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理
性
と
は
：
：
分
別
か

荒
　
牧
典
　
俊

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
つ
い
て
、
い
ま
ま
で
か
じ
り
読
み
し
な
が
ら
思
惟
し
て
き
た
知
解
を
総
動
員
し
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
仏
教
思

想
史
の
か
な
り
の
数
の
基
本
文
献
を
文
献
学
的
に
解
読
し
思
惟
し
て
き
た
学
解
を
考
え
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
伝
統
の
哲
学
が
出
会

う
根
本
場
は
、
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
あ
れ
こ
れ
考
え
あ
ぐ
ね
た
挙
げ
句
に
、
わ
た
く
し
は
、
「
理
牲
と
は
・
：
・
分
別
か
」
と
疑
問

を
の
こ
し
た
ま
ま
、
本
稿
の
テ
ー
マ
を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
、
わ
た
く
し
の
よ
う
な
門
外
漢
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

哲
学
の
哲
学
す
る
思
惟
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
「
理
性
」
に
つ
い
て
何
程
の
こ
と
が
、
い
え
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
い
や
と
い

う
ほ
ど
自
覚
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
い
ま
、
地
球
環
境
時
代
を
開
く
べ
き
グ
ロ
ー
バ
ル
な
哲
学
の
可
能
性
が
模
索
さ
れ
つ

つ
あ
る
と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
出
会
い
の
根
本
場
を
探
求
す
る
こ
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
必
須
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
本
稿
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
つ
ぎ
の
五
項
で
あ
る
。

㈹

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
つ
い
て
は
、

　
理
性
と
は
：
：
分
別
か

と
も
か
く
、

あ
や
ふ
や
で
大
雑
把
で
あ
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

わ
た
く
し
が
お
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二

ぼ
ろ
げ
な
が
ら
理
解
し
得
た
か
ぎ
り
で
、
ヨ
ー
獄
ッ
パ
哲
学
の
「
理
性
」
が
問
い
の
こ
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
二
つ
の
根
本
聞
題
を
提

起
し
よ
う
、

　
　
ω
　
人
間
の
思
惟
と
し
て
の
「
理
性
」
の
有
限
性
の
根
拠
の
問
題
、

　
　
②
　
神
か
ら
の
思
惟
と
し
て
の
「
理
性
」
の
自
由
の
証
知
の
問
題
。

い
い
た
い
こ
と
は
、
こ
う
で
あ
る
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
久
し
い
伝
統
で
あ
る
思
惟
す
る
「
理
性
」
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
、
い
わ
ば

人
間
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
と
で
も
い
う
べ
き
二
重
の
「
理
性
」
を
一
つ
の
本
性
の
「
理
性
」
だ
と
混
同
し
つ
づ
け
て
き
た

が
故
に
、
人
間
の
「
理
性
」
の
有
限
性
の
根
拠
を
も
中
途
半
端
な
深
層
ま
で
し
か
究
明
し
得
て
い
な
い
し
、
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
自
由

自
在
さ
を
も
不
充
分
に
間
接
的
に
し
か
了
知
し
得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
伝
統
の
中
で
原

始
仏
教
の
諸
思
想
は
、
人
間
の
「
理
性
」
の
有
限
性
の
根
拠
を
究
極
の
最
深
層
ま
で
究
明
し
て
、
そ
こ
か
ら
解
脱
し
て
自
由
に
な
っ
て
い

る
し
、
大
乗
経
典
運
動
の
諸
思
想
は
、
仏
か
ら
の
「
理
性
」
の
自
由
自
在
さ
一
「
空
性
」
i
を
直
々
に
証
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
ち
ら
か
ら
し
て
「
無
生
進
撃
」
の
さ
と
り
へ
と
覚
悟
せ
し
め
ら
れ
、
「
仏
に
な
る
」
と
の
「
授
記
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
さ
ら
に
つ
づ
い
て
龍
樹
に
は
じ
ま
る
大
乗
仏
教
哲
学
の
諸
思
想
が
、
前
者
の
人
聞
の
「
理
性
」
の
根
本
真
理
と
後
者
の
仏
か
ら
の

「
理
性
」
の
根
本
真
理
と
は
、
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
か
、
し
か
も
一
つ
に
つ
な
が
り
あ
う
か
、
を
問
い
、
い
わ
ぽ
原
始
仏
教
と
大
乗

仏
教
の
根
本
真
理
を
区
別
し
つ
つ
相
即
さ
せ
る
仏
教
哲
学
そ
の
も
の
、
暮
雪
娼
叢
。
ω
8
ξ
9
切
鼠
蒔
田
ω
ヨ
の
根
本
真
理
を
究
明
し
よ
う

と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
、
や
が
て
中
国
仏
教
哲
学
と
も
な
り
、
日
本
仏
教
哲
学
と
も
な
り
、
そ
し
て
い
ま
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
時
代
の

仏
教
哲
学
と
も
な
る
べ
き
仏
教
誓
学
、
否
、
哲
学
そ
の
も
の
の
根
本
真
理
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
、
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
。
そ
こ
で
、

　
⑧
　
は
じ
め
に
原
始
仏
教
の
修
行
者
達
が
、
イ
ン
ド
古
代
祭
儀
文
化
の
堕
落
の
極
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ー
「
輪
廻
業
思
想
」
一
に
絶
望

し
て
出
家
し
、
そ
の
中
で
生
・
老
・
病
・
死
す
る
有
限
な
人
問
存
在
を
、
い
ま
こ
こ
の
自
己
自
身
に
お
い
て
超
克
し
よ
う
と
禅
定
思
惟
し
、



生
・
老
・
病
・
死
す
る
有
限
性
の
諸
根
拠
を
深
層
へ
深
層
へ
と
究
明
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
根
拠
は
「
縁
起
」
す
る
、
「
無
我
」
だ
、

と
「
縁
起
」
の
根
本
真
理
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
し
、
解
脱
し
て
自
由
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
第
一
の
根
本
問
題
、
人
間
の
「
理
性
」

の
有
限
性
の
根
拠
の
問
題
が
、
最
深
層
の
根
拠
か
ら
解
脱
す
る
と
こ
ろ
ま
で
究
明
さ
れ
て
い
る
、
と
要
論
し
よ
う
。

　
◎
　
つ
ぎ
に
大
乗
経
典
運
動
の
担
い
手
達
が
、
古
い
原
始
仏
教
時
代
の
終
末
た
る
「
仏
な
き
世
」
に
、
新
し
い
大
乗
仏
教
時
代
の
文
化

を
創
造
す
る
べ
く
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
方
か
ら
現
成
し
て
く
る
共
同
存
在
の
根
本
真
理
を
ほ
め
歌
い
つ
つ
三
昧
体
験
に
入
っ
て
、
そ
の
諸

仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
根
源
に
あ
る
共
同
存
在
の
根
本
真
理
、
あ
る
い
は
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
を
根
源
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
せ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
根
本
真
理
一
「
空
性
」
一
を
直
々
に
証
詳
し
て
根
本
転
下
せ
し
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
自
由
自
在
に
説
法
し

文
化
創
造
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
第
二
の
根
本
問
題
、
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
自
由
の
証
知
の
問
題
が
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
か
ら
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
慮
自
在
さ
を
直
々
に
証
漏
す
る
ま
で
開
明
さ
れ
て
い
る
、
と
要
論
し
よ
う
。

　
⑨
　
そ
し
て
第
三
に
、
大
乗
仏
教
最
初
の
哲
学
者
、
龍
樹
羅
σ
q
似
ユ
§
帥
が
、
大
乗
仏
教
の
根
本
真
理
「
空
性
」
の
自
由
自
在
さ
を
証

知
す
る
の
は
「
分
別
」
を
放
撰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
、
他
方
、
原
始
仏
教
の
根
本
真
理
「
縁
起
」
に
お
け
る
最
深
層
の
根
拠
た
る
「
無

明
」
と
は
「
彫
工
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
説
き
な
が
ら
、
し
か
も
前
者
の
「
空
性
」
が
「
分
別
」
を
放
捨
し
き
っ
て
い
る
こ
と
が
、
即

ち
後
者
の
「
縁
起
」
が
「
分
別
」
し
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
、
し
た
が
っ
て
「
空
性
」
は
即
ち
「
縁
起
」
だ
、
と
説
く
と
き
に
、
か
れ
は
、
「
分

励
」
を
放
捨
し
き
っ
た
「
空
性
」
に
お
い
て
、
仏
か
ら
の
慈
悲
に
よ
っ
て
説
法
す
る
「
分
別
」
が
再
生
す
る
の
だ
、
こ
れ
ら
二
重
の
「
分

別
」
は
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
も
一
つ
に
つ
な
が
り
あ
う
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
人
聞
の

「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
1
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
分
別
」
か
一
の
根
本
問
題
が
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
究
明
さ
れ
開
明

さ
れ
た
上
で
、
二
即
一
で
あ
る
、
と
説
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
要
論
し
よ
う
。

　
⑧
　
最
後
に
、
か
く
ヨ
1
ロ
ッ
パ
哲
学
の
「
理
性
」
が
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
人
間
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
を
同
一
本
性
を

も
つ
と
混
同
し
つ
づ
け
て
き
た
が
故
に
、
あ
く
こ
と
な
く
人
聞
の
「
理
性
」
を
増
長
さ
せ
、
ひ
た
す
ら
科
学
技
術
の
み
を
追
求
し
、
ど
ん

　
　
　
　
理
性
と
は
：
：
分
別
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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㎜
H

ど
ん
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
化
す
る
の
だ
、
と
批
判
し
て
、
い
ま
、
し
ば
し
「
理
性
と
は
：
：
分
別
か
」
と
思
惟
し
て
み
る
と
き
に
、
仏
教
の
根
本

真
理
、
「
空
性
」
即
「
縁
起
」
の
根
本
転
圓
が
は
た
ら
き
は
じ
め
る
か
も
知
れ
な
い
一
す
な
わ
ち
、
ひ
た
す
ら
科
学
技
術
の
み
を
追
求

し
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
化
し
て
き
た
人
聞
の
「
理
性
」
の
根
抵
に
自
我
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
に
絶
望
し
て
根
本
転
回
し
、
新
し
い
地
球

環
境
時
代
の
文
化
を
創
造
す
る
べ
く
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
自
由
一
す
な
わ
ち
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
生
命
の
根
源
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
空
性
」
か
ら
し
て
文
化
創
造
す
る
自
由
一
を
直
々
に
証
撫
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
的
伝
統
に
固
有
の

多
様
な
文
化
を
自
由
に
創
造
す
る
道
が
開
け
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
結
論
し
ょ
う
。
か
く
い
う
と
き
、
わ
た
く
し
は
、
仏
教
の
根
本
真
理

た
る
「
空
性
」
即
「
縁
起
」
と
は
、
仏
教
の
、
と
す
ら
限
定
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
い
わ
ぽ
哲
学
そ
の
も
の
の
根
本
真
理
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
中
国
に
お
い
て
も
、
葉
桜
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
仏
教
文
化
を
創
造
し
得
た
の
で
あ
り
、
い
ま
地
球
環
境
時
代

に
あ
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
的
伝
統
に
固
有
の
多
様
な
文
化
を
再
生
さ
せ
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
諸
文
化
の
根
源
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
ー
多
即
一
的
に
統
一
す
る
「
一
」
一
を
可
能
に
す
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
五
項
を
、
こ
こ
で
は
、
つ
ぎ
の
三
節
及
び
結
語
へ
と
、
ま
と
め
て
論
述
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
第
一
節
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
お
け
る
「
理
性
」
の
二
つ
の
根
本
問
題
一
人
間
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
i
（
以
上
の

み
、
本
稿
。
以
下
、
続
稿
）

　
第
二
節
　
原
始
仏
教
に
お
け
る
苦
悩
す
る
人
間
存
在
の
深
層
の
諸
根
拠
か
ら
の
爵
由
一
「
縁
起
」
思
想
の
成
立
と
そ
の
根
本
真
理

　
第
三
節
　
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
空
性
」
な
る
共
同
存
在
の
説
法
す
る
自
由
一
「
空
性
」
に
お
け
る
「
無
分
別
」
か
ら
「
有
分
別
」

ヘ
ー

　
結
語
　
　
「
理
性
と
は
：
：
分
鋼
か
」
一
地
球
環
境
時
代
の
哲
学
の
「
理
性
」
の
再
生
の
た
め
に
ー



第
一
節

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
お
け
る
「
理
性
」
の
二
つ
の
根
本
問
題

　
一
人
聞
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
1

　
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
源
流
で
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
、
そ
の
ま
た
源
流
で
あ
る
原
初
ギ
リ
シ
ャ
宗
教
の
伝
統
に
ま
で
遡
っ

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
根
本
性
格
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
古
典
学
の
精
華
の
一
、
男
琴
O
o
ヨ
h
o
旦
、
、
o
§

謁
乳
蒔
ご
固
き
、
ミ
、
霧
。
層
瀞
ヒ
”
目
Φ
這
（
団
p
・
弓
興
↓
o
容
ゲ
ぴ
。
舞
①
儀
．
ち
零
）
な
る
名
著
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
根
本
性
格
に
つ
い
て
興
味
深

い
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
の
を
、
感
動
し
て
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
か
れ
は
、
言
う
（
署
●
♪
お
“
し
島
Φ
帥
ρ
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
最

初
の
哲
学
者
タ
ー
レ
ス
の
テ
ー
ゼ
、

　
　
「
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
℃
ξ
ω
剛
。
。
は
、
水
で
あ
る
」

は
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、

　
　
「
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
は
、
冨
署
冨
を
内
に
も
つ
」

　
　
「
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
は
、
多
Φ
o
ω
に
満
ち
て
い
る
」

と
い
う
二
つ
の
テ
ー
ゼ
を
と
も
な
っ
て
い
た
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
第
一
の
℃
ξ
。
・
ジ
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
だ
け
が
単
行
す
る
よ

う
に
な
り
、
つ
づ
く
℃
超
。
冨
と
筈
8
ω
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
は
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
、
と
。
わ
た
く
し
が
感
動
し
た
の
は
、
そ
れ

ま
で
漠
然
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
は
、
コ
ス
モ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
噂
ξ
ω
一
ω
を
究
明
す
る
こ
と
に
主
た
る
関
心
を
向
け
て
き
た
が

故
に
、
℃
ξ
。
。
『
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
し
て
”
ξ
ω
置
か
ら
し
て
の
み
、
甥
閤
冨
や
芸
8
ω
を
問
う
た
の
で
あ
っ
て
、
い

わ
ぽ
直
々
に
、
現
象
学
的
に
、
冨
箸
冨
や
昏
8
ω
を
究
明
し
た
の
で
は
な
い
よ
う
だ
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
カ
ン
ト
な
ど
の
例
外
的

な
哲
人
を
別
に
す
れ
ば
、
や
っ
と
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
現
象
学
運
動
や
深
層
心
理
学
が
、
後
者
の
方
向
を
探
求
し
は
じ
め
た
、
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
）
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
。
ξ
ω
凶
の
そ
の
も
の
に
関
心
す
る
こ
と
、
い
ち
じ
る
し

　
　
　
　
理
性
と
は
：
：
分
別
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

く
鋏
如
し
て
い
た
如
く
で
あ
る
が
、
窃
饗
冨
や
チ
8
ω
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ぽ
直
々
に
、
現
象
学
的
に
、
き
わ
め
て
深
く
究
明
し
解
明

し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
だ
っ
た
か
、
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
門
外
漢
の
感
動
は
、

あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
い
ま
、
少
し
男
」
≦
●
O
o
鑓
｛
o
a
の
学
識
の
権
威
に
依
拠
し
て
、
想
像
を
た
く
ま
し

く
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
「
理
性
」
の
根
本
性
格
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
。

　
い
っ
た
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
お
け
る
「
理
性
」
（
＆
Φ
＜
Φ
ヨ
ロ
鼠
ρ
富
村
臥
ω
o
詞
3
Φ
H
＄
ω
o
コ
）
の
源
流
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
コ
。
器

や
ざ
α
q
8
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
も
、
そ
の
哲
学
の
原
初
に
あ
っ
て
は
、
い
ま
だ
人
間
の
「
理
性
」
と
神
か
ら

の
「
理
性
」
が
分
岐
す
る
以
前
の
、
い
わ
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
℃
ξ
ω
『
と
人
間
な
ど
の
陽
鴇
冨
と
神
々
な
る
昏
8
ω
が
一
つ
に

属
し
あ
う
共
同
存
在
の
根
本
真
理
に
お
い
て
体
験
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
タ
ー
レ
ス
は
、
お
そ
ら
く
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
”
ξ
ω
置
た
る
「
水
」
が
、
霊
亀
な
ど
の
聖
篭
冨
を
内
在
さ
せ
て
い
て
、
神
々

夢
8
の
に
満
ち
満
ち
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ら
の
共
岡
存
在
の
根
本
真
理
を
体
験
し
て
い
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
同
様

に
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
も
、
神
々
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
共
同
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
ざ
窃
q
o
ω
に
つ
い
て
、

　
　
「
も
し
も
、
…
…
ざ
鐙
。
ω
そ
の
も
の
に
聴
聞
す
る
な
ら
ぽ
、
叡
知
が
ひ
ら
め
い
て
回
。
ひ
q
8
と
一
つ
に
な
っ
て
言
う
、
『
あ
ら
ゆ
る
諸

　
　
存
在
は
一
つ
だ
』
と
」
（
蚤
ヰ
α
O
）

と
い
っ
た
と
き
、
神
々
聾
8
ω
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
ざ
α
q
。
ω
に
聴
聞
す
る
な
ら
ば
、
人
問
の
回
護
ぎ
に
最
高
の
叡

知
が
ひ
ら
め
い
て
、
そ
の
ご
σ
q
。
ω
と
一
つ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
は
一
つ
だ
」
と
。
ξ
ω
『
を
さ
と
っ
て
言
葉
ざ
碧
¢

を
い
う
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
、
そ
れ
ら
義
塾
置
と
。
塁
畠
。
と
夢
8
ω
の
共
同
存
在
の
根
本
真
理
が
体
験
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ざ
σ
q
8

を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
パ
ル
量
目
デ
ス
が
、
人
間
の
甥
鴇
冨
の
最
高
の
叡
知
た
る
き
葛
に
つ
い
て
、

　
　
「
さ
り
な
が
ら
同
一
で
あ
る
の
だ
一
8
⑦
ぎ
す
る
こ
と
と
存
在
す
る
こ
と
と
は
」
（
蚤
キ
ω
）

と
い
っ
た
と
き
も
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
℃
ξ
。
。
凶
ω
と
人
心
の
甥
箸
冨
の
最
高
の
叡
知
た
る
ぎ
諺
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
し
か
た
で
、



そ
れ
ら
の
根
源
の
共
同
存
在
の
根
本
真
理
が
体
験
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
原
初
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
づ
菖
ω
卿
ω
と
窃
饗
ぎ
と
窪
8
ω
の
共
同
存
在
を
さ
と
る
ざ
σ
q
。
ω
や
召
¢
ω
か
ら
、
ど

の
よ
う
に
し
て
溶
射
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
と
い
う
二
つ
の
「
理
性
」
が
、
分
岐
し
は
じ
め
た
か
、
そ
し
て
ソ
フ
ィ
ス
ト
達

の
多
様
な
哲
学
的
立
場
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
人
間
の
徳
を
探
求
す
る
哲
学
が
成
立
し
た
か
、
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し

の
よ
う
な
門
外
漢
に
は
ま
っ
た
く
至
難
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
何
ら
か
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
「
理
性
」
へ
の
堕
落
と
二
つ
の
「
理
性
」

へ
の
分
岐
が
あ
っ
た
、
と
考
え
て
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
嘘
ξ
ω
δ
の
探
求
が
は
じ
ま
っ
た
、
と
か
り
そ
め
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
お
そ
ら
く
、
ア
テ
ナ
イ
を
中
心
と
す
る
諸
都
市
国
家
文
明
が
発
達
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
多
様
な
諸
相
の
℃
ξ
。
。
置

を
探
求
す
る
諸
学
問
が
発
達
し
は
じ
め
、
多
様
な
諸
相
の
℃
ξ
。
。
一
ω
を
思
惟
す
る
ざ
ひ
q
。
ω
－
人
間
の
「
理
性
」
一
が
、
本
来
の
根
源

の
一
な
る
ロ
ξ
の
剛
ω
を
思
惟
す
る
一
。
σ
q
。
ω
一
神
々
か
ら
の
「
理
性
」
一
か
ら
分
岐
し
は
じ
め
る
よ
う
だ
。
し
か
も
そ
の
上
で
、
前
者

の
ざ
o
q
。
ω
も
、
多
様
な
諸
相
の
℃
ξ
ω
置
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
究
極
的
に
は
後
老
の
一
な
る
娼
ξ
ω
冨
を
真
知
す
る
ざ
α
q
。
ω
へ

と
到
達
し
完
成
さ
れ
る
は
ず
だ
、
両
者
は
同
じ
く
℃
ξ
ω
δ
を
究
明
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
両
者
の
本
性
の
混
同
が
は
じ
ま
る
よ
う
だ
。

そ
の
よ
う
な
混
同
に
よ
っ
て
こ
そ
形
而
上
学
の
根
本
問
題
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
、
「
諸
学
問
の
多
様
な
諸
相
の
喜
琶
。
。
を
思
惟
す
る

8
α
q
。
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
根
源
の
一
な
る
冒
ξ
ω
卿
ω
を
思
惟
す
る
ざ
σ
q
8
へ
と
完
成
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
体
系
化
さ
れ
る
か
」
と
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
諸
相
の
露
光
。
。
を
探
求
し
て
い
け
ぽ
、
つ
い
に
は
究
極
の
一
な
る
や
ξ
ω
貯
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
混
同
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
b
ξ
ω
置
に
つ
い
て
の
学
問
だ
け
が
発
達
し
、
他
方
で
、
　
霧
七
二
や
夢
8
ω
そ
の
も
の
を
現
象
学
的
に

直
々
に
究
明
す
る
道
が
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
い
え
ば
、
感
性
界
の
雑
多
な
諸
現
象
存
在
か
ら
区

別
さ
れ
た
イ
デ
ア
界
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
感
性
的
諸
存
在
の
諸
形
相
た
る
多
様
な
イ
デ
ア
を
思
惟
す
る
人
間
の
「
理
性
」
と
最
高
の
イ
デ

ア
た
る
最
高
善
を
思
惟
す
る
神
か
ら
の
「
理
性
」
が
、
何
ら
か
同
一
の
本
性
を
も
つ
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
理
性
と
は
：
：
分
別
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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「
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
を
存
在
せ
し
め
る
存
在
は
、
多
様
な
る
し
か
た
で
論
ぜ
ら
れ
る
」

と
思
惟
し
て
、
あ
る
い
は
可
能
存
在
と
現
実
存
在
を
区
別
し
て
詳
論
し
た
り
、
あ
る
い
は
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
に
含
ま
れ
る
諸
存
在
を
列
挙
し
た
り
、
な
ど
す
る
と
き
に
、
そ
の
よ
う
．
な
諸
存
在
の
多
様
な
る
℃
ξ
の
置
を
思
惟
す
る
人
間
の
「
理
性
」

と
そ
れ
ら
の
多
様
な
る
存
在
を
存
在
せ
し
め
る
一
な
る
喜
三
階
ω
を
思
惟
す
る
神
か
ら
の
「
理
性
」
と
の
混
同
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
上
で
は
じ
め
て
、
自
然
学
・
倫
理
学
・
論
理
学
な
ど
の
諸
学
問
を
探
求
し
、
そ
れ
ら
を
体
系
化
し
て
、
最
後
に
そ
れ
ら
を
全
体
と
し

て
根
拠
づ
け
る
べ
く
「
形
而
上
学
」
な
る
第
一
哲
学
を
思
惟
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
中
世
哲
学
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
「
理
性
」
の
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
新
し
い
時
代
の
真
理
と
し
て
旧
約
・
新
約
聖

書
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
啓
示
の
真
理
を
受
容
し
て
、
神
の
啓
示
の
真
理
を
弁
証
す
る
「
自
然
神
学
」
の
哲
学
体
系
を
構
築
し
て
い
っ
た

と
き
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
多
様
な
被
造
物
の
真
理
を
思
惟
す
る
人
間
の
「
理
性
」
と
三
位
一
体
の
神
か
ら
の
啓
示
を
受
け
て
思
惟
す
る
神
か

ら
の
「
理
性
」
と
を
何
ら
か
同
一
の
本
性
を
も
つ
と
混
託
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
中
世
哲
学
を
通
じ
て
、
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
る

真
理
が
、
ど
こ
ま
で
人
間
の
「
理
性
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
得
る
か
、
否
、
啓
示
に
よ
ら
ず
し
て
は
最
終
的
に
は
知
ら
れ
得
な
い
の
だ
、
と

い
う
点
が
論
争
さ
れ
つ
づ
け
ら
れ
た
の
も
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
「
理
性
」
が
、
半
可
の
「
理
性
し
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
混
同
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
近
世
哲
学
が
、
中
世
以
来
の
神
学
体
系
の
学
問
的
伝
統
か
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
自
立
し
て
い
く
法
学
・
医
学
・
自
然
学
な
ど
の
諸

学
問
を
、
好
し
い
近
世
主
体
の
根
本
真
理
か
ら
し
て
根
拠
づ
け
、
相
互
に
関
係
さ
せ
つ
つ
体
系
化
し
な
お
そ
う
と
し
た
と
き
に
も
、
そ
れ

ら
の
学
問
を
研
究
す
る
人
間
の
「
理
性
」
と
そ
れ
ら
を
根
拠
づ
け
る
｝
な
る
根
本
真
理
を
思
惟
す
る
神
か
ら
の
「
理
性
」
を
、
何
ら
か
同

一
の
本
性
を
も
つ
、
と
混
同
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
然
科
学
な
ど
の
諸
学
問
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

の
諸
真
理
を
探
求
し
発
見
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
自
体
も
、
人
間
の
「
理
性
」
だ
け
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の

「
理
性
」
の
探
求
の
極
限
に
お
い
て
は
、
神
か
ら
の
「
理
性
」
に
よ
る
発
見
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
二
つ
の
「
理
性
」
の
混
同



が
あ
っ
て
こ
そ
、
遂
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
、
科
学
技
術
を
追
求
し
つ
づ
け

る
「
理
性
」
の
根
抵
に
お
い
て
、
人
間
の
「
理
性
」
を
神
か
ら
の
「
理
性
」
だ
と
す
る
傲
慢
が
増
長
し
つ
つ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
．

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
形
而
上
学
の
歴
史
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
く
多
様
な
る
諸
存
在
の
存
在
を
思
惟
す
る
人
間
の
「
理
性
」
と
そ

れ
ら
を
存
在
せ
し
め
る
一
な
る
存
在
そ
の
も
の
を
思
惟
す
る
神
か
ら
の
「
理
性
」
を
混
同
し
て
区
別
す
る
こ
と
を
忘
却
し
て
き
た
一
と

い
う
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
所
謂
「
諸
存
在
と
存
在
と
の
存
在
論
的
区
別
の
忘
却
」
が
解
釈
で
き
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
一

こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
展
開
し
つ
づ
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
化
か
ら
中
世
キ
リ
ス

ト
教
文
化
へ
の
転
回
期
に
あ
っ
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
派
と
融
合
し
た
マ
ニ
教
を
経
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
思
想
へ
と

神
の
存
在
の
確
証
を
「
理
性
」
に
よ
っ
て
探
求
し
つ
づ
け
た
最
後
に
、
人
間
の
「
理
性
し
の
空
し
さ
に
絶
望
し
、
か
え
っ
て
人
間
の
悪
の

深
淵
に
直
面
し
た
と
こ
ろ
で
「
回
心
」
し
て
、
三
位
一
体
の
神
か
ら
の
恩
寵
を
讃
美
し
証
知
し
、
か
く
し
て
中
世
哲
学
を
開
基
し
た
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
人
間
の
「
理
性
」
の
有
限
性
が
如
実
に
体
験
さ
れ
、
そ
し
て
神
か
ら
の
「
理
性
」
が
直
々
に
証
知
さ
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
中
世
キ
リ
、
ス
ト
教
文
化
か
ら
近
世
主
体
文
化
へ
と
転
回
し
つ
つ
あ
っ
た
二
、
三
百
年
の
間
に
、
近
世
自
然
科

学
の
出
現
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
神
学
的
形
而
上
学
を
、
い
ま
一
度
、
確
固
不
疑
な
る
近
世
主
体
の
根
本
真
理
か
ら
し
て
再
構
築
し
ょ
う
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
の
近
世
的
形
而
上
学
が
展
開
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
近
世
的
形
而
上
学
が
内
包
す
る
諸
問
題
を
徹
底
的
に
思
惟
し
ぬ

い
て
、
自
然
科
学
を
も
ふ
く
め
て
近
世
的
形
而
上
学
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
感
性
直
観
の
空
－
時
系
及
び
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
；
体
系
に
条
件

づ
け
ら
れ
た
経
験
界
－
現
象
界
一
の
「
時
」
的
統
合
を
超
越
し
得
な
い
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
が
、
い
か
に
神
・
自
由
・
霊
魂
の
不

死
な
ど
に
つ
い
て
思
弁
し
よ
う
と
も
、
二
律
背
反
に
陥
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
本
性
は
、
経
験
界
の
因
果
律
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
原
理
を
不

当
に
越
権
し
て
拡
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
人
間
の
「
理
性
」
！
「
理
論
理
性
」
一
の
有
限
性
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
批
判
し
、
し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
、
「
最
高
善
」
「
自
的
の
王
国
」
「
神
の
国
」
な
ど
と
よ
ぼ
れ
る
神
の
共
同

存
在
そ
の
も
の
が
、
い
か
に
し
て
、
そ
し
て
ど
こ
ま
で
、
感
性
・
悟
性
の
認
識
能
力
か
ら
年
玉
な
、
「
純
粋
し
な
実
践
理
性
に
よ
っ
て
道
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〇

徳
的
に
要
請
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
証
知
さ
れ
る
か
、
ま
た
同
じ
く
「
純
粋
」
な
判
断
力
に
よ
っ
て
美
的
あ
る
い
は
目
的
論
的
に
要
請
さ

れ
証
知
さ
れ
る
か
、
を
問
う
て
神
か
ら
の
「
理
性
」
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
批
判
し
、
か
く
し
て
近
世
哲
学
を
開
基
し
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、

人
間
の
「
理
性
」
の
有
限
性
が
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
、
そ
し
て
神
か
ら
の
「
手
招
」
が
「
純
粋
」
に
要
請
さ
れ
る
と
い
う
し
か
た
で
証

知
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
形
而
上
学
の
歴
史
が
古
代
か
ら
中
世
へ
と
根
本
転
回
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
人
間
の
「
理
性
」
へ
の
絶
望
か
ら
回
心
し
て
、
三
位
一
体
の
神
か
ら
の
恩
寵
を
讃
美
し
証
心
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

中
世
か
ら
近
世
へ
と
根
本
転
回
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
、
人
間
の
理
論
理
性
の
有
限
性
に
不
安
に
な
っ
て
批
判
し
、
「
神
の

国
」
を
昌
的
と
し
て
純
粋
に
意
志
す
る
道
徳
的
実
践
理
性
及
び
美
的
・
昌
的
論
的
判
断
力
に
開
か
れ
る
自
慮
を
証
知
し
ょ
う
と
し
て
批
判

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
お
い
て
は
、
人
聞
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、

と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
の
中
世
キ
リ
ス
ト
教
神
学
も
、
カ
ン
ト
以
後
の
近
世
観
念
論
哲
学
も
、

や
は
り
、
ふ
た
た
び
、
ま
た
人
間
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
を
同
一
本
性
の
「
理
性
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
混
同
し
な
が
ら
、

あ
る
い
は
神
学
体
系
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
観
念
論
哲
学
体
系
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
を
体
系
化
し
て
一
な
る
存
在
そ
の
も
の
を

究
明
し
よ
う
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
も
し
、
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
形
而
上
学
の
悠
久
の
歴
史
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
カ
ン
ト
の
哲
学
が
、
む
し
ろ
例
外
的

に
人
間
の
「
理
性
」
の
有
限
性
に
絶
望
す
る
の
で
あ
り
、
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
自
動
を
讃
美
し
た
り
、
純
粋
に
道
徳
的
、
あ
る
い
は
美

的
・
霞
的
論
的
に
証
知
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
人
間
の
「
理
性
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
を
存
在
論
的
に
区
隠
し
て
い
る

一
諸
存
在
と
存
在
を
存
在
論
的
に
区
別
し
て
い
る
一
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
を
根
本
転
河
す
る
の
だ
、
と
す
る
な
ら

ぽ
、
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
中
の
原
始
仏
教
思
想
史
は
、
か
れ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
哲
人
達
が
人
間
の
「
理
性
」
の
有
限
性
に
絶
望
す

る
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
淵
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ー
「
輪
廻
業
思
想
」
i
に
絶
望
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
は
る
か
に
深
く
無
意
識
の
深
層

の
諸
層
を
き
わ
め
て
最
深
層
の
根
拠
か
ら
解
脱
し
て
自
慮
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
大
乗
仏
教
思
想
史
は
、
か
れ
ら
が
神
か
ら
の
「
理
性
」



を
信
仰
的
に
、
あ
る
い
は
道
徳
的
・
美
的
・
月
露
論
的
に
認
知
し
て
い
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
現
象
学
的
に
直
々
に
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
方
か

ら
現
成
し
て
く
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
讃
嘆
し
つ
つ
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
入
り
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
そ
の
も
の
一

「
空
性
」
1
を
さ
と
っ
て
い
る
、
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
『
実
践
理
性
批
判
』

『
判
断
力
批
判
』
の
三
批
判
哲
学
が
問
題
に
し
た
根
本
問
題
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
原
始
仏
教
思
想
史
の
根
本
問
題
と
大
乗
仏
教
思
想
史

の
根
本
聞
題
を
提
起
し
て
お
い
て
、
以
下
の
本
論
へ
の
問
題
提
起
と
し
、
か
つ
ま
た
「
理
性
と
は
：
：
分
別
か
」
と
問
う
こ
と
の
現
代
的

意
義
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
ω
　
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
及
び
『
実
践
理
性
批
判
』
と
原
始
仏
教
思
想
史
の
根
本
問
題

　
ω
　
カ
ン
ト
が
、
近
代
自
然
科
学
的
世
界
及
び
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
近
世
雲
形
而
上
学
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
人
間
の
「
理
性
」
は
、

唯
々
、
現
象
世
界
を
認
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
け
っ
し
て
実
在
世
界
を
真
知
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
人
間
の
「
理
性
」
の
限
界
を
見
き

わ
め
て
不
安
に
な
り
、
全
体
的
か
つ
根
砥
的
に
批
判
し
た
よ
う
に
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
は
じ
ま
る
原
始
仏
教
思
想
史
も
、
イ
ン
ド
古

代
祭
儀
文
化
が
堕
落
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ー
「
輪
廻
業
思
想
」
i
の
内
で
生
・
老
・
病
・
死
す
る
存
在
は
、
ま
っ
た
く
無
常
・
苦
・
無

我
だ
、
と
人
問
存
在
の
有
限
性
を
究
明
し
て
、
全
体
的
か
つ
根
素
的
に
絶
望
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
原
始
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ

う
に
輪
廻
業
思
想
に
絶
望
し
て
い
る
か
、
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ω
　
カ
ン
ト
が
、
か
か
る
人
間
の
「
理
性
」
の
最
深
層
の
根
拠
と
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
空
日
時
系
を
直
観
す
る
感
性
直
観
と
諸
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
「
時
」
的
に
図
像
化
す
る
構
想
力
と
「
わ
れ
思
惟
す
」
に
よ
っ
て
統
合
す
る
統
覚
を
思
惟
す
る
に
至
っ
た
よ
う
に
、
原
始
仏
教

思
想
史
も
、
輪
廻
業
思
想
の
根
拠
を
深
層
か
ら
深
層
へ
と
究
明
し
て
い
っ
て
識
無
辺
処
、
非
想
非
非
想
処
な
ど
の
「
無
色
定
」
世
界
を
発

見
し
、
そ
こ
に
お
い
て
深
層
の
諸
存
在
と
し
て
概
念
構
想
す
る
社
会
存
在
（
想
）
や
因
果
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
流
転
す
る
歴
史
存
在

（
行
）
や
そ
れ
ら
を
根
拠
づ
け
る
「
意
識
の
流
れ
」
（
識
）
及
び
そ
こ
に
は
た
ら
い
て
い
る
「
時
」
的
所
有
や
自
我
意
識
を
発
見
し
て
い
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る
。
こ
こ
に
お
い
て
原
始
仏
教
思
想
史
は
、
禅
定
修
行
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
諸
深
層
存
在
を
究
明
し
て
い
く
か
、
が
問
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

　
㈲
　
か
く
カ
ン
ト
が
、
人
間
の
「
理
性
」
の
最
深
層
に
は
た
ら
く
「
時
」
的
に
図
像
化
す
る
構
想
力
と
「
わ
れ
思
惟
す
」
の
統
覚
を
究

明
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
構
想
し
思
惟
し
つ
つ
あ
る
思
惟
の
自
発
性
が
即
ち
い
わ
ゆ
る
「
超
越
論
的
自
由
」
で
あ
り
、
そ
の
自
由
が
即
ち

「
純
粋
」
に
道
徳
を
実
践
す
る
「
実
践
的
自
由
」
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
自
由
の
深
奥
の
事
実
を
発
見
し
た
よ
う
に
、
原
始
仏
教
思
想
史

も
、
あ
ら
ゆ
る
所
有
を
放
黒
し
て
出
家
し
、
厳
し
い
戒
律
を
守
り
な
が
ら
禅
定
修
行
し
て
、
最
深
層
の
根
拠
た
る
「
時
」
的
所
有
や
「
意

識
の
流
れ
」
を
究
明
し
、
つ
い
に
そ
れ
が
「
無
我
」
で
あ
る
、
「
縁
起
」
す
る
、
と
さ
と
っ
て
根
本
転
回
し
、
解
脱
し
て
自
由
に
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
原
始
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
最
深
層
の
所
有
や
「
意
識
の
流
れ
」
か
ら
根
本
転
回
し
解
脱
し
て
自
由
に
な

っ
て
い
る
か
、
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
G
ゆ
　
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
及
び
『
判
断
力
批
判
』
と
大
乗
仏
教
思
想
史
の
根
本
問
題

　
ω
　
カ
ン
ト
が
、
は
る
か
か
な
た
に
「
最
高
善
」
「
目
的
の
王
国
」
「
神
の
国
」
な
ど
一
そ
れ
ら
は
神
の
共
同
存
在
そ
の
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
一
を
要
請
す
る
故
に
、
い
か
な
る
感
性
的
動
機
も
混
入
し
な
い
よ
う
に
「
純
粋
」
に
自
由
意
志
に
よ
っ
て
道
徳
法

則
を
実
践
す
る
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神
の
共
同
存
在
を
目
的
理
念
と
す
る
故
に
、
崇
高
美
や
芸
術
美
を
「
純
粋
」
に
自
由
に
判
断
し
、

自
然
の
進
化
や
歴
史
の
発
展
を
臼
的
論
的
に
「
純
粋
」
に
自
由
に
判
断
す
る
、
そ
の
よ
う
な
実
践
理
性
や
判
断
力
と
い
っ
た
、
い
わ
ぽ
神

か
ら
の
「
理
性
」
の
「
純
粋
」
な
る
自
由
の
事
実
の
内
に
お
い
て
の
み
神
の
共
同
存
在
を
車
知
し
ょ
う
と
し
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
思
想

史
も
、
「
仏
な
き
世
」
に
、
は
る
か
か
な
た
の
仏
国
土
に
い
ま
す
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
に
向
か
っ
て
誓
願
し
繊
悔
し
回
向

し
礼
讃
し
つ
づ
け
て
、
「
無
我
」
に
な
り
き
っ
て
三
昧
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
が
、

そ
ち
ら
か
ら
し
て
創
成
し
て
き
て
「
不
退
転
」
あ
る
い
は
「
無
生
法
難
」
の
宗
教
体
験
を
体
得
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
大
乗
仏
教
思



想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
は
る
か
か
な
た
の
仏
国
土
に
い
ま
す
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
を
翌
翌
し
礼
讃
し
つ
づ
け
て
「
無
生
法

忍
」
を
体
得
す
る
か
、
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
②
　
カ
ン
ト
が
、
ま
ず
第
一
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
人
間
の
「
理
性
」
の
全
体
系
の
か
な
め
の
礎
石
と
し
て
「
超
越
論
的
自

慮
」
を
発
見
し
、
つ
ぎ
に
『
実
践
理
性
批
判
』
や
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
そ
の
「
自
由
」
が
、
即
ち
実
践
理
性
や
判
断
力
と
い
っ

た
神
か
ら
の
「
理
性
」
に
も
と
づ
い
て
「
純
粋
」
に
道
徳
を
実
践
し
、
「
純
粋
」
に
美
的
あ
る
い
は
目
的
論
的
に
判
断
す
る
「
実
践
的
自

虚
」
で
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
人
間
存
在
の
自
由
の
深
奥
の
事
実
を
究
明
し
な
が
ら
、
（
か
く
ほ
と
ん
ど
人
問

の
「
理
娃
」
と
神
か
ら
の
「
理
性
」
を
区
別
す
べ
き
自
由
の
深
奥
の
事
実
に
ま
で
達
し
な
が
ら
、
）
あ
く
ま
で
も
人
里
の
「
理
性
」
が
即

ち
神
か
ら
の
「
理
性
」
だ
、
と
混
同
し
て
思
惟
し
つ
づ
け
た
、
（
カ
ン
ト
で
す
ら
も
、
そ
れ
を
免
れ
な
か
っ
た
）
が
故
に
、
人
間
の
「
理

性
」
が
転
滅
し
て
は
じ
め
て
、
神
か
ら
の
「
理
性
」
が
そ
ち
ら
か
ら
し
て
現
成
す
る
、
と
い
う
根
本
転
回
を
さ
と
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
し

て
そ
れ
故
に
は
る
か
か
な
た
に
神
の
共
同
存
在
を
要
請
し
、
は
る
か
か
な
た
に
神
の
共
同
存
在
を
目
的
理
念
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
に

対
し
、
大
乗
仏
教
思
想
史
は
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
共
同
存
在
を
礼
讃
し
つ
づ
け
て
「
無
我
」
に
な
り
き
り
、
か
く
最
深
層
の
無
根
を
断
ち

き
り
、
そ
の
意
昧
で
人
間
の
「
理
性
」
が
転
滅
し
た
と
こ
ろ
で
、
三
昧
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
入
り
、
そ
こ
へ
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共

同
存
雀
そ
の
も
の
な
る
「
空
性
」
が
、
そ
ち
ら
か
ら
し
て
現
成
し
て
き
て
「
無
生
法
喜
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
せ
し
め
ら
れ
、
か
か
る

し
か
た
で
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
そ
の
も
の
が
「
空
性
」
で
あ
る
こ
と
を
直
々
に
さ
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
大
乗
仏

教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
そ
の
も
の
た
る
「
空
性
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
写
せ
し
め
ら
れ
る
か
、

が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
㈲
　
カ
ン
ト
が
、
人
類
の
歴
史
は
、
人
類
の
始
祖
以
来
の
「
堕
落
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
究
極
的
に
は
「
最
高
善
」
「
目
的
の
王
国
」

「
神
の
国
」
へ
向
か
っ
て
進
歩
す
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
で
は
、
人
類
の
歴
史
は
、
如
何
と
も
し
難
い
「
堕

落
」
へ
の
傾
向
性
を
根
づ
よ
く
残
し
て
い
る
、
近
代
自
然
科
学
的
世
界
で
す
ら
も
現
象
界
に
す
ぎ
な
い
、
実
在
す
る
善
そ
の
も
の
で
は
な

　
　
　
　
理
性
と
は
：
：
分
別
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
折
旧
勲
子
研
…
究
　
第
五
百
六
－
丁
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

い
、
と
批
判
し
、
他
方
で
は
、
そ
れ
で
は
「
神
の
国
」
は
い
か
に
し
て
地
上
に
実
現
さ
れ
る
か
、
「
純
粋
」
に
道
徳
善
を
実
践
し
、
「
純

粋
」
に
美
的
、
昌
的
論
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
、
と
批
判
し
た
故
に
、
人
類
の
歴
史
の
中
に
生
き
る
人
闘
の
内
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
の
も
と
と
な
る
「
根
元
悪
」
と
「
神
の
国
」
へ
向
か
う
道
徳
善
が
格
闘
す
る
か
、
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
懇
想
史
も
、
イ
ン
ド
古
典
哲
学
体
系
の
成
立
や
原
始
仏
教
思
想
の
阿
毘
達
磨
哲
学
化
を
眼
の
あ
た
り
に
し
て
、

そ
れ
ら
の
諸
哲
学
の
根
抵
に
は
「
分
別
」
が
は
た
ら
い
て
い
る
、
と
徹
底
的
に
批
判
し
、
そ
れ
ら
の
「
分
別
」
を
放
噂
し
き
っ
た
「
空

性
」
こ
そ
が
根
本
真
理
だ
、
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
大
乗
仏
教
の
根
本
真
理
「
空
性
」
は
、
原
始
仏
教
の
根
本
真
理
「
縁
起
」

と
ま
っ
た
く
別
か
、
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
両
者
は
二
即
一
で
あ
る
、
即
ち
後
者
の
「
縁
起
」
は
「
無
明
」
あ
る
い
は
「
分

別
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
無
明
」
あ
る
い
は
「
分
別
」
が
転
滅
し
て
こ
そ
、
前
者
の
「
空
性
」
の
転
成
が
あ
る
（
し
た

が
っ
て
両
者
は
区
別
さ
れ
る
）
、
し
か
し
他
方
、
前
者
の
「
空
性
」
に
お
い
て
、
後
者
の
「
縁
起
」
の
「
分
別
」
が
、
ふ
た
た
び
慈
悲
に

よ
っ
て
回
復
さ
れ
て
説
法
す
る
よ
う
に
な
る
（
し
た
が
っ
て
一
つ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
）
、
と
仏
教
哲
学
、
書
斎
一
一
8
8
ξ
。
h
じ
d
＆
象
一
ω
ヨ

を
思
惟
し
は
じ
め
る
。
こ
こ
に
お
い
て
大
乗
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
大
乗
仏
教
の
根
本
真
理
「
空
性
」
に
お
い
て
原
始
仏
教
の
根

本
真
理
「
縁
起
」
を
園
復
す
る
こ
と
を
思
惟
す
る
か
、
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
形
而
上
学
の
伝
統
の
中
で
も
、
中
世
哲
学
か
ら
近
世
哲
学
へ
の
根
本
転
回
を
最
も
深
く
厳
密
に
思
惟
し
た

で
あ
ろ
う
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
批
判
の
哲
学
の
根
本
問
題
と
鰐
比
さ
せ
な
が
ら
、
原
始
仏
教
思
想
史
と
大
乗
仏
教
思
想
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の

根
本
聞
題
を
提
起
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
か
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
形
而
上
学
の
伝
統
の
中
で
も
、
む
し
ろ
例
外
的
に
深
く

人
悶
の
「
理
性
」
の
有
限
性
の
深
層
の
根
拠
を
究
明
し
て
「
超
越
論
的
自
由
」
を
発
見
し
、
ま
た
例
外
的
に
「
純
粋
」
に
道
徳
を
実
践
し
、

美
的
・
目
的
論
的
に
判
断
し
て
、
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
「
実
践
的
自
由
」
を
証
溶
し
よ
う
と
し
た
カ
ン
ト
で
さ
え
も
、
い
ま
、
一
歩
、

　
　
ω
　
人
闘
の
「
理
性
」
の
有
限
性
の
最
深
層
の
諸
根
拠
か
ら
「
超
越
論
的
」
に
自
由
に
な
る
根
本
転
回
、



　
　
②
　
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
「
実
践
的
自
由
」
を
直
々
に
さ
と
る
根
本
転
回
、

を
究
明
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
だ
、
と
す
る
な
ら
ぽ
、
原
始
仏
教
思
想
史
と
大
乗
仏
教
思
想
史
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
上
述
の
よ
う
な

根
本
問
題
を
問
い
答
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
本
転
回
が
ど
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
る
か
、
を
究
明
し
て
み
る
こ
と
は
、
い
ま
、
ヨ
ー
μ

ッ
パ
と
仏
教
と
の
二
つ
の
哲
学
の
伝
統
の
出
会
い
の
根
本
場
を
準
備
す
る
所
以
と
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
一
度
、
そ
れ
ら
の

諸
課
題
だ
け
を
取
り
出
し
て
お
く
と
、

　
　
ω
ω
　
原
始
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
輪
廻
業
思
想
に
絶
望
し
て
い
る
か
。

　
　
　
②
　
原
始
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
深
層
の
諸
根
拠
を
究
明
し
て
い
る
か
。

　
　
　
③
　
原
始
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
最
深
層
の
「
意
識
の
流
れ
」
が
「
縁
起
」
す
る
こ
と
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
し
、
自
由

　
　
　
　
　
に
な
っ
て
い
る
か
。

　
　
ω
ω
　
大
乗
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
は
る
か
か
な
た
の
仏
国
土
に
い
ま
す
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
を
願
求
し
礼

　
　
　
　
　
讃
し
つ
づ
け
て
「
無
生
法
忍
」
を
体
得
す
る
か
。

　
　
　
②
　
大
乗
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
そ
の
も
の
な
る
「
空
性
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
圓

　
　
　
　
　
せ
し
め
ら
れ
る
か
。

　
　
　
③
　
大
乗
仏
教
思
想
史
は
、
ど
の
よ
う
に
大
乗
仏
教
の
根
本
真
理
「
空
性
」
に
お
い
て
原
始
仏
教
の
根
本
真
理
「
縁
起
」
を
回
復

　
　
　
　
　
す
る
こ
と
を
思
惟
す
る
か
。

と
い
う
こ
と
と
な
る
。
は
じ
め
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
が
、
二
つ
の
「
理
性
」
を
混
同
し
つ
づ
け
た
が
故
に
、
人
間
の

「
理
性
」
に
よ
っ
て
、
多
様
な
る
娼
ξ
ω
『
を
探
求
し
て
い
け
ぽ
、
つ
い
に
は
神
か
ら
の
「
理
性
」
に
よ
り
、
一
な
る
℃
ξ
ω
置
を
真
知
す

る
の
だ
、
と
確
信
し
て
、
は
て
し
な
く
科
学
技
術
を
追
求
し
つ
づ
け
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
化
す
る
こ
と
を
如
何
と
も
し
難
い
の
だ
、
と
す
る
な

ら
ぽ
、
こ
れ
ら
の
仏
教
思
想
史
の
根
本
問
題
を
問
い
答
え
な
が
ら
、
人
間
の
「
理
性
」
の
根
抵
に
分
別
す
る
自
我
意
識
が
は
た
ら
い
て
い

　
　
　
　
理
性
と
は
：
：
分
別
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
晶
二
五
甲
日
六
山
－
六
ロ
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
六

る
こ
と
を
批
判
し
て
根
本
転
回
し
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
・
衆
生
の
共
同
存
在
「
空
性
」
が
現
成
し
て
き
て
根
本
転
回
せ
し
め
ら
れ
、
新
し
い

文
化
を
創
造
す
る
神
か
ら
の
「
理
性
」
の
分
別
を
批
判
的
に
回
復
す
る
、
と
い
う
新
し
い
「
理
性
」
批
判
が
必
須
だ
、
と
い
え
な
く
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
か
く
人
間
の
「
理
性
」
を
根
本
転
回
し
、
神
々
と
人
間
が
直
々
に
ぶ
つ
か
り
あ
う
「
空
性
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
せ
し

め
ら
れ
、
神
か
ら
の
「
理
性
し
を
回
復
す
る
、
と
い
う
新
し
い
「
理
性
」
批
判
の
可
能
性
の
探
求
一
そ
れ
が
「
理
性
と
は
：
：
分
別
か
」

と
い
う
主
題
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
二
重
の
根
本
転
回
は
、
　
一
で
あ
る
か
、
と
い
う
な
ら
ば
、
二
即
一
だ
、
と
い
う
よ
り
外
な
い
の
で
あ
る
が
、
最
後

に
は
、
い
ま
、
も
し
現
代
に
お
い
て
、
か
か
る
二
即
一
な
る
根
本
転
回
が
性
起
し
得
る
、
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
、
必
然
的
に
、
科
学

技
術
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
、
地
球
環
境
時
代
の
多
様
な
文
化
を
創
造
す
る
方
向
へ
転
回
せ
し
め
る
歴
史
の
根
本
転
回
と
な
る
で
あ

ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
思
惟
し
て
み
た
い
。

　
以
下
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
…
ロ
ッ
パ
哲
学
の
問
い
の
こ
し
た
で
あ
ろ
う
二
つ
の
根
本
問
題
と
の
照
応
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
も
、
ひ
と
ま

ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
伝
統
か
ら
離
れ
て
、
唯
々
、
イ
ン
ド
思
想
史
そ
の
も
の
の
内
的
動
性
に
即
し
て
、
原
始
仏
教
思
想
史
と
大
乗
仏

教
思
想
史
が
展
開
し
た
こ
と
を
要
論
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
、
そ
こ
に
お
い
て
、
上
述
の
よ
う
な
「
哲
学
」
の
根
本
問
題
が
問
わ
れ
答
え

ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
思
惟
し
て
み
た
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
（
以
下
、
続
稿
）

〔
附
記
〕
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
全
般
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
諸
著
作
に
負
い
、
中
世
哲
学
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
山
出
目
先
生
の
諸

著
作
に
負
っ
て
い
る
。
と
く
に
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
挑
判
』
と
『
判
断
力
批
判
』
の
理
解
は
、
〉
琴
⑦
山
型
普
♂
三
⑦
び
沁
竃
鼻
○
ミ
題
ミ
恥
↓
曹
§
貸

忌
恥
　
b
§
隷
§
硲
昏
露
盤
織
ミ
讐
馬
ミ
§
q
き
§
隣
竜
題
6
ミ
ら
ミ
、
苛
ぎ
§
織
蓬
無
偽
§
ミ
房
6
ぎ
9
軸
ミ
蝕
N
ミ
ぎ
ミ
冴
ら
》
§
葡
戴
鼻
6
ミ
、
跨
・
ミ
ミ
噂

↓
鶴
三
薦
曾
ω
2
巳
Φ
口
讐
触
↓
7
⑦
o
δ
α
q
冨
§
傷
層
三
ざ
ω
o
や
謀
Φ
b
切
9
卜
。
噛
竃
鋤
ぎ
辞
お
り
ド
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
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究
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授
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Isn’t　the　Western　Philosophical　‘Reason’

　　the　Buddhist　Philosophical　‘Vikalpa’？

by　Noritoshi　ARAMAKI

Professor　of　Buddhist　Studies

Institute　for　Research　in　Humanities

Kyoto　University

The　Western　philosophical　‘reason’　consists，　it　seems　to　me，　of　its　two

aspects　of　one　and　the　same　essence　as　follows：

　　1）　the　human　reason　striving　after　knowing　the　higher　and　higher　levels

of　general　truth　ultimately　to　ascend　to　the　supreme　knowledge　of　the

divine　and

　　2）　the　divine　reason　being　revealed　both　as　the　outermost　cosmic　truth

of　matter　and　the　innermost　moral　one　of　mind　somehow　to　be　known　by

the　human

and　therefore　the　Western　philosophical　‘reason’　has　ever　pursued　to

investigate　the　outermost　cosmic　truth　of　matter　and　only　secondarily　the

innermost　moral　one　of　mind　so　as　to　attain　the　supreme　knowledge　of

the　divine，　but，　in　reality，　to　degenerate　into　nihilism　through　losing　sight

of　the　divine．

　　On　the　contrary，　the　Buddhist　philosophical　‘vikalPa’　consists　of　its　two

kinds　fundamentally　distinguished　as　follows：

　　1）　the　human　and　sentient　beings’　vikalPa　as　the　deepest　subconscious
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conception　intersubjectively　conceiving　all　kinds　of　concepts　in　concomitance

with　the　ego－subconsciousness　and

　　2）　the　Buddhas’　and　bodhisattvas’　vikalPa　as　the　fundamental　cultural

creativity　communally　communicating　all　kinds　of　inspirations　into　the

spirits　of　human　and　sentient　beings

and　therefore　Buddhist　philosophical　‘vihalPa’　rneditates　1n　the　deepest

anxiety　to　be　converted　away　from　the　former　human　and　sentient　beings’

as　the　subconscious　conception　and　in　the　noblest　aspiration　to　be　converted

over　into　the　Buddhas’　and　bodhisattvas’　as　the　cultural　creativity．

　　lf　the　Western　philosophical　‘reason’　inevitably　degenerates　into　nihilism，

while　pursuing　the　scientific　and　technological　truths　further　and　further，

then　isn’t　it　time　now　to　refiect　whether　or　no　it　is　the　same　as　the

Buddhist　philosophical　‘vifealPa’　so　as　to　learn　how　to　convert　it　away

fro斑the　human　over　i撹。　the　dlvine～Here三n　the　present　paper　it　is

proposed　to　study　the　human　and　sentient　beings’　vifealPa　as　the　ignorance

（avidya一）　of　Early　Buddhism　and　the　Buddhas’　and　bodhisattvas’　vikalPa　as

the　compassionate　teaching　（uPdda－ya　ProjhaPti）　of　Mahayana　Buddhism．
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　　Darwin’s　account　for　the　origin　of　morality　in　The　Descent　of　Man　is

still　valuable；　because　he　has　provided　a　key　concept　for　sound　reduction－

isrn，　or　the　“dangerous　idea”　as　Daniel　Dennett　puts　it．　1　will　reconstruct

Darwin’s　argument　in　response　to　J．　G．　Shurman’s　criticisms　in　The　Ethical

bnPort　of　Dartvinism　（1887）．　Shurman’s　most　cogent　criticism　is　that
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