は
特
殊
化
の
可
能
性
を
そ
れ
自
ら
に
ふ
く
み
、
全
体
者
の
性
格
を
も
つ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
点
を
強
調
し
て
、
普
遍
者
は
、

抽
象
的
で
な
く
て
却
っ
て
具
体
的
で
あ
り
、
概
念
の
内
包
の
大
小
は
外
延
の
大
小
に
反
比
例
す
る
ど
こ
ろ
か
平
行
す
る
、
と
考
え
た
。
－

1
さ
て
こ
の
綜
合
性
の
主
張
は
、
論
理
そ
の
も
の
の
本
性
に
よ
っ
て
正
し
い
と
認
め
ら
れ
う
る
か
。
田
辺
先
生
は
そ
れ
を
肯
定
さ
れ
る
。

方
法
論
的
論
理
学
も
綜
合
性
を
み
と
め
て
い
る
。
そ
の
曲
解
型
的
な
例
は
、
数
学
及
び
自
然
学
で
重
要
な
函
数
概
念
で
あ
る
。
（
図
1
1
炊
×
）
）

に
お
い
て
団
は
誓
書
…
と
い
う
個
別
的
擁
の
全
体
を
意
味
す
る
具
体
的
普
遍
者
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
内
包
す
な
わ
ち
増
×
）
は
、
さ

畜
…
…
の
個
別
を
生
み
出
す
「
法
華
」
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
先
生
は
こ
の
と
き
函
数
概
念
が
「
概
念

の
極
致
」
を
示
す
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
へ
！
ゲ
ル
自
身
の
考
え
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
否
定
性
と
は
弁
証
法
に
お
い
て
或
る
こ
と
の
肯
定
が
そ
の
否
定
を
よ
び
お
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
形
式
論
理
は
も

ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
を
み
と
め
な
い
。
一
つ
の
論
理
的
世
界
に
お
い
て
肯
定
否
定
は
一
度
き
り
に
き
ま
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
肯
定
が
否
定
に



　
　
転
ず
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
田
辺
先
生
の
採
ら
れ
て
い
る
論
理
学
は
方
法
論
的
論
理
学
で
あ
っ
て
、
形
式
論
理
的
に
い

　
　
え
ば
少
く
と
も
二
つ
の
論
理
的
世
界
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
（
田
辺
先
生
は
こ
の
こ
と
を
、
平
面
的
論
理
で
な
く
て
立
体
的
論
理
で
あ

　
　
る
、
と
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
た
）
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
自
然
数
の
枇
界
か
ら
有
理
数
の
世
界
へ
の
移
行
・
発
展
そ
の
も
の
も
論
理
的
で
あ
る
、

　
　
と
み
と
め
う
る
と
こ
ろ
の
論
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
生
は
否
定
性
を
も
論
理
そ
の
も
の
の
本
性
に
も
と
つ
く
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
そ
こ
に
は
留
保
が
あ
る
。
論
理
の
本
性
に
も
と
つ
く
否
定
性
に
お
い
て
は
、
　
一
つ
の
肯
定
に
よ
っ
て
よ
び
起
さ
れ
う
る
否
定
は
、

　
　
も
と
の
肯
定
と
同
じ
よ
う
に
確
定
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
否
定
が
い
つ
も
不
定
性
を
も
つ
。
し
か
る
に
へ
…
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
否
定
が
、

　
　
先
立
つ
肯
定
と
同
じ
く
内
量
的
に
確
定
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
み
と
め
る
。
本
来
の
論
理
に
お
い
て
は
否
定
は
は
じ
め
の
肯
定
の
「
矛
盾

　
　
対
立
」
で
あ
っ
て
不
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
弁
証
法
で
は
「
反
対
対
立
」
で
あ
っ
て
確
定
的
で
あ
る
と
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点

　
　
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
否
定
性
の
考
え
に
、
論
理
そ
の
も
の
の
本
性
に
は
も
と
つ
か
な
い
条
件
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
1

　
　
そ
れ
は
弁
証
法
が
そ
の
事
実
的
妥
当
の
領
域
を
、
意
志
体
験
（
こ
れ
は
「
意
識
」
そ
の
も
の
の
典
型
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
）
に
お
い
て
も

　
　
つ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
意
志
体
験
そ
の
も
の
の
立
場
で
考
え
る
と
、
　
「
或
る
こ
と
を
欲
し
な
い
」
こ
と
は
、
消
極
的
不
定
的
な
こ
と
で
は

　
　
な
く
て
直
ち
に
「
そ
の
反
対
の
こ
と
を
欲
す
る
」
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
写
る
価
値
の
否
定
は
、
そ
の
価
値
の
単
な
る
非
存
在

　
　
の
肯
定
で
な
く
、
反
価
値
の
肯
定
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
弁
証
法
は
こ
の
よ
う
な
意
志
体
験
の
領
域
に
固
有
な
箏
態
を
前
提
し
て
成

　
　
り
立
っ
た
論
理
で
あ
り
、
従
っ
て
、
普
遍
的
論
理
学
で
な
く
、
特
殊
な
領
域
的
論
理
学
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
第
三
に
弁
証
法
に
は
「
実
在
性
」
と
い
う
性
絡
が
あ
る
。
そ
れ
は
弁
証
法
の
論
理
が
知
識
の
方
法
的
形
式
を
示
す
に
は
と
ど
ま
ら

　
　
ず
、
実
在
そ
の
も
の
の
発
展
形
式
を
示
す
、
と
い
う
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
改
め
て
と
り
あ
げ
る
に
際
し
て
、
田
辺
先
生
は
論
理

　
　
と
実
在
（
経
験
的
事
実
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
立
ち
入
っ
た
考
察
を
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
方
向
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
そ
れ
ま

　
　
で
拠
ら
れ
た
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
を
超
え
て
、
現
象
学
と
生
哲
学
と
に
お
け
る
経
験
の
分
析
を
考
慮
に
入
れ
よ
う
と
せ
ら
れ
た
、
と
い

15

@
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
論
理
の
基
準
形
式
の
見
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
微
妙
な
動
揺
が
み
と
め
ら
れ
る
。

β

　
　
　
　
　
　
行
為
と
弁
証
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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問
題
は
論
理
が
存
在
を
限
定
す
る
可
能
性
を
み
と
め
る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
弁
証
法
的
論
理
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
先
験

論
理
も
ま
た
肯
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
先
験
論
理
に
つ
い
て
改
め
て
そ
れ
の
事
実
的
妥
当
の
条
件
が
吟
味
さ
れ
る
。
ヒ
ュ

ー
ム
は
実
体
性
・
因
果
性
の
範
疇
形
式
が
経
験
に
対
し
ザ
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
理
由
に
よ
っ
て
は
認
め
え
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
た
カ
ン
ト
は
こ
の
ヒ
ュ
…
ム
の
懐
疑
論
を
果
し
て
克
服
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
カ
ン
ト
が
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
艶
然
学
を
前
捷
し
て
、
そ
の
成
立
条
件
を
求
め
、
そ
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
範
疇
形
式
を
見
出
し
た
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
そ
う

い
う
自
然
学
的
経
験
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
人
間
的
知
覚
の
世
界
の
方
か
ら
問
う
て
い
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
は
カ
ン
ト
は
触
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
先
験
論
理
は
ひ
と
つ
の
論
理
的
要
請
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
求
め
た
よ
う
な
、
そ
の
実
在
的
妥
当
の

事
実
的
叢
記
を
、
や
は
り
も
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
際
、
そ
う
い
う
保
証
は
、
ヒ
ュ
…
ム
の
よ
う
に
意
識
の
事
実
を
原
子
論

的
に
考
え
て
い
る
か
ぎ
り
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
現
象
学
や
生
の
哲
学
は
意
識
の
事
実
に
お
い
て
全
体
性
や
構
造
を
み
と
め
、
ま
た
動
機
づ
け
の
連
関
を
み
と
め
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
ヒ
ュ
…
ム
の
見
た
と
こ
ろ
と
は
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
事
実
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
実
体
性
や
因
果
性
の
範
臨
形
式
の
門
下

の
事
実
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
主
義
の
認
識
論
で
は
十
分
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
人
間
的
経

験
懲
身
が
も
つ
機
…
造
の
分
析
が
現
象
学
や
生
哲
学
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
が
墨
香
形
式
適
M
用
の
事
実
的
根
拠
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
、
カ
ン
ト
が
先
験
的
論
理
学
の
形
式
と
み
と
め
た
実
体
・
因
果
の
範
疇
自
身
が
擬
人
的
擬
岩
的
要

素
を
多
分
に
ふ
く
む
こ
と
を
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
し
て
事
実
、
十
九
世
紀
以
来
の
物
理
学
は
そ
う
い
う
擬
心
的
要
素
を
形
而

上
学
的
と
し
て
斥
け
ザ
、
も
っ
ぱ
ら
函
数
的
法
則
性
を
も
と
め
、
実
体
姓
・
因
果
性
を
そ
れ
に
帰
藩
さ
せ
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
新
カ
ン

ト
学
派
の
論
理
主
義
も
こ
の
考
え
を
受
け
い
れ
、
論
理
性
の
基
準
を
こ
の
方
陶
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
人
間
的

経
験
そ
の
も
の
の
構
造
と
動
機
づ
け
の
連
関
は
、
　
「
論
理
的
偏
必
然
性
に
達
し
な
い
「
樵
格
的
」
必
然
性
を
の
み
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
は
論
理
的
形
式
に
で
な
く
書
語
浮
文
法
的
形
式
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
生
の
牲
格
的
必
然
性
の
世
界
と
そ
の
諺
語
的
雲
鶴
と
に
か



　
　
か
わ
る
学
賜
が
人
文
科
学
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
意
味
の
理
解
の
枠
と
し
て
も
つ
概
念
は
「
令
し
の
概
念
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

　
　
い
。
そ
れ
は
純
粋
な
論
理
的
概
念
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
経
験
に
お
い
て
論
理
的
概
念
と
は
む
し
ろ
反
対
の
方
向
に
見

　
　
出
さ
れ
る
意
味
形
象
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
と
に
し
て
へ
…
ゲ
ル
の
「
論
理
学
」
を
震
る
と
き
、
、
そ
の
最
も
具
体
的
な
第
三
部
の
「
概
念
」
の
論
理
は
、

　
　
明
か
に
自
覚
的
生
の
意
味
連
関
を
表
乱
し
て
お
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
「
生
の
範
疇
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
そ
れ
を
論
理
学
と
し
て
体
系
化
し
う
る
と
考
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
擬
人
的
擬
我
的
な
性
格
的
必
然
性
を
、
論
理
的
必
然
性
と
同
一

　
　
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
当
な
要
求
で
あ
る
。
へ
！
ゲ
ル
の
い
う
「
概
念
」
は
生
の
意
味
理
解
の
枠
と
し
て
の
「
型
」
の
概
念

　
　
と
し
て
解
釈
し
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
弁
証
法
の
も
つ
実
在
性
の
要
求
は
、
人
間
的
擬
我
的
な
経
験
の
場
に
お
い
て
相
対
的
に
の
み
認

　
　
容
で
き
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
し
か
し
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
は
そ
う
い
う
相
対
性
の
承
認
に
反
落
す
る
絶
対
性
の
要
求
が
あ
る
。
そ
れ
は
実
在
の
絶
対
的

　
　
全
体
を
概
念
的
に
把
握
し
う
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
的
全
体
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
理
念
」
）
は
個
甥
を
内
に
ふ
く
む
、

　
　
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
考
え
を
、
細
別
的
事
実
が
普
偏
．
的
全
体
の
中
に
ふ
く
ま
れ
そ
こ
か
ら
発
出
す
る
、
と
い
う
意
味
で
、
「
発

　
　
議
論
的
「
（
①
B
§
簿
臨
ω
瀞
魯
）
と
名
付
け
る
な
ら
ば
（
こ
れ
は
エ
ミ
ル
・
ラ
ス
ク
の
命
名
で
あ
る
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
発
出
論
的
性
格

　
　
が
、
最
後
に
吟
味
さ
る
べ
き
点
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
こ
の
点
に
つ
い
て
の
吟
味
の
結
論
は
、
第
一
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
個
別
的
事
実

　
　
を
一
般
的
概
念
か
ら
文
字
通
り
発
出
さ
せ
る
な
ど
と
い
う
不
可
能
な
こ
と
を
企
て
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
与
え
ら
れ
た
個
別
者
の
縄

　
　
然
性
を
み
と
め
た
上
で
こ
れ
を
必
然
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
に
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
概
念
」
　
（
範
疇
）
と

　
　
「
理
念
」
と
の
区
別
に
相
当
し
て
、
個
誉
者
の
必
然
化
に
は
概
念
に
よ
る
論
理
的
必
然
化
（
こ
れ
は
い
つ
も
一
般
概
念
に
よ
る
個
別
的
事

　
　
実
の
予
測
と
い
う
形
を
も
ち
、
概
念
は
暫
定
性
・
絹
対
性
を
脱
し
な
い
）
と
、
理
念
に
よ
る
目
的
論
的
必
然
化
（
こ
れ
は
個
別
者
を
絶
対

　
　
的
「
全
体
」
の
部
分
と
し
て
意
味
づ
け
寒
暑
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
世
界
観
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
牲
の
要
求
を
も
つ
）
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6
　
と
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
必
然
化
の
間
の
関
係
は
、
学
問
と
世
界
観
、
ま
た
道
徳
と
宗
教
、
の
関
係
に
相
似
的
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
ー
ゲ

　
　
ル
は
圏
的
論
的
必
然
化
を
論
理
的
必
然
化
と
同
一
視
し
、
前
者
の
中
に
後
者
を
ふ
く
め
て
し
ま
う
。
道
徳
的
行
為
を
宗
教
的
観
想
に
ふ
く

　
　
め
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
「
発
詳
論
的
」
性
格
を
お
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
目
的
論
的
必
然
化
と
論
理
的
必
然
化
と
を
別
の
次
元
の
必
然
化
で
あ
る
と
は
っ
き
り
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ

　
　
ル
と
は
反
対
に
マ
ル
ク
ス
が
目
的
論
的
必
然
化
を
論
理
的
必
然
化
に
帰
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
、
や
は
り
誤
ま
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場

　
　
含
に
も
両
者
の
岡
一
化
は
、
入
問
の
自
由
な
行
為
の
余
地
を
実
在
の
中
か
ら
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
　
（
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
…
ゲ
ル

　
　
と
は
異
な
り
実
践
を
強
調
し
た
が
、
弁
証
法
的
唯
物
論
は
却
っ
て
実
践
の
意
義
を
消
し
て
し
ま
う
、
と
考
え
ら
れ
る
）
。
哲
学
は
両
者
を

　
　
分
ち
、
そ
の
世
界
観
的
綜
合
に
お
い
て
は
、
目
的
論
的
反
省
を
カ
ン
ト
の
意
味
で
お
こ
な
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二

　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
」
の
後
半
に
収
め
ら
れ
た
「
弁
証
法
の
論
理
」
と
い
う
長
篇
の
趣
旨
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
田

辺
先
生
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
弁
証
法
を
外
か
ら
是
雰
す
る
レ
ゾ
ン
ヌ
マ
ン
で
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
結
論
に
至
ら
ず
に
終
っ
た
、
と
い
わ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
論
文
の
後
、
行
為
的
自
覚
の
立
場
か
ら
弁
証
法
を
哲
学
の
論
理
と
し
て
採
る
こ
と
に
進
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
動
機
は
ま
ず
第
一
に
、
先
生
の
自
認
さ
れ
る
と
お
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
歴
史
的
実
践
の
考
え
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま

た
第
二
に
、
哲
学
の
基
礎
学
と
し
て
人
間
論
を
お
こ
う
と
す
る
当
時
の
ド
イ
ツ
思
想
の
動
き
に
応
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
主
観
的
な
関
心
の
推
移
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
事
柄
自
身
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
吟
味
が
あ
っ
た
。
そ

れ
を
省
み
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
は
第
一
に
、
倫
理
に
つ
い
て
の
新
た
な
吟
味
が
お
こ
な
わ
れ
、
上
述
の
目
的
論
的
必
然
化
が
、
実
践
的
状
況
そ
の
も
の
に
お
け
る

反
省
と
し
て
考
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
弁
証
法
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
き
に
弁
証
法
の
「
否
定
隠
し
の
解



　
　
釈
に
お
け
る
「
意
志
体
験
」
の
意
味
を
深
め
て
「
行
為
的
自
覚
」
に
い
た
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
た
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
弁
証
法

　
　
的
論
理
が
意
志
や
行
為
と
い
う
特
殊
な
事
実
に
つ
い
て
見
幽
さ
れ
る
領
域
的
論
理
で
あ
る
と
い
う
、
す
で
に
下
さ
れ
た
覇
定
は
、
依
然
と

　
　
し
て
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
弁
証
法
が
普
遍
的
論
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
理
由
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
お
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

　
　
こ
の
こ
と
と
結
び
つ
い
て
第
二
に
、
こ
の
と
き
自
然
の
晃
方
に
お
い
て
、
さ
き
に
カ
ン
ト
学
派
の
論
理
的
数
学
的
法
則
性
を
重
し
と
す
る

　
　
見
方
と
は
ち
が
っ
た
、
力
学
的
か
つ
有
機
的
な
見
方
へ
の
移
り
ゆ
き
が
あ
っ
た
。
以
前
に
自
然
に
対
し
て
採
ら
れ
て
い
た
古
典
物
理
学
的

　
　
見
方
が
、
新
物
理
学
の
弁
証
法
的
解
釈
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
ら
れ
る
。
か
く
て
コ
ー
ヘ
ン
の
哲
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
論
理
性
の

　
　
基
準
が
捨
て
ら
れ
、
弁
証
法
を
、
単
に
倫
理
的
歴
史
的
領
域
に
の
み
な
ら
ず
、
自
然
に
つ
い
て
も
み
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
弁
証

　
　
法
は
哲
学
の
普
遍
的
論
理
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
と
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
ず
第
一
の
点
を
冤
よ
う
。
目
的
論
的
反
省
（
内
容
的
善
へ
の
反
省
）
を
も
っ
て
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
的
道
徳
理
論
を
修
正
す
る
こ
と

　
　
は
す
で
に
前
著
「
カ
ン
ト
の
目
的
論
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
考
え
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
的
論
的
反
省
を
倫
理
的
行
為
に
即
し
て
考
え
る

　
　
と
い
う
こ
と
が
新
た
な
問
題
と
な
っ
た
。
一
ま
ず
カ
ン
ト
の
道
徳
法
の
基
本
形
式
「
汝
の
格
率
が
普
遍
的
法
幣
で
あ
り
う
る
よ
う
に
行

　
　
為
せ
よ
」
に
お
い
て
、
普
遜
的
法
則
が
内
容
的
に
は
新
た
な
も
の
を
加
え
ず
た
だ
法
購
性
の
形
式
を
の
み
格
率
に
与
え
る
、
と
考
え
ら
れ

　
　
た
こ
と
は
、
不
十
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
法
難
の
普
遍
性
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
分
析
的
普
遍
性
」
で
な
く
「
綜
合
的
普
遍
性
」
（
全
体

　
　
性
）
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
格
率
に
つ
い
て
そ
れ
が
法
羅
で
あ
り
う
る
か
ど
う
か
の
反
省
は
、
目
的
論
的
反
省
（
与
え
ら
れ
ず
し
て
求
め

　
　
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
理
念
へ
の
反
省
）
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
れ
は
「
カ
ン
ト
の
目
的
論
」
で
す
で
に
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
で

　
　
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ま
や
行
為
・
格
率
・
法
則
の
つ
な
が
り
は
歴
史
的
社
会
的
実
践
の
場
で
見
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
格
率
は

　
　
単
に
主
観
的
な
行
為
の
方
針
で
な
く
、
歴
史
的
な
起
源
を
も
つ
行
為
規
範
（
自
然
学
に
お
け
る
「
経
験
的
法
則
」
に
準
ず
る
も
の
）
と
解

　
　
釈
さ
れ
、
従
っ
て
歴
史
に
お
い
て
過
去
の
伝
統
を
代
表
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
行
為
主
体
は
新
た
に
未
来
を
ひ
ら
く
が
、
そ
の

19
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為
を
道
徳
的
に
善
な
ら
し
め
う
る
、
と
考
え
る
。
か
く
て
目
的
論
的
反
省
は
、
行
為
の
現
在
に
お
け
る
永
遠
の
全
体
へ
の
信
仰
と
い
う
形

　
　
を
と
り
、
行
為
の
弁
証
法
に
く
み
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
し
て
行
為
と
い
う
こ
と
を
い
う
以
上
は
、
主
体
の
自
由
も
ま
た
み
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
永
遠
者
」
「
超
越
細
魚
」
に
反
省
す

　
　
る
主
体
は
、
同
時
に
善
と
と
も
に
悪
を
も
選
び
う
る
自
由
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
悪
へ
の
自
由
を
も
ち
な
が
ら
し
か
も
善
に
従
う
こ
と
に

　
　
よ
り
、
行
為
は
道
徳
的
と
な
る
、
と
い
わ
れ
る
。
か
く
て
格
率
（
す
な
わ
ち
伝
統
的
行
為
規
範
）
と
主
体
の
間
に
存
す
る
否
定
的
関
係
の

　
　
み
な
ら
ず
、
主
体
と
「
永
遠
の
全
体
」
と
の
間
の
否
定
的
関
係
も
ま
た
み
と
め
ら
れ
、
実
践
的
反
省
は
弁
証
法
的
自
覚
と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
　
　
さ
て
こ
の
主
体
の
自
由
の
考
察
は
、
　
一
般
に
普
遍
者
に
対
す
る
個
別
者
（
個
体
）
の
も
つ
存
在
論
的
意
味
の
反
省
と
結
ん
で
示
さ
れ
た
。

　
　
個
体
の
形
相
は
普
遍
的
五
体
の
特
殊
化
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
が
、
最
低
の
種
が
そ
の
ま
ま
個
体
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
質
料
の

　
　
昏
怠
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
形
相
と
質
料
と
は
相
互
に
対
立
す
る
原
理
で
あ
っ
て
、
個
体
は
両
者
の
弁
証
法
的
統
一
と
し
て

　
　
成
り
立
つ
。
そ
こ
で
個
体
は
そ
の
質
料
性
の
ゆ
え
に
普
遍
に
対
す
る
反
逆
の
可
能
性
を
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
に
お
け
る
自
由
、

　
　
悪
を
も
選
び
う
る
自
由
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヤ
コ
ブ
・
べ
ー
メ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
考
え
た
よ
う
に
、
神
（
絶
対
的
全
体
）
そ
の
も
の
に
お

　
　
い
て
全
体
に
反
逆
す
る
質
料
の
原
理
（
「
神
に
お
け
る
自
然
」
）
が
あ
り
、
人
間
の
自
由
の
存
在
論
的
根
拠
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
行
為
主
体
の
も
つ
選
択
の
自
由
は
、
主
体
が
質
料
的
自
然
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
「
神
に

　
　
お
け
る
曲
直
」
と
し
て
み
と
め
た
こ
と
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
考
え
の
特
色
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
比
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
自
然
の
精
神

　
　
に
対
す
る
独
立
性
を
十
分
に
み
と
め
え
な
か
っ
た
。
田
辺
先
生
は
自
由
（
個
体
性
）
の
根
拠
と
し
て
の
質
料
的
自
然
を
「
第
一
次
の
自
然
」

　
　
と
呼
ば
れ
、
か
く
て
、
自
然
哲
学
の
対
象
と
し
て
現
わ
れ
る
「
第
二
次
の
自
然
」
の
基
礎
に
、
精
神
の
原
理
に
対
抗
す
る
質
料
的
自
然
の

　
　
原
理
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ご
兀
的
発
出
論
的
論
理
を
し
り
ぞ
け
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
、
　
一
般

　
　
に
実
在
論
、
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
て
第
二
に
、
悪
や
霞
由
の
倫
理
的
問
題
は
、
　
「
第
一
次
の
自
然
」
と
し
て
の
質
料
を
通
じ
て
、
対
象
と
し
て
の
自
然
の
見
方
を
新
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た
に
す
る
こ
と
、
に
導
い
て
ゆ
く
。
自
歯
な
精
神
の
「
作
用
」
の
底
に
［
，
質
料
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
認
識
に
肥
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
考
え
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
質
料
的
所
与
」
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
在
論
の
言
葉
で
い
え
ば
「
身
体
」
を
自
然
認

識
に
お
い
て
問
題
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
先
生
は
心
身
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
網
亙
作
用
論
と
平
行
論
と
の
弁
証
法
的
綜
合
を
考
え

ら
れ
、
心
身
の
関
係
を
弁
証
法
的
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
改
め
て
自
然
を
身
体
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
方
向
に
進
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
以
前
に
コ
ー
ヘ
ン
の
採
っ
た
よ
う
な
、
自
然
を
数
学
的
な
側
薗
か
ら
見
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
自
然
を
力
学
的
生
命
的
に
見

る
方
向
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
物
理
的
認
識
が
弁
証
法
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
明
か
に
す
る
努
力
と
な
っ
た
。
一

特
殊
相
対
性
論
が
時
間
と
空
間
と
の
相
対
性
を
明
か
に
し
、
物
理
的
世
界
の
時
闘
的
空
間
的
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
そ
の
も
の
に
お
い
て
弁

証
法
的
性
格
を
見
出
し
た
。
ひ
と
つ
の
「
今
」
が
他
の
「
今
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
時
闇
的
規
定
の
対
立
者
で
あ

る
空
間
的
規
定
．
．
す
な
わ
ち
「
此
処
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
今
」
と
「
此
処
」
の
弁
証
法
的
統
一
が
物
理
的
世
界
形
式
そ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
相
対
性
論
に
つ
づ
く
金
轡
論
は
、
そ
う
い
う
世
界
形
式
に
お
い
て
在
る
物
理
的
存
在
そ
の
も

の
が
、
主
観
的
・
客
観
的
の
二
重
性
を
も
つ
こ
と
、
実
験
的
行
為
が
物
理
的
存
在
そ
の
も
の
の
構
成
分
と
な
る
こ
と
、
を
示
す
に
い
た
っ

た
。
物
理
的
存
在
の
普
遍
的
規
定
で
あ
る
因
果
関
係
が
、
不
定
性
を
示
し
、
そ
の
形
式
は
も
は
や
微
分
法
則
で
な
く
統
計
的
法
則
と
見
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
自
然
の
因
果
性
が
、
歴
史
に
お
け
る
行
為
の
弁
証
法
を
、
類
比
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
田
辺
先
生
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
よ
う
な
自
然
に
対
す
る
古
典
的
実
在
論
を
暗
に
予
想
し
た
上
で
の
自
然
弁
証
法
を
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
が
、

し
か
し
身
体
的
行
為
的
認
識
の
そ
れ
自
身
弁
証
法
的
な
姓
格
を
み
と
め
た
上
で
、
客
観
的
自
然
そ
の
も
の
も
弁
証
法
的
で
あ
る
こ
と
を
認

め
よ
う
と
せ
ら
れ
た
。
（
ボ
ー
ア
の
実
証
論
か
ら
デ
ィ
ラ
ッ
ク
の
実
在
論
ま
で
丹
念
に
追
究
せ
ら
れ
た
）
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
然
弁
証
法
の
承
認
は
、
す
で
に
い
っ
た
よ
う
に
、
以
前
に
先
生
の
採
ら
れ
た
コ
ー
ヘ
ン
の
数
学
主
義
か
ら
の

決
定
的
な
分
離
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
科
学
理
論
の
事
実
的
経
験
的
側
颪
を
哲
学
的
に
反
省
し
（
そ
の
限
り
「
現
象

　
　
　
　
行
為
と
弁
証
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
九
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学
」
的
で
あ
る
）
、
し
か
も
そ
れ
を
、
物
理
学
者
自
身
の
よ
う
に
数
学
的
に
法
則
化
す
る
の
で
な
く
弁
証
法
的
論
理
に
よ
っ
て
構
成
し
よ

う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
生
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
物
理
学
自
身
の
数
学
的
理
論
に
弁
証
法
早
梅
成
を
お
き
か
え
よ
う
と

す
る
よ
う
な
意
図
を
あ
ら
わ
に
表
明
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
物
理
学
的
経
験
の
哲
学
的
理
解
・
解
釈
を
や
は
り
弁
証
法
的
論
理
に

よ
っ
て
体
系
化
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
こ
こ
に
は
、
先
生
が
以
前
に
論
理
性
の
基
準
と
考
え
ら
れ
た
形
式
的
数
学
的
な
る
も
の
が
、
物
理
学
的
認
識
の
哲
学
的
反
省
に
お

い
て
意
義
を
う
す
く
す
る
と
い
う
困
難
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
自
然
哲
学
が
膚
し
た
独
断
的
性
格
が
、
田
辺
先

生
の
自
然
の
弁
証
法
的
理
解
に
お
い
て
も
、
弁
証
法
と
数
学
的
公
理
化
と
の
間
の
義
離
と
い
う
形
で
は
、
や
は
り
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
生
の
自
然
観
が
弁
証
法
的
な
形
を
と
っ
た
後
に
も
、
先
生
の
重
な
関
心
が
数
学
と
物
理
学
と
に
あ
っ
て
、
生
物

学
に
向
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
個
人
的
興
味
の
問
題
で
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、
自
然
の
基
礎
学
が
物
理
学
に
あ

っ
て
、
生
物
学
や
心
理
学
は
自
然
全
体
を
問
題
と
す
る
に
至
ら
な
い
と
の
量
定
を
ふ
く
む
が
、
さ
ら
に
、
薪
物
理
学
に
即
し
て
多
く
あ
ら

わ
れ
た
生
物
学
主
義
の
哲
学
が
、
汎
神
論
的
な
世
界
観
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
反
擁
で
も
あ
っ
た
。
個
々
の
点
同
感
を
示
さ
れ
た
に

拘
わ
ら
ず
、
ホ
ル
デ
イ
ン
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
自
然
哲
学
は
、
単
体
と
し
て
先
生
の
採
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
先
生
の

関
心
は
歴
史
と
祉
会
に
お
け
る
人
聞
の
行
為
に
向
っ
て
い
た
。
新
物
理
学
の
実
験
の
理
論
に
お
い
て
、
観
測
装
置
が
客
観
的
・
主
観
的
の

二
重
性
を
示
す
こ
と
の
考
察
に
際
し
て
、
こ
の
コ
一
重
的
中
閣
帯
」
は
ボ
ー
ア
の
よ
う
に
生
物
の
環
境
に
比
す
る
よ
り
も
共
同
社
会
に
姥

す
べ
き
で
あ
り
、
　
「
量
子
物
理
学
の
概
念
構
成
は
生
物
学
的
で
あ
る
よ
り
も
社
会
学
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
一
層
具
体
的
に
な
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
哲
学
と
科
学
と
の
聞
」
一
六
八
頁
）
。
す
で
に
い
っ
た
よ
う
に
、
自
然
の
根
源
を
、
行
為
主
体
の
母

胎
乃
至
足
場
そ
の
も
の
（
「
主
体
」
に
対
す
る
「
基
体
」
と
後
に
は
い
わ
れ
た
）
と
考
え
ら
れ
た
先
生
は
、
自
然
の
構
成
に
お
い
て
、
行

為
の
場
と
し
て
の
歴
史
的
社
会
的
世
界
と
の
類
姥
挫
を
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
先
生
に
お
い
て
弁
証
法
は
歴
史
的
社
会
的
実
践
の
論
理
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
新
た
な
自
然
観
を
導
く
こ
と
に



お
い
て
普
遍
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
弁
証
法
論
理
の
軸
に
な
っ
て
い
る
の
は
い
つ
も
行
為
的
反
省
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
弁
証
法
を
行
為
的

自
覚
に
お
い
て
承
認
す
る
と
い
う
考
え
は
、
最
初
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
乃
至
へ
…
ゲ
ル
と
の
対
決
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
形

相
と
質
料
（
自
然
）
の
二
元
性
を
究
極
的
に
統
一
す
る
絶
短
身
全
体
は
、
も
は
や
理
論
的
麟
的
論
的
反
省
の
向
う
と
こ
ろ
の
綜
合
的
普
遍

者
で
な
く
、
む
し
ろ
「
隠
れ
た
神
」
の
牲
格
を
も
つ
超
越
的
全
体
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
い
か
な
る

意
味
で
も
有
と
し
て
見
ら
れ
な
い
「
絶
対
無
」
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
西
田
先
生
の
考
え
に
従
わ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
田
辺
先
生
の
場
合
、
そ
の
意
味
は
、
単
に
対
象
と
な
ら
な
い
作
用
的
な
も
の
と
い
う
の
で
な
く
、
む
し
ろ
主
体
の
作

用
に
対
し
て
も
超
越
的
な
全
体
、
主
体
の
側
か
ら
い
え
ば
「
僑
仰
」
の
向
う
と
こ
ろ
を
意
味
す
る
。
田
辺
先
生
が
弁
証
法
の
論
理
を
哲
学

の
論
理
と
し
て
う
け
い
れ
ら
れ
る
と
き
、
西
田
先
生
の
「
絶
対
無
」
の
考
え
が
「
黒
暗
を
照
ら
す
光
明
」
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
た
が
、
し

か
し
田
辺
先
生
に
と
っ
て
は
「
絶
対
無
」
は
「
神
秘
的
に
盧
観
」
さ
れ
る
の
で
な
く
む
し
ろ
「
飛
躍
的
に
信
」
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
点
が
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

要
で
あ
っ
た
。
後
に
ま
た
西
田
先
生
の
考
え
に
反
撰
さ
れ
る
に
い
た
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
＊
初
期
の
田
辺
先
生
は
、
西
田
先
生
の
哲
学
に
方
法
論
的
諭
理
的
な
疑
問
を
出
さ
れ
た
（
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
偏
哲
学
研
究
昭
和
五
年
）
。
し
か
し

　
　
両
先
生
と
も
弁
証
法
を
哲
学
の
論
理
と
し
て
採
ら
れ
た
後
の
反
撰
の
面
の
み
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
観
的
な
対
立
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
漠
然
と
し
た
い
い
方
を
敢
え
て
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神
秘
主
義
者
と
二
元
論
者
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。

三

　
　
　
そ
の
後
の
田
辺
先
生
の
思
想
の
進
み
に
つ
い
て
も
は
や
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
生
は
第
一
に
、
社
会
や
国
家
に
つ

　
　
い
て
も
行
為
的
弁
証
法
的
に
考
え
ら
れ
、
「
種
の
論
理
」
と
い
う
形
で
み
ず
か
ら
の
論
理
形
式
を
示
さ
れ
た
。
出
発
点
は
、
さ
き
に
の
べ
た
、

　
　
自
然
の
根
源
と
し
て
の
質
料
に
あ
り
、
社
会
や
国
家
を
考
え
る
と
き
、
自
覚
的
個
人
の
関
係
か
ら
出
発
す
べ
き
で
な
く
、
原
始
的
な
生
命

　
　
の
共
岡
の
事
実
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
っ
き
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
論
理
学
」
の
「
概
念

236　
　
　
　
　
　
行
為
と
弁
証
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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論
」
で
示
し
た
よ
う
な
、
普
遍
・
特
殊
・
個
体
の
相
互
媒
介
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
論
の
最
も
具
体
的
な
論
理
が
与
え
ら
れ
る
、
と

　
　
い
う
考
え
を
、
う
け
つ
が
れ
た
。
特
に
力
説
さ
れ
た
の
は
「
種
」
　
（
特
殊
）
の
範
疇
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
さ
き
に
行
為
主
体
の
母
胎
で

　
　
も
あ
り
足
場
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
「
質
料
」
に
あ
た
る
。

　
　
　
第
二
に
晩
年
の
先
生
は
、
行
為
に
お
け
る
「
飛
躍
的
儒
」
と
さ
き
に
い
わ
れ
た
点
を
深
め
て
ゆ
か
れ
た
。
　
「
絶
対
無
」
の
原
理
は
、
人

　
　
格
宗
教
に
お
け
る
神
の
愛
に
近
づ
き
（
「
無
即
愛
」
と
い
わ
れ
た
）
、
そ
れ
に
与
か
る
議
論
の
行
為
は
「
死
復
活
」
と
い
う
形
に
な
り
、

　
　
ま
た
念
仏
の
行
そ
の
も
の
と
な
る
。
　
（
は
じ
め
の
目
的
論
的
反
省
は
、
道
徳
的
行
為
に
お
け
る
信
と
な
り
、
さ
ら
に
仏
を
念
ず
る
行
に
ま

　
　
で
す
す
む
）
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
観
想
で
な
く
諦
観
で
な
く
、
む
し
ろ
改
革
者
の
行
為
で
あ
り
信
仰
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ

　
　
ら
の
思
索
に
お
い
て
、
先
生
は
、
普
遍
・
特
殊
・
個
体
の
弁
証
法
的
論
理
形
式
を
最
後
ま
で
用
い
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
先
生
の

　
　
弁
証
法
は
、
終
り
ま
で
実
践
的
信
仰
乃
至
行
為
的
自
覚
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
、
先
生
の
み
ず
か
ら
欝
指
さ
れ
且
つ
他
に

　
　
も
指
し
示
さ
れ
た
、
　
「
狭
き
門
」
で
あ
っ
た
。

　
先
生
の
採
ら
れ
た
上
の
よ
う
な
道
に
対
し
て
私
は
何
を
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
御
在
世
の
間
無
遠
慮
に
教
え
を
仰
い
だ
際
の
議
論
を

こ
こ
に
く
り
か
え
す
こ
と
は
暉
ら
れ
る
。
そ
れ
は
い
つ
も
是
正
と
新
た
な
知
見
と
を
も
っ
て
報
い
ら
れ
、
わ
が
不
備
を
思
い
知
る
機
会
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
生
の
お
考
え
に
つ
い
て
の
上
の
叙
述
が
、
す
で
に
暗
に
私
見
を
こ
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
私
見
を
最
後
に
あ
ら
わ
に
加
え
る
こ
と
は
む
し
ろ
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
哲
学
の
普
遍
的
論
理
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
弁
証
法
を
採
る
こ
と
に
は
つ
よ
い
疑
い
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
頒
辺
先

生
が
は
じ
め
に
弁
証
法
を
批
評
さ
れ
た
お
考
え
の
方
に
同
感
す
る
。
弁
証
法
が
形
式
的
数
学
的
な
論
理
を
排
除
し
て
立
つ
高
次
の
論
理
で

あ
る
と
み
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
科
学
の
哲
学
的
解
釈
は
も
ち
ろ
ん
科
学
そ
の
も
の
で
な
い
か
ら
、
事
実
を
科
学
そ

の
も
の
の
よ
う
に
数
学
的
理
論
で
説
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
の
扱
う
事
実
を
ひ
ろ
く
人
闘
釣
経
験
の
場
で
見
訳
す
こ
と
で



625

あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
形
式
的
数
学
的
な
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
る
に
へ
…
ゲ
ル
の
採
る
弁
証
法
は
、
形
式

的
数
学
的
な
も
の
を
排
し
て
劉
の
論
理
的
構
成
を
お
く
の
で
あ
る
。
弁
証
法
を
十
分
野
意
味
で
の
普
遍
的
論
理
と
み
と
め
る
こ
と
は
そ
う

い
う
帰
結
を
不
可
避
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
形
式
論
理
を
普
遍
的
と
み
と
め
弁
証
法
を
特
殊
な
条
件
の
下
に
成
り
立
つ
論

理
と
す
る
考
え
が
や
は
り
正
し
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
形
式
論
理
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
抽
象
的
で
窮
屈
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
形
式
論
理
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
な
内
容
を
も

つ
推
理
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
通
常
は
語
や
文
の
意
味
す
る
事
実
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
質
的
推
理
は
、

す
で
に
形
式
論
理
の
世
界
と
事
実
の
世
界
と
の
二
つ
の
「
論
理
的
世
界
」
に
亘
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
す
る
事
実

の
世
界
が
唯
一
の
論
理
的
世
界
に
帰
す
る
と
き
め
て
か
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
経
験
の
諸
次
元
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
論
理
的
世

界
な
の
で
あ
る
。
経
験
の
分
析
と
は
、
一
々
の
論
理
的
世
界
を
明
瞭
に
し
、
か
つ
諸
世
界
の
つ
な
が
り
を
鰐
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
の
多
く
の
論
理
的
世
界
の
つ
な
が
り
を
、
不
明
瞭
な
混
乱
し
た
形
か
ら
明
瞭
な
一
義
的
な
形
に
も
た
ら
す
た
め
の
方
法
的
工
夫
が
い
わ

ゆ
る
方
法
論
的
論
理
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
先
験
論
理
も
弁
証
法
論
理
も
そ
の
特
殊
な
工
夫
の
形
に
す
ぎ
ず
、
ど
こ
で
も
通
用
す
る
魔
法
の

杖
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
は
形
式
論
理
を
全
く
仮
言
的
な
も
の
と
み
と
め
る
立
場
に
立
つ
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
形
式
論
理
を
定
言
的
存
在

論
的
の
も
の
と
見
、
か
つ
そ
れ
を
み
と
め
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
世
界
全
体
を
た
だ
一
つ
の
論
理
的
世
界
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
の
よ

う
に
考
え
た
か
ら
、
そ
う
い
う
形
式
論
理
を
否
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
改
め
て
多
く
の
論
理
的
世
界
を
統
制
し

し
か
も
こ
れ
を
究
極
的
に
一
つ
の
全
体
的
世
界
に
ま
と
め
る
工
夫
を
弁
証
法
と
い
う
形
で
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
弁
証
法
が
、
形
式
論
理
を
排
す
る
普
遍
的
論
理
で
な
く
特
殊
的
領
域
的
論
理
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
上
の
よ
う
な
意
味
に
解
し
う

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
見
方
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
田
辺
先
生
が
行
為
的
自
覚
に
お
い
て
は
じ
め
て
弁
証
法
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
点
は
、
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
、
よ
り
ょ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
生
が
は
じ
め
に
採
ら
れ
た
目
的
論
的
反
省

　
　
　
　
行
為
と
弁
読
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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の
立
場
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
事
実
と
理
念
と
い
う
二
つ
の
論
理
的
世
界
を
も
と
に
し
て
哲
学
的
綜
合
に
い
た
ろ
う
と
す
る
考
え
方
で

　
　
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
歴
史
的
実
践
の
世
界
で
考
え
直
し
て
弁
証
法
に
達
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
問
題
が
永
遠
者
・
格
率
・
行
為
の
三
つ
の
論

　
　
理
的
世
界
（
後
に
は
類
・
種
7
個
と
い
わ
れ
た
）
の
つ
な
が
り
に
関
係
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
新

　
　
た
な
事
態
の
論
理
的
關
明
で
あ
っ
た
。
新
物
理
学
に
応
じ
て
自
然
の
見
方
を
新
た
に
せ
ら
れ
自
然
の
弁
証
法
を
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い

　
　
て
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
上
の
よ
う
な
論
理
の
考
え
方
を
す
る
こ
と
は
、
ま
た
或
る
意
味
で
論
理
の
意
義
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
い
う
ま

　
　
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
或
る
仮
説
を
構
想
し
た
上
で
、
そ
れ
の
整
合
性
を
吟
味
し
そ
れ
の
検
証
を
お
こ
な
う
こ
と
は
論
理
的
反
省
で
あ
る

　
　
が
、
仮
説
の
講
想
そ
の
も
の
は
論
理
的
反
省
の
枠
に
は
ま
り
き
ら
ぬ
、
と
み
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
構
想
す
な
わ
ち
稔
る
人
々

　
　
が
大
ま
か
に
「
創
造
的
思
考
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
田
辺
先
生
の
初
期
に
は
「
目
的
論
的
反
省
」
と
い
わ
れ
後
に
は
「
行
為
的
自

　
　
覚
し
と
い
わ
れ
た
も
の
を
ふ
く
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
弁
証
法
的
講
成
は
破
壊
さ
れ
る
）
。

　
　
　
そ
こ
で
こ
う
い
う
態
度
で
田
辺
先
生
の
霞
指
さ
れ
た
と
こ
ろ
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
自
問
自
答
を
し
て
見
る
と
、
後
塵
の
中
に

　
　
迷
う
こ
と
多
々
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
み
ず
か
ら
も
或
る
意
味
で
同
じ
方
向
に
向
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
か
に
考
え
る
。
そ
れ
は
、

　
　
先
生
が
む
か
し
、
カ
ン
ト
か
ら
へ
…
ゲ
ル
へ
進
む
こ
と
は
逆
に
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
カ
ン
ト
へ
戻
る
こ
と
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
わ
れ
た

　
　
点
に
お
い
て
で
あ
り
、
汎
神
論
と
人
格
神
論
と
の
間
に
、
ま
た
客
観
的
価
値
倫
理
と
人
格
的
法
則
倫
理
と
の
間
に
、
そ
し
て
科
学
的
慮
然

　
　
と
人
間
的
生
と
の
間
に
、
深
い
二
元
性
を
つ
ね
に
認
め
ら
れ
問
題
と
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
先
生
が
初
期
に
用
い
ら

　
　
れ
た
雷
葉
で
い
え
ば
コ
ご
兀
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
先
生
の
行
為
的
自
覚
と
い
わ
れ
る
も
の
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
こ
の
二
元
性
を
昧
ま

　
　
さ
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
管
見
に
み
と
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
先
生
の
哲
学
の
姿
で
あ

　
　
っ
て
、
他
に
は
ま
た
他
様
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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b2　Torataro　Shimomura

　　Dr．　Tanabe’s　philosophical　thinking　startecl　from　science，　especially

mathematics　and　returned　again　to　it　in　later　years，．finishing　a　circuit．

’H［is　philosophy　of　mathematics，　however，　did　not　remain　merely　in

philosophy　about　matliematics　but　developed　even　te　Phllosophy＝Mathema一

’tics．　His　later　worl〈　“Development　of　Historism　in　Mathematics”　suggests

such　an　intention．　We　are　reminded　of　Plato’s　lecture　“On　the　Good”

’in　his　later　years，　in　which　he　concerned　solely　with　a　theory　of　numbers；

．and　lately　A．　N．　Whitehead’s　last　essay　on　“Mathematics　and　the　Good”．

　　My　essay　tries　to　appreciate　some　merits　of　this　great　work，　considering

lts　limit　at　the　same　time．

互）i＆亘ecもi¢S　＆殺d　Pr＆X藍S

by　Matao　Noda

　　When　towards　1930　Professor　Tanabe　gave　up　his　former　Kantian　epi－

stemology　and　adopted　a　dialectical　way　of　thinking　as　the　proper　logic　of

’philosophy，　he　had　imposed　a　very　strict　conditien　upon　it．　The　condition

’xvas　that　the　dialectical　thinl〈ing　is　admissible　only　to　those　who　would　take

their　moral　situation　quite　seriously．　Dialectical　contradictories　and　their

synthesis　are　revealed　only　to　a　thinl｛ing　which　is　wholly　committed　to　the

actual　situation　and　is　one　with　the　subject’s　action　in　it．　The　solution　of

the　¢onfiict　is　always　to　be　mediated　by　the　selfless　deed　of　the　person

involved．　Dialectical　view　of　things　was　with　Professor　Tanabe　exclusive

of　a　contemplative　attitude　toward　the　world．
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　　Starting　from　an　ethical　view　of　httman　historical　world，　he　came　to　regardi

the　physical　world　itself　as　essentially　of　dialectical　structure，　because　the　new

physics　suggested　him　that　it　also　was　based　upon，　so　to　say，　a　behavioral／

tranSaCtiOnS　betWeen　man　and　natUre。工n　hiS　SubSequent　OCCUpatiQn　With

philosophies　of　poJitics　and　religion，　he　remained　always　true　to　his　original

aspiration　to　go　to　the　end　of　the　dialectical，　exlstentially　committed　way　of

thinking．　His　philosophy　of　religion　in　particular　shows　us　a　remarl〈able

attempt　to　do　justice　both　to　the　religous　personalism　and　the　pantheistic

way　while　being　fully　aware　of　the　confiict　between　the　two．

サ　サ

U蓋｝er　die　Philoseph量e　d£s　Te（量es　bei鷺ajizzae　Tanabe

von　Kazuo　Mut6

　　Die　absolute　Dialektil〈　bei　Tanabe　ist，　wie　weithin　bekannt，　weder　eine

idealistische　Dialektil〈　noch　eine　materialistische，　sondern　eine　idealistisch－

realistische　Dialektil〈，　welche　den　Gegensatz　zwischen　beiden　aufhebt．　Und

der　Kern，　der　die　Einheit　zwischen　diesen　beiden　vermittelnd　verwirklicht．

ist　die　Tat　des　lndividuums．　Nach　Tanabe　ist　die　Philosophie　nichts　anderes・

als　das　Selbstverstandnis　dieser　Tat．　So　ist　bei　ihm　der　1〈onsequente　Logiz－

ismus　（d．　h．　die　Logik　der　absoluten　Dialel〈til〈　od．　der　absoluten　Vermittlung），

den　man　manchmal　als　einen　eigenttimlichen　Charal〈ter　seiner　Philosophie

bezeichnet，　begrtindet　auf　die　existentielle　Tat　des　lndividuums．　Und　diese

Tat　bekam，　besonders　nach　deら，Philosophie　als　Metanoetik”（ユ946），　mehr

als　vorher，　elne　religi6se　Farbung．　Und　im　letzten　ist　diese　Tat　die　Praxis

des　Sterbens　im　eigenen　Tode．　Deshalb，　kann　man　sagen，　die　letzte　Gestait

der　Tanabe’schen　Philosophie　ist　die　Todesphilosophie　als　das　Selbstverstandnis

des　eigenen　Todes　oder　genauer　als　das　SelbstverstAndnis　von　，，Tod－und－

Auferstehung”．　lch　m6コ口te　in　diesem　Aufsatz　deutlich　machen，　besonders

durch　Bezugnahme　auf　sein　Buch　，，Dialektik　des　Christentumus”（1948），　d．　h．

eine　philosophische　Apologetik　davon，　dats　es　einen　bedeutsamen　Zusam－

menhang　zwischen　dieser　Gestaltung　seiner　Todesphlosophie　und　seiner

AuseinandersetzLmg　mit　dem　christlichen　Glauben　und　Gedanken　gibt．　lch
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