
哲

学

研

究

第
五
百
号

第
四
十
三
巻

第
　
六
　
柵

西
洋
哲
学
　
の
　
特
徴

野

田

又
　
夫

閣

473

「
哲
学
」
と
い
う
語
を
は
っ
き
り
し
た
意
味
に
使
い
は
じ
め
た
の
は
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
家
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
を
ゆ
る
や
か
に
と
っ
て
、

世
界
と
人
生
と
に
つ
い
て
の
理
性
的
な
自
動
な
反
省
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
く
と
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
哲
学
の
最
初
の
源
と
な
っ

た
地
域
は
、
紀
元
前
六
・
七
世
紀
以
後
の
ギ
リ
シ
ャ
乃
至
東
地
中
海
ば
か
り
で
な
く
、
岡
じ
時
期
の
北
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
河
地
方
、
中

国
の
黄
河
の
流
域
の
二
つ
の
場
所
で
も
、
哲
学
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
前
六
・
七
世
紀
か
ら
前
二
世
紀
頃
ま
で
の
数
百
年
間
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

大
ま
か
に
考
え
て
、
人
間
の
哲
学
的
思
考
の
諸
型
が
、
三
つ
の
場
所
で
出
現
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
社
会
的
条
件
か
ら
い
っ
て
も
三
つ
の

地
域
で
は
同
じ
時
期
に
、
都
市
国
家
の
成
立
を
示
し
て
い
る
。
　
「
哲
学
」
と
い
う
語
の
場
合
と
同
様
「
都
市
国
家
」
と
い
う
語
も
、
ギ
リ

シ
ャ
の
ポ
リ
ス
と
い
う
語
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
に
う
け
と
れ
ば
イ
ン
ド
や
中
国
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
意
味
を
ゆ
る

く
解
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
と
、
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
の
現
わ
れ
た
イ
ン
ド
と
、
孔
子
を
先
登
に
諸
子
百
家
の
現
わ
れ
た
春
秋
戦
国
時

代
の
中
国
と
は
、
社
会
的
政
治
的
体
制
に
お
い
て
似
た
も
の
を
も
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
＊
　
こ
の
事
実
を
酋
洋
の
側
で
注
意
し
た
近
頃
の
例
と
し
て
は
、
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こ
の
と
き
前
代
の
神
話
的
思
考
か
ら
、
　
「
理
性
的
」
な
「
自
由
」
な
哲
学
的
思
考
へ
の
う
つ
り
ゆ
き
が
、
三
つ
の
地
域
の
す
べ
て
に
お

い
て
み
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
こ
こ
で
「
理
性
的
」
思
考
と
い
う
の
は
人
間
世
界
を
～
つ
の
普
遍
的
秩
序
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
普
遍
的
秩
序
と
は
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
家
の
考
え
に
見
え
る
「
正
義
」
と
か
、
イ
ン
ド
の
思
想
に
お
け

る
「
法
」
と
か
、
中
国
の
思
想
に
お
け
る
「
道
」
と
か
を
考
え
て
い
る
。
こ
う
い
う
普
遍
的
秩
序
に
お
い
て
物
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
神
話
的
思
考
が
超
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
－
こ
こ
で
神
話
と
は
、
神
々
や
世
界
の
始
ま
り
や
人
間
の
誕
生
に
つ

い
て
の
劇
的
な
構
想
で
あ
っ
て
、
人
間
の
宇
宙
的
運
命
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
。
も
ち
ろ
ん
神
話
自
体
を
詳
し
く
闇
題
に
す
る

と
な
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
い
っ
た
よ
う
な
麟
的
な
統
一
を
も
つ
神
話
は
、
哲
学
よ
り
も
遙

か
に
長
い
聴
を
か
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
想
像
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
ン
ド
や
中
国
に
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
、
エ
ジ
プ
ト
を
加
え
て
数
千
年
の
歴
史
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
の
成
立
は
そ
う
い
う
長
い
歴
史
の
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
最
も
近
い
端
の
と
こ
ろ
に
、
あ
ら
わ
れ
た
事
実
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
神
話
欝
身
が
構
造
を
も
ち
秩
序
を
も
つ

の
で
あ
る
か
ら
、
神
話
か
ら
哲
学
へ
と
い
っ
て
も
そ
う
は
っ
き
り
と
境
を
画
し
う
る
と
は
い
え
な
い
。
神
話
が
、
世
界
や
人
間
の
始
ま
り

に
つ
い
て
の
構
想
か
ら
世
界
過
程
そ
の
も
の
の
意
味
づ
け
に
進
み
、
叙
事
詩
や
歴
史
に
近
づ
く
と
き
、
そ
れ
自
ら
普
遍
的
秩
序
に
つ
い
て

の
反
省
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
神
話
は
、
す
ぐ
に
暫
学
者
が
と
り
あ
げ
て
論
じ
う
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
、
ホ
メ
ロ
ス
で
は
神
々
も
ま
た
「
運
命
」
の
秩
序
の
下
に
あ
り
、
そ
の
運
命
の
秩
序
を
枠
に
し
ザ
＼
神
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

代
わ
り
に
た
と
え
ば
地
水
火
風
の
諸
原
素
の
う
ご
き
を
置
け
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
最
初
の
姿
を
考
え
う
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
第
二
に
哲
学
が
「
理
性
的
」
で
あ
る
と
と
も
に
…
一
、
自
由
な
」
思
考
で
あ
る
と
い
っ
た
の
は
、
思
想
の
現
わ
れ
方
を
考
え
て
の
こ
と



　
　
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
と
北
イ
ン
ダ
と
中
国
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
が
現
わ
れ
、
思
想
の
諸
々
の
型
が
現
わ
れ
た
。
そ
こ
に
或
る
形
で
思
想

　
　
の
自
由
が
生
ま
れ
て
い
る
と
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
い
く
ら
か
誇
張
し
て
い
え
ば
、
三
つ
の
場
所
で
そ
れ
ぞ
れ
、
人
間
の
思
想
の
諸
々

　
　
の
可
能
性
が
す
べ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
古
代
イ
ン
ド
の
諸
学
派
（
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
そ
の
他
）
、
中
綿
の
諸
子
百
家
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学

　
　
の
諸
学
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
世
界
観
の
七
型
を
、
ほ
ぼ
揃
え
て
示
し
て
い
る
。
一
そ
れ
で
こ
れ
ら
三
つ
の
古
代
思
想
圏
の
ど
れ
か

　
　
を
継
承
し
え
た
青
柴
は
哲
学
を
も
っ
た
と
い
え
る
。
神
話
を
こ
え
た
自
幽
な
理
性
的
な
反
省
に
達
し
た
と
い
え
る
。
ギ
リ
シ
ャ
に
発
す
る

　
　
哲
学
の
伝
統
と
並
べ
て
、
イ
ン
ド
と
中
国
と
の
哲
学
の
伝
統
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
に
は
、
他
の
二
つ
の
思
想
圏
の
哲
学
と
は
ち
が
っ
た
特
色
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
周
知
の
通
り
、

　
　
哲
学
的
反
省
が
論
理
的
数
学
的
思
考
を
目
指
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
よ
う
な
論
理
的

　
　
体
系
と
し
て
の
数
学
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
醤
学
の
歴
史
の
動
き
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
点
で
特
に
注
鼠
さ
れ

　
　
る
の
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
的
存
在
論
、
そ
れ
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
ゼ
ノ
ン
に
よ
る
論
理
的
吟
味
、
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
・

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
的
哲
学
形
成
の
努
力
で
あ
る
。
一
著
し
い
点
を
あ
げ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
に
諭
い
て
、
哲
学
の

　
　
論
理
と
し
て
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
と
弁
論
術
す
な
わ
ち
レ
ト
リ
ケ
と
が
き
び
し
く
分
か
た
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
描

　
　
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
た
と
え
ば
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
長
い
演
説
に
対
し
て
、
　
一
瞬
一
答
の
方
法
で
吟
味
を
お
こ
な
い
た
い
と
申
し
入
れ
る
。

　
　
一
つ
一
つ
の
主
張
を
と
り
あ
げ
て
問
答
し
、
そ
の
主
張
の
帰
結
が
自
己
矛
盾
を
ふ
く
ま
ぬ
か
ど
う
か
、
他
の
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る

　
　
命
題
と
矛
盾
せ
ぬ
か
ど
う
か
を
調
べ
て
、
そ
の
主
張
の
真
偽
を
き
め
よ
う
と
す
る
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
と
は
そ
う
い
う
問
答
法
の
こ
と

　
　
で
あ
り
、
そ
れ
の
お
こ
な
う
吟
味
は
矛
盾
に
対
す
る
鋭
い
感
覚
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
ー
プ
ラ
ト
ン
自
身
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
答
法
に

　
　
よ
る
吟
味
に
、
怠
る
命
題
か
ら
そ
れ
の
前
提
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
「
仮
定
の
方
法
」
を
加
え
、
真
の
存
在
と
善
と
へ
の
道
と
し
た
が
、
こ
の

　
　
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
は
幾
何
学
港
が
原
理
と
し
て
み
と
め
る
命
題
を
も
な
お
問
題
と
し
て
さ
ら
に
そ
の
前
提
に
さ
か
の
ぼ
る

　
　
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
に
は
真
の
存
在
と
善
と
の
追
究
と
い
う
、
哲
学
が
神
話
か
ら
う
け
つ
い
だ

754　
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76
4
　
志
向
を
、
レ
ト
ー
9
ケ
か
ら
離
れ
て
、
数
学
に
ひ
と
し
い
厳
密
さ
を
も
っ
て
実
現
し
よ
う
、
と
い
う
努
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
i
そ
し

　
　
て
周
知
の
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
と
は
ち
が
っ
て
哲
学
の
方
法
と
数
学
の
方
法
と
を
む
し
ろ
分
離
す
る
に
傾
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
、

　
　
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ィ
ァ
レ
ク
テ
ィ
ケ
の
中
に
ふ
く
ま
れ
た
、
問
助
法
と
数
学
的
論
証
法
と
の
二
つ
の
契
機
は
形
式
的
に
分
離
さ
れ
、
か
れ
の

　
　
　
　
　
　
ア
ポ
デ
イ
ク
テ
イ
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ぐ
ア
レ
ク
テ
イ
ケ

　
　
意
味
で
の
論
証
法
（
形
式
論
理
学
）
と
聞
答
法
（
弁
証
法
）
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
二
つ
を
ふ
く
む
広
義
の
論
理
的
方
法
と
、
レ
ト

　
　
リ
ケ
と
の
区
劉
は
も
ち
ろ
ん
維
持
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
は
レ
ト
リ
ケ
に
よ
る
べ
き
で
な
く
、
論
理
に
よ
っ
て
追
究
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

　
　
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
弁
論
術
と
問
箸
法
と
の
区
別
と
は
ち
が

　
　
つ
た
連
関
で
、
形
式
化
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
レ
ト
リ
ケ
に
つ
い
て
は
幾
人
か
の
先
人
の
仕
事
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

　
　
つ
た
が
、
論
理
曲
推
理
の
形
式
化
は
全
く
み
ず
か
ら
の
功
で
あ
っ
た
、
と
誇
っ
て
い
る
）
。
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デ
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理
的
分
析
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
二
轡
か
ら
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。
田
中
美
知
太
郎
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昭
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さ
て
こ
う
い
う
点
を
中
国
や
イ
ン
ド
の
古
代
哲
学
に
つ
い
て
じ
か
に
考
え
る
用
意
は
私
に
は
な
い
が
、
上
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ケ
と
デ
ィ

ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
の
き
び
し
い
形
鋼
と
、
矛
盾
に
対
す
る
鋭
い
感
覚
と
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
に
は

っ
き
り
出
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
中
国
で
は
修
辞
が
論
理
を
み
ず
か
ら
の
中
に
と
り
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
、
イ
ン
ド
で

は
古
代
末
に
論
理
形
式
に
つ
い
て
の
反
省
が
は
じ
ま
り
そ
の
後
の
長
い
過
程
を
経
て
論
理
学
が
形
成
さ
れ
る
が
、
古
代
の
哲
学
そ
の
も
の

が
修
辞
を
排
し
て
論
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
強
い
要
求
を
も
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

二

さ
て
古
代
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
ン
ド
・
中
国
で
神
話
か
ら
哲
学
へ
の
移
行
が
起
っ
た
と
き
、
哲
学
は
神
話
が
答
え
よ
う
と
し
た
問



　
　
題
、
た
と
え
ば
い
か
に
生
く
べ
き
か
の
問
題
を
、
神
話
か
ら
引
き
つ
い
だ
の
で
あ
る
。
哲
学
の
批
判
は
神
話
の
ふ
く
む
聞
題
を
消
し
た
の

　
　
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
の
成
立
後
も
神
話
は
、
深
め
ら
れ
た
形
で
、
算
学
の
裏
に
く
っ
つ
い
て
い
る
と
も
い
え
る
。
プ
ラ
ト
ン

　
　
の
場
合
を
考
え
る
と
、
か
れ
は
ホ
メ
ロ
ス
の
神
話
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
の
哲
学
の
背
後
に
は
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
教
の
、
魂

　
　
の
救
済
に
つ
い
て
の
神
語
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
哲
学
が
、
深
め
ら
れ
た
神
話
的
意
識
を
背
後
に
も
っ
こ
と
は
、
イ
ン

　
　
ド
や
中
国
の
古
代
哲
学
に
も
一
般
に
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
、
神
話
の
残
存
と
い
う
消
極
的
痴
態
と
考
え

　
　
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
哲
学
と
い
う
も
の
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
考
え
方
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
の
問
題
の
中
に
、
善
き

　
　
生
の
選
び
と
い
う
こ
と
を
ふ
く
ま
せ
る
か
ぎ
り
、
哲
学
は
神
話
か
ら
問
題
を
う
け
つ
い
で
い
て
、
神
話
を
全
く
離
れ
さ
る
こ
と
は
な
い
と

　
　
さ
え
も
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
正
義
」
と
か
「
法
」
と
か
「
天
道
」
と
か
い
う
普
遍
的
秩
序
が
哲
学
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
神
話
の
答
え

　
　
た
問
題
が
、
問
題
と
し
て
は
く
っ
つ
い
て
い
る
。
い
ま
そ
う
い
う
秩
序
を
、
道
徳
的
秩
序
（
規
範
）
の
形
に
単
純
化
し
て
考
え
て
み
る
と
、

　
　
現
実
の
世
界
過
程
は
必
ず
し
も
規
範
的
秩
序
に
合
致
せ
ず
、
偶
然
な
い
し
悪
を
ふ
く
む
。
　
「
な
に
ゆ
え
悪
が
あ
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
問

　
　
い
は
す
ぐ
現
わ
れ
る
。
ま
た
主
体
自
身
に
お
い
て
、
秩
序
に
従
う
こ
と
と
そ
む
く
こ
と
と
の
可
能
性
が
柴
燈
化
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
「
国

　
　
家
論
」
で
、
正
し
い
春
が
結
局
幸
福
な
の
で
あ
り
（
幸
福
・
善
は
わ
れ
わ
れ
の
本
性
上
の
目
標
で
あ
り
）
、
悪
人
は
不
幸
な
の
だ
、
と
考
え
、

　
　
真
の
善
に
い
た
る
階
段
を
認
識
の
諸
段
階
と
し
て
示
そ
う
と
し
た
が
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
魂
の
輪
廻
が
魂
自
身
の
生
の
道
の
選
択
の
結
果

　
　
で
あ
る
と
い
う
エ
ル
の
神
話
を
つ
け
加
え
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
古
代
の
哲
学
が
神
話
に
直
接
し
て
い
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
神
話
の
答
え
よ
う

　
　
と
し
た
問
い
の
継
承
で
あ
っ
て
、
神
話
の
答
え
そ
の
も
の
は
、
哲
学
的
に
吟
味
さ
れ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
’
つ
と

　
　
も
古
代
末
期
で
は
暫
学
の
自
由
な
問
い
の
力
が
衰
え
て
学
説
が
固
定
さ
れ
る
に
つ
れ
て
神
話
的
内
容
を
多
分
に
ふ
く
む
も
の
と
な
る
さ
ま

　
　
が
み
と
め
ら
れ
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
も
、
イ
ン
ド
や
中
国
で
も
見
ら
れ
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
・
大
乗
仏
教
・
累
代
の
儒
教
に
は
、

774　
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根
似
た
趣
き
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
神
話
の
復
活
は
、
哲
学
的
思
考
が
、
み
ず
か
ら
選
ん
で
意
識
的
に
神
話
に
ふ
た
た
び
従
属

　
　
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
る
に
、
爾
洋
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
と
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

　
　
は
イ
ン
ド
や
申
国
の
思
想
的
経
験
と
は
よ
ほ
ど
ち
が
っ
た
経
験
を
西
洋
思
想
が
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
の
哲
学
の
歴
史
を
ふ

　
　
つ
う
の
見
方
に
従
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
は
じ
め
る
と
、
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
他
の
二
つ
の
思
想
圏
と
同
じ
く
神
話
か
ら
哲
学

　
　
へ
の
移
行
を
経
験
し
た
後
、
再
び
中
世
に
お
い
て
、
新
た
な
高
次
の
神
話
と
も
い
う
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
と
対
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

　
　
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
そ
の
頂
点
に
お
い
て
厳
密
な
論
理
的
方
法
を
と
ろ
う
と
し
た
特
色
あ
る
哲
学
で
あ
っ
た
。
そ
こ

　
　
で
こ
の
新
た
な
神
話
と
哲
学
と
の
間
の
緊
張
は
他
に
例
を
見
な
い
強
烈
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
歴
史
の
見
方
を
や
や
変
え
て
同
じ
こ
と
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
西
洋
の
思
想
史
を
、
現
在
の
西
洋
人
す
な
わ
ち

　
　
古
代
宋
に
大
移
動
を
お
こ
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
定
翻
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
思
想
約
経
験
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
古
代
末
か
ら

　
　
中
世
は
じ
め
に
か
け
て
固
有
の
神
話
を
す
て
て
キ
リ
ス
ト
教
を
ま
ず
う
け
い
れ
た
。
そ
し
て
中
世
の
す
す
み
と
と
も
に
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

　
　
ー
マ
の
哲
学
を
段
々
に
学
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
過
程
を
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
奮
闘
の
復
活
の
過
程
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と

　
　
呼
ぶ
と
す
る
と
、
酋
洋
人
は
中
世
の
初
期
か
ら
度
々
ル
ネ
サ
ン
ス
の
運
動
を
く
り
か
え
し
て
近
…
世
は
じ
め
に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
高
次
の
神
話
に
対
し
て
哲
学
が
独
立
な
位
置
を
獲
得
し
、
古
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
神
話
か
ら
哲
学
へ
の
移
行

　
　
を
ふ
た
た
び
お
こ
な
う
こ
と
は
、
強
い
緊
張
と
永
い
時
間
と
を
必
要
と
し
た
。
こ
れ
が
西
洋
中
世
に
お
け
る
信
仰
と
理
性
と
の
間
の
問
題

　
　
で
あ
り
、
哲
学
が
キ
リ
ス
ト
教
神
話
に
対
し
て
独
立
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
コ
ラ
暫
学
の
盛
期
す
な
わ
ち
十
二
・
三
世

　
　
紀
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
い
う
形
で
の
神
話
の
衝
撃
を
哲
学
が
う
け
る
こ
と
は
、
申
国
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
漢
宋
に
中
国
ヘ
イ
ン
ざ
の
仏
教

　
　
が
伝
わ
っ
た
と
き
、
仏
教
自
身
が
一
つ
の
哲
学
で
も
あ
っ
て
、
儒
仏
の
間
に
、
西
洋
に
お
け
る
渇
仰
と
理
性
と
の
関
係
に
比
す
べ
き
つ
よ



　
　
い
対
立
が
生
じ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
、
宗
教
と
い
う
見
地
か
ら
い
え
拭
、
仏
教
の
よ
う
な
汎
神
論
的
宗
教
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
系
統

　
を
引
く
人
格
神
論
の
宗
教
と
の
大
き
な
楕
違
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
信
仰
と
理
性
と
の
緊
張
は
、
西
洋
に
お
け
る
と
と
も

　
　
に
、
同
じ
く
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
な
が
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
世
界
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
と
み
と
め
ら
れ
る
。
比
較
寒
紅
学
者
の
い
う
よ
う
に
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
仰
と
理
性
の
問
題
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
に
特
有
な
、
地
方
的
な
闘
乱
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
ン

　
　
ド
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
イ
ン
ド
で
は
古
代
諸
宗
教
説
学
派
の
成
立
後
中
世
に
入
る
と
、
ヒ
ン
ズ
…
教
が
支
配
的
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
ヘ

　
　
イ
ス
ラ
ム
教
が
入
っ
て
つ
よ
い
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
れ
は
ま
た
中
国
と
も
西
洋
と
も
ち
が
っ
た
経
験
で
あ
り
、
　
一
つ
の
神
話
と
他
の
神
話

　
　
と
の
戦
い
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
の
思
想
圏
は
そ
れ
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
今
鷺
に
い
た
る
と
い
う
不
幸
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
も
か
く
も
キ
リ
ス
ト
教
は
、
古
代
哲
学
の
前
提
し
か
つ
謬
る
意
味
で
脱
却
し
た
神
話
と
は
次
元
を
異
に
し
た
強
力
な
神
話
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
の
神
は
、
世
界
を
無
か
ら
創
造
し
世
界
の
存
在
を
底
の
底
ま
で
支
配
す
る
全
能
の
神
で
あ
り
、
古
代
哲
学
が
理
性
的
に
と
り
出
し
た
普

　
　
逓
的
世
界
秩
序
特
に
倫
理
的
秩
序
（
正
義
）
を
、
み
ず
か
ら
の
意
志
決
定
（
摂
理
）
と
し
て
、
命
令
と
し
て
、
人
間
世
界
に
臨
む
神
で
あ

　
　
つ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
や
、
さ
ら
に
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
た
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
が
、
運
命
乃
至
正
義
の
秩
序
の
も
と
に
あ

　
　
つ
た
の
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
摂
理
は
人
閾
の
髪
一
筋
の
う
ご
き
さ
え
も
、
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
話
を
ド
ラ

　
　
マ
に
た
と
え
る
と
、
キ
り
ス
ト
教
と
い
う
神
話
は
、
お
そ
ら
く
以
前
の
ど
の
神
話
よ
り
も
徹
底
的
に
、
世
界
と
人
間
と
の
運
命
を
麟
的
統

　
　
一
の
中
に
と
り
こ
ん
だ
神
話
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
世
界
創
造
・
堕
罪
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
罪
の
赦
し
、
最
後
の
審
判
と
い
う
構
想
か

　
　
ら
、
人
間
の
歴
史
の
全
体
的
意
味
づ
け
と
し
て
の
歴
史
哲
学
が
、
は
じ
め
て
生
ま
れ
え
た
、
と
い
わ
れ
る
の
も
、
岡
じ
事
情
に
も
と
ず
い

　
　
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
く
り
か
え
し
て
い
え
ば
、
三
つ
の
古
代
懇
想
圏
に
．
共
通
な
普
遍
的
秩
序
の
原
理
そ
の
も
の
を
と
り
こ
ん
だ
高

　
　
次
の
神
話
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
世
の
初
期
に
著
し
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
哲
学
（
理
性
）
が
信
仰
に
仕
え
る
、
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
え
た
の
で
あ
り
、
ま
た
い
ま
に
い
た
る
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
一
つ
の
神
話
と
呼
ぶ
こ
と
を
拒
む
理
由
も
、
そ
こ
に

794　
　
　
　
　
　
酉
洋
哲
学
の
特
徴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
轡

804　
　
あ
る
と
み
と
め
ら
れ
る
。

八

三

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
強
力
な
高
次
の
神
話
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
哲
学
は
西
洋
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
ど
の
よ
う
な
動
き
を

示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
す
で
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
つ
い
て
み
と
め
た
方
法
的
論
理
的
性
格
に
即
し
て
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
中
世
初
期
に
戯
4
0
い
て
は
、
哲
学
は
レ
ト
リ
ケ
に
も
と
ず
い
た
方
法
的
性
格
を
も
っ
て
、
神
学
に
従
属
し
、
そ
れ
は
十

一一

｢
紀
ま
で
の
大
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
十
三
世
紀
前
半
に
著
し
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
洋
が
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
介
し
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
哲
学
の
全
貌
を
知
っ
た
と
き
、
哲
学
な
ら
び
に
神
学
は
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
を
そ
の
方
法
形
式
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

し
て
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
み
と
め
た
点
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ヶ
に
お

い
て
共
存
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
分
か
た
れ
た
、
狭
い
意
味
で
の
「
問
答
法
」
と
い
わ
れ
う
る
側
面
と
、
　
「
仮
定
の
方
法
」
に
示

さ
れ
る
数
学
的
分
析
の
側
爾
と
が
、
新
た
な
緊
張
と
発
展
と
を
示
し
て
、
近
世
は
じ
め
十
七
世
紀
の
数
学
的
粛
然
学
の
形
成
に
い
た
っ
た
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
十
二
世
紀
ま
で
の
申
世
哲
学
が
、
信
仰
を
理
解
す
る
こ
と
を
任
と
し
そ
の
意
味
で
神
学
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
だ
ア
り
ス
ト

テ
レ
ス
の
論
理
学
が
形
式
的
に
規
定
し
た
よ
う
な
論
理
的
体
系
を
志
向
し
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
大
ま
か
に
い
え
る
。
神
学
で
支
配
的
で

あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
、
も
と
レ
ト
リ
ケ
の
教
師
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
中
世
初
期
の
七
瀬
に
対
し
て
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
レ
ト
リ
ケ
を
も
と
と
す
る
哲
学
を
、
人
文
主
義
と
名
付
け
る
な
ら
、
中
世
哲
学
は
は
じ
め
人
文
主
義

的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
文
主
義
者
の
活
動
が
十
四
・
五
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
す
で
に

中
世
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
は
む
し
ろ
嘉
島
な
の
で
あ
る
。
ア
ル
ク
ィ
ン
か
ら
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
。
ン
に
い
た
る
古
典
古
代
の

文
学
の
復
興
の
努
力
は
、
神
学
に
対
す
る
人
間
的
哲
学
を
レ
ト
リ
ケ
の
方
法
に
も
と
ず
け
る
こ
と
と
表
裏
し
て
い
る
。
ー
ー
し
か
る
に
十



二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
神
学
と
哲
学
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
全
貌
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
変
貌
を
示
す
。

哲
学
と
神
学
と
は
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
の
形
式
を
と
る
学
間
と
な
る
。
文
法
や
修
辞
の
研
究
が
神
学
研
究
の
予
備
的
研
究
で
あ
っ
た
時

期
は
昇
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
研
究
が
そ
れ
に
代
わ
る
。
内
容
的
に
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
哲
学
が
、
神
学
と
は
独
立
な
膚
然

学
と
形
而
上
学
、
さ
ら
に
倫
理
学
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
神
学
も
一
つ
の
ω
o
δ
導
貯
と
い
う
形
を
と
り
は
じ
め
る
。
た
と
え
ば
パ
リ
大

学
に
お
い
て
、
人
文
学
部
が
、
神
学
部
へ
の
…
．
了
備
課
程
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
て
、
む
し
ろ
神
学
と
同
格
に
な
ら
ぶ
哲
学
の
研
究
を
任
と

す
る
こ
と
に
な
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
ギ
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ス
、
オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
コ
ラ
」
的
な

神
学
と
哲
学
と
が
か
く
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
十
三
・
四
世
紀
の
ス
コ
ラ
哲
学
は
、
西
洋
が
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
高
次
の
神
話
の

つ
よ
い
衝
撃
を
経
験
し
た
後
に
、
は
じ
め
て
レ
ト
リ
ケ
と
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
と
の
区
別
の
意
識
を
恢
復
し
て
き
ず
く
こ
と
の
で
き
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

最
初
の
哲
学
で
あ
る
、
と
み
と
め
ら
れ
る
。

　
　
＊
　
蹴
る
中
鷺
法
学
史
家
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
十
三
世
紀
前
半
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
知
っ
た
と
き
に
う
け
た
衝
撃
は
、
露
本

　
　
人
が
明
治
の
は
じ
め
に
西
洋
の
学
問
を
知
っ
た
と
き
の
経
験
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
。
高
照
三
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
大
学
に
つ

　
　
い
て
」
（
昭
和
四
十
年
六
月
京
都
大
学
で
の
講
演
）

　
　
　
さ
て
す
で
に
十
照
世
紀
の
オ
ッ
カ
ム
と
オ
ッ
カ
ム
派
の
門
々
に
お
い
て
、
哲
学
の
論
理
に
お
け
る
闘
寸
法
的
な
要
素
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ

　
　
ス
の
意
味
で
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
）
と
論
証
法
的
な
或
い
は
数
学
的
な
要
素
と
の
区
別
が
意
識
せ
ら
れ
る
が
、
後
老
は
、
そ
の
後
二
世

　
　
紀
近
く
を
経
て
、
十
七
世
紀
に
哲
学
の
論
理
の
中
心
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
数
学
的
凝
然
学
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
1
こ
の
間

　
　
二
世
紀
の
聞
、
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
哲
学
の
時
期
に
つ
い
て
は
大
ま
か
に
二
つ
の
こ
と
が
い
え
る
。
第
一
、
醤
学
は
十
三
・
四
世
紀
の

　
　
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
を
嫌
っ
て
ふ
た
た
び
レ
ト
リ
ケ
に
拠
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
い
わ
ゆ
る
人
文
学
者
の
人
生
論
が
表
面
に
出
る
。
そ
れ

　
　
は
、
話
を
最
初
に
も
ど
し
て
い
え
ば
、
哲
学
が
神
話
か
ら
継
承
し
た
聞
題
が
、
ス
コ
ラ
の
テ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
の
枠
を
破
っ
て
ふ
た
た
び

　
　
つ
よ
く
意
識
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
最
近
の
涯
洋
哲
学
の
動
き
に
因
ん
で
い
え
ば
学
面
的
哲
学
か
ら
生
の
哲
学
へ
の
転
向
と
も
い
え
る

814　
　
　
　
　
　
西
洋
哲
学
の
特
徴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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824　
　
出
来
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
や
は
り
中
世
前
半
期
の
入
文
学
者
の
態
度
と
は
ち
が
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
哲
学
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
、
神
学
と
哲
学
と
の
、
区
別
乃
至
対
立
の
意
識
が
、
つ
よ
く
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
た
と

　
　
え
ば
ヴ
ァ
ラ
を
思
想
家
と
し
て
み
る
と
き
そ
う
い
う
対
立
の
意
識
は
は
っ
き
り
み
と
め
ら
れ
、
絹
似
た
事
情
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
至
る
ま

　
　
で
ず
っ
と
認
め
ら
れ
る
）
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
デ
．
，
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
を
す
て
て
レ
ト
リ
ケ
を
と
る
と
い
う
点
で
は
、
細
砂
改
革
の
神
学
も

　
　
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ル
タ
…
は
、
オ
ッ
カ
ム
派
の
神
学
に
つ
な
が
り
な
が
ら
も
、
ス
コ
ラ
神
学
者
の
よ
う
な
仕
方
で
聖
書
を
読
ん
だ

　
　
の
で
な
く
、
墾
書
の
こ
と
ば
を
自
己
の
底
に
し
み
通
ら
せ
る
と
い
う
読
み
方
を
し
た
。
ル
タ
ー
と
エ
ラ
ス
ム
ス
と
の
対
立
は
、
生
き
方
に

　
　
つ
い
て
の
内
容
的
事
実
的
な
舛
立
で
あ
っ
て
、
思
想
の
形
式
的
ス
タ
イ
ル
か
ら
い
え
ば
両
端
と
も
に
レ
ト
リ
ケ
に
拠
り
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ

　
　
ィ
ケ
を
は
な
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
に
こ
の
十
五
。
六
世
紀
の
閥
に
、
十
閥
世
紀
の
オ
ッ
カ
ム
派
に
見
ら
れ
た
数
学
的
方
法
へ
の
志
向
は
、
思
想
の
傍
流
と
な
っ
て
細

　
　
細
と
う
け
つ
が
れ
た
が
、
十
七
紀
に
い
た
っ
て
新
た
な
世
界
知
と
し
て
の
数
学
約
自
然
科
学
に
達
す
る
。
一
こ
の
間
の
歴
史
的
事
情
を

　
　
見
る
と
、
十
四
世
紀
の
哲
学
者
の
論
理
約
分
析
の
成
果
は
む
し
ろ
無
視
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
、
哲
学
は
十
六
世
紀
に
お
い
て
数
学
と
天
爵
学

　
　
の
方
か
ら
改
め
て
新
た
な
刺
激
を
う
け
と
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
学
者
・
天
文
学
看
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
哲
学
を
再
吟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
算
す
る
と
い
う
や
り
方
で
み
ず
か
ら
哲
学
者
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
新
膚
然
学
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お

　
　
い
て
は
っ
き
り
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
哲
学
者
は
ス
コ
ラ
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
《
ケ
を
捨
て
て
、
数
学
者
の
方
法
を
じ
か
に
学
ぶ
と
い
う

　
　
形
に
な
っ
た
。
十
三
・
四
世
紀
の
論
理
研
究
は
、
十
七
世
紀
に
継
承
さ
れ
ず
、
新
た
に
数
学
か
ら
採
ら
れ
た
分
析
的
方
法
は
、
有
効
な
方

　
　
法
と
し
て
哲
学
に
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
方
法
自
身
が
論
理
的
分
析
に
か
け
ら
れ
数
学
と
論
理
学
と
の
つ
な
が
り
の
究
明
に
進
む
と
い
う

　
　
こ
と
は
な
か
っ
た
（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
）
。
デ
カ
ル
ト
は
む
し
ろ
直
観
的
に
素
朴
に
、
一
方
幾
何
学
者
の
解
析
と
代
数

　
　
学
の
や
り
方
と
を
一
つ
の
も
の
と
考
え
、
他
方
そ
の
一
つ
の
分
析
の
方
法
を
実
験
的
自
然
研
究
の
方
法
と
重
ね
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
＊
　
℃
■
○
◆
緊
蔚
琶
｝
⑦
5
製
①
同
邑
も
。
G
・
二
・
琴
①
子
。
門
剛
範
詳
ワ
濠
略
酒
写
に
G
。
庵
．



　
　
　
そ
し
て
こ
う
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
内
容
的
に
数
学
的
自
然
学
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
ガ
リ
レ
イ
や
デ
カ
ル
ト
が
い
つ
も
ア
リ

　
　
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
を
批
判
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
留
保
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
後
期
ス
コ
ラ
王
学
の

　
　
論
理
学
を
想
起
で
き
な
か
っ
た
か
れ
ら
は
、
ス
コ
ラ
の
自
然
学
に
対
し
て
も
き
わ
め
て
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
見
た
よ
う
に
、

　
　
西
洋
哲
学
が
体
系
的
な
自
然
学
を
は
じ
め
に
も
ち
え
た
の
は
ま
さ
に
十
～
二
世
紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
然
学
の
受
容
に
は
じ
ま
る
の
で
あ

　
　
り
、
ガ
リ
レ
イ
や
デ
カ
ル
ト
は
事
実
上
こ
の
自
然
学
の
枠
を
前
提
し
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
の
批
判
を
お
こ
な
い
え
た
の
で
あ
る
。
ガ
リ
レ

　
　
イ
の
「
天
文
学
対
話
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
天
体
論
の
全
面
的
な
再
検
討
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
お
り
、
ガ
リ
レ
イ
は
そ
う
い
う
態
度
を

　
　
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
数
学
老
」
に
し
て
「
哲
学
者
」
で
あ
る
と
名
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
も
そ
の
自
然
学
を
体
系
化
す

　
　
る
に
あ
た
っ
て
は
い
つ
も
ス
コ
ラ
自
然
学
を
い
わ
ば
粉
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
ス
コ
ラ
自
然
学
が
、
新
自
然
学
の
足
場
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
ス
コ
ラ
自
然
学
と
新
自
然
学
と

　
　
の
問
に
は
、
も
ち
ろ
ん
根
本
的
な
根
違
が
あ
り
、
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
古
代
原
子
論
の
新
た
な
継
承
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が

　
　
ガ
リ
レ
イ
や
デ
カ
ル
ト
を
し
て
、
質
的
な
知
覚
の
世
界
か
ら
劇
的
な
い
わ
ゆ
る
科
学
的
世
界
へ
掘
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ

　
　
の
場
合
で
も
、
か
れ
ら
は
、
物
に
つ
い
て
の
質
の
述
語
と
量
の
述
語
と
の
段
階
の
ち
が
い
に
つ
い
て
の
、
ス
コ
ラ
の
論
理
的
音
脚
味
論
的
考

　
　
察
を
引
き
つ
い
で
考
え
る
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
く
、
分
析
の
方
法
の
採
用
の
場
合
と
隅
様
、
む
し
ろ
直
観
的
に
素
朴
に
、
新
た
な
最
的

　
　
規
定
の
論
理
的
世
界
を
客
観
的
実
在
的
と
み
と
め
て
探
究
を
進
め
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
感
覚
的
知
覚
は
不
判
明
な
混
雑
し
た
も
の

　
　
で
あ
り
、
判
明
な
の
は
物
の
幾
何
学
的
量
的
規
定
で
あ
る
、
と
い
う
か
れ
ら
の
主
張
は
、
多
分
に
、
か
れ
ら
の
一
、
決
定
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
て
大
ま
か
に
中
世
以
来
の
霞
洋
の
哲
学
は
、
十
三
世
紀
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
レ
ト
リ
ケ
か
ら
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ

　
　
ケ
に
達
し
、
信
仰
か
ら
独
立
な
哲
学
と
な
り
、
さ
ら
に
二
一
二
世
紀
を
経
て
、
十
七
世
紀
に
数
学
的
方
法
を
自
覚
的
に
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
数
学
的
自
然
学
（
科
学
）
に
い
た
っ
た
、
と
い
え
る
。
そ
し
て
十
七
世
紀
哲
学
は
、
論
理
学
に
お
い
て
も
自
然
学
に
お
い
て
も
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
レ
ス
．
ス
コ
ラ
の
哲
学
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
上
述
の
よ
う
な
歴
史
的
事
情
を
念
頭
に
お
く
な
ら
、
や
は
り
、
十
三
世
紀

鰯　
　
　
　
　
　
西
洋
哲
学
の
鋳
徴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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4
　
に
お
け
る
レ
ト
リ
ケ
か
ら
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
へ
の
移
行
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
に
お
い
て
の

　
　
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
を
こ
え
て
明
証
的
な
論
証
法
を
志
向
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が

　
　
ま
た
、
或
る
意
味
で
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
志
向
の
再
現
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

四

　
さ
て
上
の
よ
う
に
し
て
西
洋
の
哲
学
が
高
次
の
神
話
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
絹
対
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
と
き
、
神
話
と
哲
学
と
の
関

係
は
、
　
「
信
仰
と
理
性
偏
の
問
題
と
し
て
つ
よ
い
緊
張
を
温
し
た
。
ま
ず
中
世
前
期
に
お
い
て
哲
学
が
形
式
的
に
は
レ
ト
リ
ケ
に
従
っ
て

い
た
間
は
、
哲
学
は
神
話
に
、
理
性
は
信
仰
に
従
う
と
い
う
趣
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
す
で
に

古
代
哲
学
を
介
し
て
普
遍
的
秩
序
の
考
え
を
は
っ
き
り
と
り
入
れ
た
新
た
な
神
話
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
十
二
・
三
世
紀
以
後
、
神
学
と
は
独
立
な
心
学
を
人
々
が
も
ち
、
哲
学
が
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
を
方
法
と
す
る
に
い
た
っ
て
、
信
仰
と

理
性
と
の
関
係
は
問
題
化
す
る
。
こ
の
と
き
保
守
的
神
学
考
は
伝
統
的
な
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
の
見
地
か
ら
哲
学
す
な
わ
ち
ア
り
ス
ト

テ
レ
ス
哲
学
を
抑
え
よ
う
と
し
た
が
、
逆
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
誓
学
を
哲
学
と
し
て
は
十
分
に
み
と
め
な
が
ら
や
は
り
哲
学
を
神
学
に
従

わ
せ
る
と
い
う
努
力
、
調
停
と
綜
合
の
努
力
が
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
ト
マ
ス
の
考
え
は
、
弓

丈
の
教
会
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
十
三
世
紀
終
わ
り
か
ら
十
四
世
紀
前
期
に
か
け
て
、
む
し
ろ
信
仰
と
理
性
と
の

分
離
が
す
す
む
。
そ
し
て
そ
こ
に
三
つ
の
考
え
方
が
動
い
た
。

　
第
一
は
哲
学
の
真
理
を
も
と
と
し
て
、
神
学
の
主
張
を
ま
だ
理
性
に
達
せ
ぬ
低
い
段
階
の
も
の
と
考
え
る
立
場
で
あ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム

の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
者
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
名
を
と
っ
て
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派
と
い
わ
れ
た
。
ブ
ラ
バ
ン
の
シ
ジ
ェ
ル
、
ジ
ャ
ン
ダ
ン
の

ジ
ャ
ン
、
さ
ら
に
十
四
・
五
世
紀
の
交
で
は
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
ら
の
考
え
で
あ
る
．
、
ナ
七
枇
紀
で
は
「
神
学
政
治
部
」
の
ス
ピ
ノ
ザ
も
岡
じ

考
え
を
示
し
た
。
予
君
者
は
民
衆
の
雷
葉
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
哲
学
者
は
そ
れ
を
無
毒
通
り
に
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え



　
　
ば
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
い
う
逆
説
的
な
主
張
も
、
哲
学
者
の
理
性
に
よ
っ
て
解
釈
し
直
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
哲
学
者
は
「
無
か

　
　
ら
有
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
、
矛
盾
律
に
従
っ
た
理
性
的
解
釈
を
と
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
　
　
第
二
は
、
理
性
を
信
仰
か
ら
は
独
立
の
も
の
と
み
と
め
な
が
ら
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派
と
ち
が
っ
て
信
仰
の
独
自
性
を
み
と
め
儒
仰
の
真

　
　
理
を
、
も
っ
ぱ
ら
実
践
的
主
体
的
確
信
と
し
て
、
客
観
的
な
理
性
的
真
理
の
上
位
に
お
く
考
え
で
あ
る
。
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ス
や
オ
ッ

　
　
カ
ム
の
考
え
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
の
十
七
世
紀
の
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
の
考
え
方
で
も
あ
る
。

　
　
込
て
第
三
に
、
信
仰
と
理
性
と
の
共
通
の
根
を
も
と
め
て
神
秘
主
義
に
い
た
る
考
え
が
あ
っ
た
。
神
秘
主
義
は
正
統
の
神
学
に
も
ふ
く

　
　
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
の
は
、
神
学
と
哲
学
と
の
対
立
の
根
を
掘
ろ
う
と
い
う
目
標
を
も
っ
た
神
秘
主
義
で
あ
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

　
　
や
や
コ
ブ
・
べ
ー
メ
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
恩
弁
的
神
秘
主
義
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
性
的
哲
学
を
そ
の
頂
点
に
お
い
て
超
え
よ
う
と

　
　
す
る
が
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
神
論
を
も
く
ず
し
て
、
汎
神
論
に
近
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
十
三
世
紀
に
現
わ
れ
た
こ
れ
ら
三
つ
の
立
場
の
中
で
信
仰
と
理
性
と
の
緊
張
を
も
っ
と
も
つ
よ
く
表
現
し
た
の
は
第
二
の
態
度
で

　
　
あ
る
。
ス
コ
ト
ス
や
オ
ッ
カ
ム
は
、
哲
学
を
知
性
の
認
識
と
し
、
神
学
を
実
践
神
学
を
中
心
に
意
志
の
作
用
に
も
と
ず
け
る
。
こ
れ
は
対

　
　
立
を
理
論
的
に
統
一
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
闇
題
を
全
体
的
に
引
き
う
け
る
態
度
で
あ
っ
た
。

　
　
　
そ
し
て
こ
の
態
度
が
一
方
信
仰
を
主
体
的
な
態
度
の
事
と
す
る
と
と
も
に
、
他
方
暫
学
の
知
性
認
識
の
客
観
性
の
追
究
を
鋭
く
し
て
い

　
　
つ
た
。
そ
し
て
十
四
世
紀
の
オ
ッ
カ
ム
と
オ
ッ
カ
ム
派
の
人
々
に
そ
の
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
十
七
世
紀
の
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル

　
　
に
お
い
て
、
同
じ
態
度
が
知
性
の
世
界
豹
謄
識
を
科
学
的
客
観
的
な
自
然
学
に
盃
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
周
知
の
よ
う
に
汝
界

　
　
認
識
に
お
け
る
霞
的
論
の
廃
棄
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
気
葉
で
い
え
ば
、
世
界
の
事
象
の
闘
的
原
因
に
よ
る
説
明
は
、
人

　
　
閥
が
神
の
意
志
を
村
度
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
不
遜
で
あ
る
。
逆
に
世
界
を
も
っ
ぱ
ら
力
学
二
面
果
性
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
、
不
測
の

　
　
神
の
意
志
を
そ
の
ま
ま
に
う
け
い
れ
る
落
度
な
態
度
な
の
で
あ
る
。
ー
ー
も
ち
ろ
ん
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
理
歯
づ
け
が
そ
の
ま
ま
す
べ
て
の

　
　
数
学
的
自
然
学
の
創
始
者
の
態
度
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
没
価
値
的
客
観
性
の
追
究
と
い
う
態
度
に
ふ
く
ま

854　
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4
　
れ
る
一
種
の
禁
欲
－
l
i
臼
常
的
知
覚
世
界
の
超
娼
i
は
、
上
の
第
二
の
立
場
に
ふ
く
ま
れ
る
愚
答
と
理
性
と
の
緊
張
に
よ
っ
て
有
力
に

　
　
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
第
一
の
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派
の
自
然
主
義
的
態
度
が
科
学
的
世
界
認
識
に
無
縁
で
あ
っ
た
な
ど
と
は
い
え
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
レ
ス
の
揖
的
論
的
自
然
学
の
も
と
も
と
の
地
盤
と
も
い
う
べ
き
生
物
学
（
医
学
）
研
究
に
お
い
て
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派
の
霞
然
主
義
が
強
い

　
　
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
数
学
的
自
然
学
に
お
い
て
も
、
ガ
リ
レ
イ
は
、
デ
カ
ル
ト
と
は
ち
が
っ
て
ア
ヴ
ェ
ロ

　
　
エ
ス
派
に
近
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
み
と
め
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
デ
カ
ル
ト
に
も
自
由
思
想
家
の
風
が
全
く
な
か
っ
た
な
ど
と
は
い

　
　
え
な
い
（
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
を
糾
弾
す
る
の
は
そ
の
点
で
あ
る
）
。
－
も
と
も
と
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派
の
態
度
こ
そ
、
神
話
か
ら
哲
学

　
　
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
現
わ
れ
る
哲
学
的
態
度
の
自
然
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
ア
ヴ
エ
ロ
エ
ス
派
は
、
た
と
え
ば
古
代
の
イ
オ

　
　
ニ
ァ
の
自
然
哲
学
者
が
前
代
の
神
話
に
撫
し
て
採
っ
た
態
度
を
、
イ
ス
ラ
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
採
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
し
か

　
　
し
そ
の
態
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
高
次
の
神
話
に
よ
っ
て
い
わ
ば
屈
曲
さ
れ
た
。
オ
ヅ
カ
ム
や
デ
カ
ル
ト
の
立
場
は
そ
の
屈
曲
の
表

　
　
現
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
信
仰
と
理
性
と
の
問
に
生
じ
た
む
ず
か
し
い
関
係
が
、
古
代
自
然
学
の
伝
承
を
、
新
た
に
近
代
自
然
学
へ
と
飛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
躍
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
＊
　
近
代
科
学
の
出
現
の
史
的
条
件
に
麗
し
て
、
上
述
の
工
面
は
た
え
ず
論
議
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
数
十
年
の
聞
に
も
、
ま
ず
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派
の
考

　
　
　
　
へ
（
つ
ま
り
啓
蒙
主
義
）
を
主
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
疑
す
る
見
方
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
っ
た
が
　
（
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①
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瓢
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）
、
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
論
文
そ
の
他
は
趣
解
欲

　
　
　
　
が
キ
リ
ス
ト
教
が
科
学
に
署
す
る
有
力
な
推
進
力
を
な
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
通
ず
る
条
件
で
あ
っ
た

　
　
　
　
と
は
い
え
な
い
。
最
近
の
調
査
は
有
力
な
反
証
を
も
提
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
冒
．
ω
．
屑
①
出
撃
v
6
げ
。
ω
魚
Φ
二
郎
ゆ
。
冒
8
雛
①
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。

　
　
　
さ
て
右
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
信
仰
と
理
性
と
の
問
題
の
意
識
は
、
そ
の
後
の
西
洋
の
哲
学
自
体
の
内
部
に
も
ず
っ
と
存
続
し
て
い
る
。

　
　
デ
カ
ル
ト
の
後
お
よ
そ
百
年
の
啓
蒙
の
世
俗
化
の
時
期
を
経
て
近
世
の
哲
学
の
問
題
の
視
野
が
ほ
ぼ
見
渡
し
う
る
時
期
に
出
た
カ
ン
ト
に



　
　
お
い
て
も
そ
の
こ
と
は
み
と
め
ら
れ
る
。
…
純
粋
理
性
批
判
の
二
つ
の
序
文
の
う
ち
、
第
一
版
の
序
文
で
は
、
形
而
上
学
の
問
題
は
、

　
　
人
間
の
理
性
に
運
命
の
よ
う
に
課
せ
ら
れ
、
答
え
ら
れ
な
い
が
避
け
え
な
い
問
い
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
垂
心
ギ
リ
シ
ャ
以
来
哲
学
が

　
　
神
話
の
答
え
よ
う
と
し
た
問
題
を
み
ず
か
ら
引
き
う
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
神
の
存
在
や
不
死
の
聞
題
を
ふ
く

　
　
み
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
う
一
つ
の
第
二
版
の
序
文
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
そ
う
い
う
形

　
　
而
…
上
学
の
学
問
的
性
格
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
数
学
的
自
然
学
と
の
対
比
に
よ
っ
て
考
え
る
。
十
七
世
紀
以
来
の
数
学
的
自
然
学
は
す
で

　
　
に
軌
道
に
乗
っ
て
お
り
、
原
理
が
確
立
さ
れ
て
い
て
、
後
人
は
先
人
の
業
績
を
つ
い
で
視
野
を
連
続
的
に
ひ
ろ
げ
て
来
て
い
る
。
し
か
る

　
　
に
形
樹
上
学
で
は
原
理
そ
の
も
の
が
絶
え
ず
改
め
て
問
題
と
せ
ら
れ
、
甲
論
乙
駁
し
て
決
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
形
而
上
学
は
原
理
の
確

　
　
立
し
た
学
問
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
批
判
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
答
え
は
周
知
の
よ
う
に
、
形
下
上
学
を
自
然
学
と
な
ら
ぶ
理
論
的
学
問
と
し
て
立
て
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
改
め
て
そ
れ
を

　
　
倫
理
学
に
も
と
ず
け
、
道
徳
的
世
界
観
と
し
て
解
釈
し
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
か
れ
は
、
　
「
信
仰
に
場
所
を
明
け
る

　
　
た
め
に
知
識
を
す
て
る
」
こ
と
と
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
コ
ト
ス
や
オ
ッ
カ
ム
、
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
、
か
ら
う
け

　
　
つ
が
れ
た
態
度
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
し
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
方
法
的
論
理
の
上
で
は
知
識
と
信
仰
と
を
分
か
つ
規
準
は
、
論
証
法
（
「
ア
ナ
リ
テ
ィ
ク
」
）
と
弁
証
法
（
「
デ

　
　
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
し
）
の
区
別
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
た
勲
爵
、
ま
た
十
三
世
紀
の
ス
コ

　
　
ラ
哲
学
と
十
七
世
紀
の
哲
学
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
た
も
の
、
の
継
承
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
し
か
し

　
　
内
容
的
に
知
識
と
信
仰
と
の
境
界
は
ど
こ
に
引
か
れ
て
い
る
か
。
　
「
純
粋
理
性
批
判
」
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
数
学
的
自
然
学
す
な
わ

　
　
ち
客
観
的
世
界
認
識
と
、
倫
理
的
宗
教
的
信
念
と
の
間
に
そ
の
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
践
哲
学
を
や
は
り
理
性
的
認
識
（
「
実

　
　
践
的
認
識
」
）
と
す
る
「
実
践
理
性
批
判
」
に
お
い
て
は
、
道
徳
と
宗
教
（
神
話
）
と
の
間
に
そ
の
線
は
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
筆
者
は
オ
ッ
カ
ム
や
デ
カ
ル
ト
が
強
く
引
い
た
線
で
あ
り
、
後
者
は
す
で
に
早
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
線
で
あ
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る
。

　
　
哲
学
鷹
M
究
　
第
五
百
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

わ
れ
わ
れ
は
、
上
来
西
洋
哲
学
の
特
徴
と
見
て
来
た
憲
を
、
カ
ン
ト
の
哲
学
の
中
に
も
再
認
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
は
や
蛇
足
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
点
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
世
界
観
の

側
面
で
は
、
第
一
に
さ
き
に
十
三
・
四
世
紀
に
お
け
る
信
仰
と
理
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
諸
々
の
見
地
の
す
べ
て
が
、
哲
学
に

お
い
て
自
由
に
あ
ら
わ
に
表
現
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
世
に
お
い
て
抑
え
ら
れ
た
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
派

の
自
然
主
義
は
、
科
学
的
自
然
主
義
と
い
う
形
に
な
っ
て
す
で
に
十
八
世
紀
に
哲
学
の
飛
電
に
出
た
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
世
界
観
と
し
て

の
地
位
を
固
め
て
現
代
に
及
ん
で
い
る
。
同
様
に
神
秘
主
義
・
汎
神
論
の
立
場
も
、
カ
ン
ト
直
後
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
思
想
に
お
い
て
光

の
中
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
正
統
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
て
の
異
端
思
想
が
す
べ
て
陽
の
目
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ

ー
3
ス
ト
教
の
絶
無
性
の
主
張
は
、
そ
の
至
重
性
の
意
識
と
表
裏
す
る
こ
と
に
な
る
。
i
そ
し
て
第
二
に
こ
の
事
態
が
、
西
洋
哲
学
に
対

し
て
、
中
国
や
イ
ン
ド
の
異
種
の
思
想
的
伝
統
の
理
解
の
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
は
中

国
の
伝
統
の
評
価
を
は
じ
め
、
つ
づ
く
ロ
マ
ン
主
義
は
イ
ン
ド
の
汎
神
論
的
思
想
の
理
解
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
思
想
の
論
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
反
省
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
モ
デ
ル
と
し
て
採
る
こ
と
の
で
き
た
自
然
科
学
の
発
展
を
顧

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
十
九
世
紀
以
来
い
わ
ゆ
る
尊
門
化
が
著
し
い
が
、
そ
の
こ
と
の
意
味
は
よ
く
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

私
見
で
は
二
つ
の
点
が
大
切
だ
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
数
学
的
慮
然
学
に
よ
っ
て
十
七
世
紀
に
ひ
ら
か
れ
た
世
界
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知

覚
経
験
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
改
め
て
吟
味
を
う
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
経
験
の
多
く
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
生
物
や
人
間

の
科
学
的
探
究
の
進
み
に
沿
っ
て
、
改
め
て
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
同
じ
事
態
の
も

う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
論
理
的
分
析
に
お
い
て
も
十
九
世
紀
以
来
注
葭
す
べ
き
事
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
昔
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い

え
ば
、
オ
ッ
ヵ
ム
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
論
理
と
意
味
の
分
析
を
進
め
て
、
デ
カ
ル
ト
や
ニ
ュ
…
ト
ン
が
む
し
ろ
素
朴
に
直
観
的
に

方
法
と
し
た
…
数
学
と
の
つ
な
ぎ
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
発
見
に



お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
理
論
の
仮
言
的
性
格
の
確
認
で
あ
り
、
理
論
の
経
験
へ
の
結
び
つ
き
に
お
け
る
新
た
な
自
由
の
自
覚
で
あ
っ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
十
九
世
紀
以
来
現
代
に
至
る
、
世
界
観
と
論
理
と
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
動
き
は
、
い
ろ
い
ろ
な
評
価
を
う
け
て
い
る
。
世
界
観
に
関

し
て
は
相
対
主
義
乃
至
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
科
学
に
関
し
て
は
全
体
の
統
一
を
失
っ
た
専
門
化
と
し
て
、
否
定
的
に
見
ら
れ
も
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
ま
で
見
て
来
た
と
こ
ろ
に
大
過
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
西
洋
哲
学
の
特
徴
の
発
揮
で
あ
る
と
み
と
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
点
を
昧
ま
さ
ぬ
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
了
）

　
（
附
記
　
こ
の
小
論
は
昭
和
三
十
九
年
関
西
哲
学
会
に
お
け
る
公
開
講
演
の
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
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筆
者
　
京
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学
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哲
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THE　OUTLINES　OF　T［E［E　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outlineρノ05Zκんan　articlθas　aPPear5　in　more　than　one　necmberげtゐis

magaxine　is孟0ろθ9加θフ2　tog・ether　with　the　last　instalm8nt（ゾ彦ゐ8α7膚ticle．

Ckaracteristics　ef　Western　Philosephy

　　　　　　　　　　　　　b］　Matao　Noda

　　Tal〈ing　philosophy　in　a　broad　sense　as　is　found　in　the　phrase　‘from　myth

to　philosophy’，　the　Greek　tradition　of　it　is　only　one　among　the　three，　the

other　two　being　ancient　lndian　and　ancient　Chinese　sources．　lt　is　to　be　noted

that　these　three　traditions　started　approximately　at　the　same　time，　i．　e．　six

or　seven　centuries　B．　C．

　　The　Greek　feature　in　contrast　with　the　other　two　consisted　in　seeking　after

Iogical　and　mathematical　exactness．　Socrates　in　Plato　draws　a　sharp　line

between‘rhetorikざand‘dialektil〈ざ．　Plato　actually　would　put　whole　philo－

sophy　into　a　strictly　logical　system，　which　aspiration　of　Plato　seems　to　have

added　to　the　Socratic　method　of　question　and　answer　the　demand　for

thoroughness　in　every　philosophical　argument　that　it　should　a：．cend　up　to

first　basic　principles．　But　Aristotle，　in　founding　formal　logic，　seems　to　have

givenup　the　Platonic　demand　for　strictness　in　point　of　philosophical　argu－

ments，　so　that　the　dialectics（including　philosophical　arguments）was　put　mid－

way　between　exact　demonstrative　reasoning　and　rhetoric　as　a　‘cliaiectical’，

probable　sort　of　reasoning．

　　After　all　a　sharp　distinction　between　rhetoric　and　logic　is　what　we　find

characteristic　of　Greel〈　tradition　and　what　we　miss　in　lndian　and　Chinese

ones．　（lndians　developed　in　its　own　way　a　formal　logic　only　at　a　rauch　later

date，　while　with　the．　Chinese　rhetorical　forms　refined　themselves　so　as　to　be

of　use　even　in　philosphical　arguments．）　This　is　the　first　feature　of　XVestern

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



tradltlon　oi　philosophy　as　1　find　it．

　　The　second　feature　recurs　to　the　relation　between　myth　and　philosophy．

My　opinion　is　that　in　the　West　a　liigher　myth　than　the　ones　transcended　in

Greek，王ndian　and　Chinese　tradition　appeared　again　in　the　for斑of　Chr三sti－

anity　and　exercised　a　veritable　impact　upon　philosophical　tradition．　Western

philosophy　had　to　cope　with　the　tension　between　myth　and　philosophy　for

the　second　time　in　the　form　of　‘faith　and　reason’　during　the　whole　medieval

and　modern　period．　As　students　of　comparatlve　religion　would　say，　the

problem　of　faith　and　reason　is　peculiar　to　lslamic　and　Chrlstian　Nvorld　and

is　not　found　in　similar　strength　in　lndian　and　Chlnese　development　of

thought．　We　do　not負nd，　e．　g。　in　Chinese　recept擁of　Buddhism　into　its

own　Confucian　realm，　no　such　strong　tension　between　religien　and　philosophy

as　we　find　it　in　the　West．

　　Hence　the　development　of　Western　philosophy　from　the　middle　age　on

shows　in　its　formal　aspect　a　process　of　again　going　through　the　course　from

rhetoric　to　legic．　The　rhetorical　stage　of　philosophy　we　find　ln　early　middle

age，　the　dialectical　stage　we　notice　beginning　in　12．　or　13．　century　（scholas－

tic　philosophy），　and　the　mucli　more　demanding　aspiration　for　‘rr．iathesis　un－

versalis’　we　find　in　17．　century．　These　three　stages　roughly　correspond　with

Aristotelian　distinction　of　rhetoric，　dialectlcal　reasoning　and　the　demonstra－

tlve　one．

　　And　those　two　features　of　the　tradition　of　Western　phiiosophy，　i．　e．　the

demand　for　logic　in　contradistiRction　to　rhetoric　and　the　renewed　impact　of

a　higher　myth　upon　philosophy，　seem　to　allow　us　to　derive，　historically　and

even　rationa｝ly，　a　number　of　traits　we　find　ln　modern　Western　thought．　The

most　important，　among　others，　is　the　orlginatien　of　science　in　the　West．

　　Western　science　rr｝ight　roughly　be　regarded　as　a　product　of　Greel〈　dernand

for　exactness　and　also　of　the　effort　to　be　radically　free　from　evaluation　in

point　of　knowledge　of　the　world，　which　effort　began　to　appear　in　the　late

middle　age　on　account　of　the　strong　tension　between　reason　and　faith．

　　Another　trait　which　stril〈es　us　is　a　clear－cut　differentiation　of　Weltanschau－

ungen．　Christianity　when　secularized　would　produce　forms　of　dualistic　phi一

2



losophy　（e．　g．　Descartes，　Kant）．　Naturalisrn，　even　the　seientific　variety　of　it，

carries　with　it　the　stamp　of　Christian　heresy．　Pantheism　which　comes　to

fiourish　in　the　form　of　romanticism　might　be　regarded　as　derivative　of　the

mystic2sm　oppressed　in　the　middle　age．　Christianity　have　had　the　merit　of

sharply　distinguishing　types　of　Weltanschauungen　in　a　way　we　miss　in　the

other　tvLro　traditions．

　　At　last　we　may　scarcely　need　to　note　that　the　18．　century　naturalism　gave

to　the　NVestners　the　clue　to　understand　Chinese　thought，　and　that　the　roman－

tic　philosophy　since　the　end　of　18．　century　has　served　as　basis　for　the

XVestern　understanding　of　lndian　and　other　oriental　panthelstic　thought．

U難9四丁i難der　SeheUi鶏9’§cken　Freiheitsabka盤d蔓撒9

　　　　　　　　　　　　　　　　　von　K6ichi　Tsujimura

　　In　diesein　Aufsatz　haben　wir　versucl？t，　den　Schelling’schen　Begrillf　des

．Ungrundes”　elnigermaBen　zu　er6rtern，　der　von　ihm　selbst　als　der　，，hochste

Punkt”　und　d．　h．　hier　der　，，h6chste　Standpunkt”　der　ganzen　Untersuchung

tiber　das　XK・i　esen　der　menschlichen　Freiheit　bezeichnet　ist．

　　Um　uns　diesem　Standpunkt　zu　ntihern，　sind　wir　ven　der　，，Unterscheidung”

zwischen　，，dem　Wesen，　sofern　es　existiert”　und　，，dem　VVesen，　sofern　es　bloS

Grund　von　Existenz　ist”　ausgegangen．　Diese　Unterscheidung　von　，，ldealem”

und　，，Realem”　mit　der　entsl．）rechenden　Verbindung　von　beiden，　auf　der　alle

Frage　uncl　Antwort　Schellings　bis　zu　jenem　．h6chsten　Punkt”　gegrifndet　ist，

haben　wir　als　Wesenszug　desjenigen　Willens　exlautert，　“ber　den　er　sagt：

，，Wollen　ist　Ursein”．　Dag　alles　und　jedes　Seiende　（einsch！ieSlich　Gottes　und

Menschen）　hinsichtlich　seines　Seins　als　gleichzeitige　Unterscheidung　und

Verbindung　von　Realem　und　ldealem　gedacht　ist，　der　sogenannte　Real－ldea－

lismus　der　Schelling’schen　Seinslehre，　grUndet　also　in　dem　als　Seiendheit

e漁hrenen。Willen”

Aber　in　der　Freiheitsabhandlung　wie　auch　im　．Weltalter”　bleibt　Schelling

nicht　mehr　bloS　beim　，，Willen”　stehen，　auch　wenn　dieser　als　．Wiile　der　Liebe”

geoffenbart　wird，　sondem　er　fragt　noch　weiter　nach　dessen　．Urgrund”，　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3


