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フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

　
　
ー
ラ
ニ
ョ
ー
『
神
に
つ
い
て
の
講
義
』
を
め
ぐ
っ
て
一

杉
村
靖
彦

導

入

　
1
　
問
題
の
所
在

　
ま
ず
最
初
に
、
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
神
概
念
、
と
く
に
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
を
取
り
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
私
が
依
拠
し
て
い
る
問
題
枠

組
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　
現
在
の
私
の
研
究
を
導
い
て
い
る
も
っ
と
も
根
本
的
な
問
題
関
心
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
死
」
以
降
の
宗
教
哲
学
の
可
能
性
を
、
現
代
フ

ラ
ン
ス
思
想
の
諸
動
向
に
定
位
し
て
探
究
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
探
究
を
鼓
舞
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
事
態
と
し
て
、
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ミ
ニ
ク
・
ジ
ャ
ニ
コ
ー
が
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
神
学
的
転
回
」
と
名
づ
け
た
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
動
向
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ

こ
三
四
十
年
来
、
と
く
に
現
象
学
に
連
な
る
幾
人
か
の
主
要
な
思
想
家
が
、
現
象
学
の
徹
底
化
の
名
の
下
に
哲
学
を
大
胆
に
問
い
直
し
、
し

か
も
そ
の
問
い
直
し
を
、
宗
教
的
・
神
学
的
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
概
念
（
場
合
に
よ
っ
て
は
神
の
概
念
自
体
）
を
中
心
に
据
え
て
行
っ
て
き

た
。
そ
の
代
表
例
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
ア
ン
リ
、
マ
リ
オ
ン
で
あ
る
が
、
八
十
年
代
以
降
の
デ
リ
ダ
も
、
あ
る
観
点
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ニ
コ
ー
が
考
え
る
よ
う
な
単
な
る
「
宗
教
回
帰
」
で
は
な
い
。
「
神
の
死
」
の
宣
告
に
対
し
て
、

「
い
や
、
神
は
い
る
の
だ
」
と
い
う
主
張
を
ぶ
つ
け
る
だ
け
の
反
動
で
は
な
い
。
そ
こ
で
模
索
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ぽ
「
〈
神
の
死
V
以



降
の
神
」
を
問
う
た
め
の
道
で
あ
る
。
「
存
在
に
汚
さ
れ
な
い
神
」
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
）
や
「
存
在
な
き
神
」
（
マ
リ
オ
ン
）
と
い
っ
た
表
現
か

ら
、
そ
の
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
「
神
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
言
明
を
こ
の
上
な
く
真
摯
に
受
け
と
め
な
が
ら
、
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2
）

そ
れ
を
「
存
在
し
な
い
の
が
神
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
へ
と
反
転
さ
せ
る
思
索
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
「
〈
神
の
死
V
以
降
の
神
」
や
「
存
在
な
き
神
」
と
い
っ
た
考
え
は
、
現
象
学
の
徹
底
化
と
い
う
道
以
外
か
ら
も
問
題
に
で
き
る
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
証
示
す
る
も
の
と
し
て
私
が
注
目
し
て
い
る
の
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
思
潮
を
担
っ
た

ラ
ニ
ョ
ー
や
ナ
ベ
ー
ル
の
議
論
で
あ
る
。
彼
ら
の
い
う
「
反
省
」
は
、
現
象
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
さ
ら
に
手
前
の
「
自
我
の
内
密
性

（一

ﾃ
け
一
豊
凶
け
0
　
α
＝
　
筥
O
一
）
」
へ
と
遡
行
し
、
そ
こ
に
も
は
や
「
私
」
と
も
「
存
在
」
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
絶
対
の
働
き
を
見
分
け
る
。
そ
し

て
そ
れ
が
、
神
に
関
す
る
独
特
の
思
索
の
起
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
と
い
う
思
潮
は
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
か
ろ
う
じ
て
リ
ク
！
ル
が
、
自

ら
の
「
師
」
と
し
て
い
つ
も
ナ
ベ
ー
ル
の
名
を
挙
げ
、
自
己
の
思
想
が
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
こ
と
に
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）

よ
っ
て
、
こ
の
思
潮
と
現
代
哲
学
と
の
繋
が
り
が
保
た
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
自
己
の
内
へ
内
へ
と
屈
折
し
て
い
く
思
索
を

身
上
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
担
い
手
た
ち
は
、
纏
ま
っ
た
著
作
が
少
な
く
、
代
わ
り
に
読
解
困
難
な
数
々
の
遺
稿
を
残
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
こ
に
は
哲
学
史
を
方
向
づ
け
る
代
表
的
な
著
作
と
い
っ
た
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ぽ
、

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
的
な
思
索
の
仕
方
は
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
い
て
も
、
そ
れ
と
名
指
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
地
下
水
脈
の
よ
う
な
形
で

存
続
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
水
脈
を
掘
り
当
て
て
明
る
み
に
出
す
こ
と
は
大
変
な
苦
労
を
伴
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
そ
の

苦
労
に
値
す
る
豊
か
な
富
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
　
デ
カ
ル
ト
の
神
論
と
「
〈
神
の
死
〉
以
降
の
神
」

今
述
べ
た
問
題
に
は
さ
ま
ざ
窪
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
う
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

デ
カ
ル
ト
の
遺
産
が
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
活
用

二
九
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三
〇

さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
事
を
考
え
て
み
る
の
も
一
つ
の
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
神
の
問
題
と
の
関
わ
り
で
問
い

を
さ
ら
に
明
確
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
神
論
と
「
〈
神
の
死
〉
以
降
の
神
」
論
と
の
連
関
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
突
飛
な
問
題
設
定
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
は
あ
る
種
の
デ
カ
ル
ト
主
義
を
嫌
悪
し
、
放
逐
し
た
と
は

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
自
体
を
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
先
に
「
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
神
学
的
転

回
」
と
の
関
連
で
名
を
挙
げ
た
三
人
の
思
想
家
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
思
想
の
根
幹
部
分
を
デ
カ
ル
ト
に
負
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
「
神
学
的

転
回
」
は
、
『
省
察
』
に
つ
い
て
か
れ
ら
が
試
み
る
ユ
ニ
ー
ク
な
読
解
に
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
雷
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
各
人
が

デ
カ
ル
ト
に
ど
う
関
わ
る
か
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
、
か
れ
ら
の
デ
カ
ル
ト
受
容
に
共
通
す
る
基
本
的
発
想
を
象
り
だ
す
こ
と
は

で
き
る
。
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
デ
リ
ダ
の
デ
カ
ル
ト
へ
の
言
及
を
引
い
て
み
よ
う
。
フ
ー
コ
ー
の
デ
カ
ル
ト
読
解
に
論
争
を
挑
ん
だ
有

名
な
デ
カ
ル
ト
論
（
「
コ
ギ
ト
と
狂
気
の
歴
史
」
）
の
最
後
の
方
で
、
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
私
は
い
ろ
い
ろ
な
洞
察
を
フ

；
コ
ー
に
負
っ
て
い
る
が
、
か
れ
が
次
の
こ
と
を
よ
り
ょ
く
予
感
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
の
営
み
が
そ

の
本
質
と
企
図
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
デ
カ
ル
ト
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
も
っ
と
も
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
的

と
い
う
の
は
、
た
ぶ
ん
デ
カ
ル
ト
自
身
も
そ
う
理
解
し
て
い
た
と
思
う
が
、
デ
カ
ル
ト
的
で
あ
ろ
う
と
意
志
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
が
。
…
…
デ
カ
ル
ト
的
で
あ
ろ
う
と
意
志
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
思
考
が
そ
れ
自
身
に
告
知
さ
れ
る
原
点
で
あ
る
よ
う
な
、
悪
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魔
的
な
誇
張
を
⊥
言
お
う
と
1
意
志
す
る
こ
と
（
〈
o
巳
。
亨
虫
お
占
、
7
巻
興
ぴ
巳
Φ
留
ヨ
〇
三
ρ
二
①
）
で
あ
る
」
。

　
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
「
我
」
の
定
立
と
誇
張
的
懐
疑
と
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
神
の

存
在
と
善
性
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ギ
ト
の
明
証
性
の
真
理
性
が
保
証
さ
れ
、
学
の
堅
固
な
基
礎
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
保
証
」
へ
と
転
じ
る
手
前
で
、
「
我
」
と
「
神
」
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
の
省
察
を
捉
え
る
な
ら
ぼ
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
「
我
」
と
「
神
」
の
関
わ
り
を
無
限
観
念
目
有
限
に
お
け
る
無
心
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
「
第



三
省
察
」
の
発
想
の
重
要
性
で
あ
る
。
誇
張
的
懐
疑
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
（
デ
リ
ダ
流
に
言
え
ば
「
悪
魔
的
な
誇
張
を
⊥
言
お
う
と
一

意
志
す
る
こ
と
」
と
し
て
）
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
我
」
の
根
源
的
な
有
限
性
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
「
我
」
が
無
限
観
念
と
し
て

の
神
観
念
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
「
我
」
が
有
限
性
を
逃
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
有
限
性
の
自
覚
と
一
つ
の
事
柄
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
我
」
の
内
に
あ
っ
て
「
我
」
の
徹
底
的
な
有
限
性
を
知
ら
し
め
る
当
の
も
の
が
無
限
観
念
で
あ
り
、
「
我
」
と
「
神
」
の
関
わ

り
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
角
度
か
ら
見
た
場
合
、
「
神
」
は
、
「
我
」
に
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
仕
方
で
関

わ
る
が
、
け
っ
し
て
「
我
」
に
回
収
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
差
異
性
や
他
者
性
と
い
う
形
で
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
や
マ
リ
オ
ン
が
デ
カ
ル
ト
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
規
定
の
中
で
無
限
性
と
い
う
規
定
を
と
く
に
重
要
視
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
で

（
6
）

あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
私
が
問
い
た
い
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
無
限
観
念
の
意
味
は
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
問
い
方
だ
け
で
尽
く
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
差
異
性
や
他
者
性
に
即
し
た
神
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
記
述
不
可
能
な
も
の
の
記
述
、
主
題
化
不
可
能
な
も

の
の
主
題
化
と
い
う
形
を
と
る
。
そ
こ
に
畳
み
込
ま
れ
た
不
可
能
性
は
、
記
述
し
主
題
化
す
る
主
体
（
我
）
を
端
的
に
有
限
な
も
の
に
す
る
。

差
異
性
や
他
者
性
は
主
体
の
外
部
か
ら
到
来
し
、
有
限
な
・
王
体
は
た
だ
そ
の
劉
来
に
曝
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問

題
枠
組
の
な
か
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
（
と
く
に
『
省
察
』
の
そ
れ
）
を
貫
通
し
て
い
る
「
意
憲
」
や
「
自
由
」
と
い
っ
た
問
題
が

十
分
野
取
り
あ
げ
ら
れ
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
た
し
か
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
核
心
に
は
有
限
性
の
自
覚
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
手
放
し
で
意
志

や
自
由
が
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
全
て
を
疑
い
投
げ
捨
て
る
と
い
う
働
き
の
自
覚
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い

　
　
　
　
　
　
（
7
）

よ
う
な
意
志
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
意
志
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
志
の
自
覚
に
お
い
て
、
有
限
性
の

白
覚
と
そ
の
自
覚
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
の
無
限
性
へ
の
関
わ
り
が
生
起
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
無
限
観
念
を
、
神
の
存
在
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
「
保
証
」
へ
と
転
じ
る
手
前
で
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、

デ
カ
ル
ト
に
即
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
は
こ
の
意
味
で
の
意
憲
へ
と
送
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
と

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

一一
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き
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
が
「
第
四
省
察
」
の
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
悟
性
の
有
限
性
と
の
対
比
で
意
志
の
無
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

性
を
主
張
す
る
。
意
志
は
無
限
な
る
神
の
「
童
姿
」
と
い
う
意
味
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
し
く
も
つ
ぼ
ら
こ
の
第
四

省
察
の
デ
カ
ル
ト
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
重
要
な
発
想
源
と
し
て
い
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
で
あ
る
。
と
く
に
こ
れ
か
ら
取
り
あ
げ
る

ラ
ニ
ョ
ー
の
思
想
に
は
そ
の
よ
う
な
色
彩
が
濃
い
。
リ
ク
ー
ル
は
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
死
後
百
年
を
記
念
す
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
で
の
講
演
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
思
潮
〔
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
〕
が
後
盾
に
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。
だ
が
ど
の
デ
カ

ル
ト
か
。
第
一
省
察
の
デ
カ
ル
ト
は
、
懐
疑
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
先
導
者
と
な
る
。
第
二
省
察
の
デ
カ
ル
ト
は
、
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
カ
ン

ト
の
超
越
論
的
演
繹
へ
と
向
か
う
。
第
三
省
察
の
デ
カ
ル
ト
は
、
無
限
観
念
に
よ
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
『
全
体
性
と
無
限
』
へ
と
通
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

そ
し
て
第
四
省
察
の
デ
カ
ル
ト
、
そ
れ
は
判
断
理
論
の
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
こ
そ
が
ラ
ニ
ョ
ー
へ
と
通
じ
る
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
第
三
省
察
の
神
証
明
を
前
提
に
す
る
も
の
と
し
て
の
第
四
省
察
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
有
限
な
る
悟
性
の
提
示

す
る
観
念
を
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
働
き
、
す
な
わ
ち
判
断
に
お
け
る
意
志
作
用
の
無
限
性
の
帰
趨
を
ひ
た
す
ら
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
神
へ
と
通
じ
る
道
を
も
探
ろ
う
と
す
る
の
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
思
索
の
根
本
動
向
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
神
は
体
系
の
真
理
性
を
保
証

す
る
最
高
存
在
者
と
は
違
っ
た
形
で
探
究
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
こ
の
探
究
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
神
学
的

転
回
」
が
な
お
汲
み
つ
く
し
て
い
な
い
「
〈
神
の
死
V
以
降
の
神
」
の
思
索
へ
と
繋
が
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
を
と

り
あ
げ
る
私
の
関
心
は
そ
こ
に
存
し
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
思
索
と
そ
の
神
論
の
意
味
を
問
う
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
以
下
の
論
述
は
二
部
に
分

か
れ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
反
省
哲
学
の
基
本
特
徴
を
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
の
問
題
連
関
を
意
識
し
て
「
明
証
性
な
き
確
実
性
」

の
名
の
も
と
に
導
出
し
た
い
。
次
い
で
、
有
名
な
「
神
に
つ
い
て
の
講
義
扁
に
沿
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
反
省
哲
学
が
い
か
な
る
仕
方
で
神
を

捉
え
る
に
至
る
の
か
を
追
究
し
た
い
。



ニ
　
ラ
ニ
ョ
！
の
反
省
哲
学
一
明
証
性
な
き
確
実
性

　
後
世
に
残
し
た
著
作
の
数
で
判
断
す
る
な
ら
ぽ
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ニ
ョ
ー
（
一
八
五
一
一
九
四
）
は
、
ほ
と
ん
ど
無
き
に
等
し
い
存
在
で

あ
る
。
か
れ
は
四
三
年
置
短
い
生
涯
を
、
リ
セ
の
一
哲
学
教
師
と
し
て
過
ご
し
た
。
生
存
中
に
発
表
し
た
の
は
三
編
の
論
文
だ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
か
れ
は
哲
学
の
授
業
を
通
し
て
、
自
ら
の
全
存
在
を
思
索
へ
と
託
し
て
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
の
魂
を
揺
り
動
か
し
、

忘
れ
え
ぬ
印
象
を
残
し
た
。
生
徒
た
ち
は
皆
、
哲
学
そ
の
も
の
を
体
現
し
た
か
の
よ
う
な
か
れ
の
存
在
に
一
種
の
「
聖
性
」
を
見
た
。
実
際
、

ラ
ニ
ョ
ー
に
お
い
て
、
厳
密
な
知
的
思
惟
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
の
徹
底
し
た
離
脱
と
し
て
、
即
座
に
「
聖
な
る
」
意
味
（
た
だ
し
そ
れ
は
、

い
か
な
る
宗
教
的
ド
グ
マ
を
も
前
提
し
な
い
、
純
粋
に
道
徳
的
な
聖
性
で
あ
る
）
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
道
徳
活
動
（
道
徳
的

行
為
）
に
よ
る
人
類
の
結
合
を
目
指
し
て
、
か
れ
は
一
八
九
二
年
に
デ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
と
と
も
に
「
道
徳
活
動
組
合
（
一
、
d
滋
◎
づ
o
o
罎
一
、
鋤
。
辞
δ
鵠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

導
○
塊
巴
①
）
」
を
設
立
し
、
そ
の
趣
意
書
を
発
表
し
て
も
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ラ
ニ
ョ
ー
を
、
生
徒
た
ち
は
し
ば
し
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
な
ぞ
ら
え
た
。
何
も
書
か
な
か
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
索
が
、
プ
ラ

ト
ン
の
筆
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
西
洋
哲
学
の
霊
感
源
と
な
っ
た
よ
う
に
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
思
索
も
ま
た
、
か
れ
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
弟
子

た
ち
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
を
「
私
が
出
会
っ
た
た
だ
一
人
の

偉
人
」
と
評
し
た
ア
ラ
ン
で
あ
る
。
ア
ラ
ン
は
自
ら
の
思
想
と
師
ラ
ニ
ョ
！
の
関
わ
り
を
語
る
「
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ニ
ョ
ー
の
想
い
出
」
（
一

　
（
1
1
）

九
二
五
）
を
著
す
と
同
時
に
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
講
義
録
を
集
め
て
一
九
二
四
年
か
ら
二
六
年
に
『
著
作
集
』
（
国
。
葺
ω
紆
｝
巳
霧
い
鋤
α
q
器
£
。
⊆
）
を

出
版
し
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
基
に
、
ば
ら
ば
ら
に
出
さ
れ
て
い
た
他
の
著
述
や
講
義
を
加
え
、
書
簡
な
ど
も
収
録
す
る
形
で
、
一
九
五
〇

年
に
『
講
義
録
・
断
片
集
（
O
色
艶
お
ω
δ
o
o
器
簿
h
憎
鋤
ひ
q
∋
窪
邑
』
が
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
増
補
改
訂
版
が
一
九
六
四
年
に
出
て
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

在
で
は
そ
れ
が
基
本
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
臼
の
目
を
見
た
ラ
ニ
ョ
ー
の
講
義
録
や
覚
書
を
読
ん
で
み
る
と
、
か
れ
が
著
作
を
残
さ
な
か
っ
た
の
は
、
単
に
著

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

三
三



哲
学
研
究
　
第
五
萄
七
十
五
号

三
四

作
活
動
の
代
わ
り
に
学
校
教
育
に
力
を
注
い
だ
と
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
あ
く
ま
で
哲
学
的
思
索
に

全
身
全
霊
を
尽
く
し
た
。
だ
が
、
か
れ
が
自
ら
を
捧
げ
た
哲
学
は
、
正
し
く
認
識
し
、
推
論
し
、
主
題
化
・
体
系
化
す
る
こ
と
に
終
始
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
手
前
に
遡
っ
て
、
そ
の
源
泉
と
な
る
形
無
き
自
由
の
働
き
へ
の
反
省
的
目
覚
め
を
獲
得
し
、
人
に
も
伝
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
か
れ
の
哲
学
活
動
の
中
心
に
は
、
著
作
と
化
す
る
こ
と
を
拒
む
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
か
ら
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
反
省
哲
学
の
そ
う
し
た
特
質
を
、
先
に
述
べ
た
デ
カ
ル
ト
の
第
四
省
察
と
の
連
関
を
も
意
識
し
な
が
ら
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
か
れ
の
神
論
に
対
す
る
適
切
な
序
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
明
証
性
（
0
＜
こ
窪
O
①
ご
と
「
確
実
性
（
O
霞
甑
ε
α
①
）
」
と
い
う
対
を
、
こ
の
作
業
の
糸
口
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
明
証
性

と
確
実
性
に
関
す
る
講
義
」
の
な
か
で
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
「
確
実
性
は
全
て
明
証
性
に
由
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
う
ち
だ

し
て
い
る
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
か
れ
と
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
接
点
を
明
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
か
れ
の
反
省
哲
学
の
基
本
的
発
想
を
凝
縮
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
明
証
性
と
い
う
術
語
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
。
デ
カ
ル
ト
の
体
系
で
は
、
基
本
的
に
は
明
証
性
が
真
理
の
基
準
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
認
識
の
確
実
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
デ
カ
ル
ト
に
真
っ
向
か
ら
反

対
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
け
っ
し
て
明
証
性
が
不
要
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
真
理
認
識
な
ど
は
無
用

で
内
的
確
実
性
さ
え
あ
れ
ぽ
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
非
合
理
主
義
に
立
つ
の
で
は
な
い
。
実
際
、
か
れ
は
講
義
の
最
初
に
こ
う
明
言
し
て
い

る
。
「
真
理
を
そ
れ
自
体
と
し
て
、
つ
ま
り
感
情
的
な
根
拠
か
ら
は
一
切
独
立
し
て
悟
性
だ
け
で
考
え
る
場
合
、
真
理
を
真
理
と
し
て
受
け

入
れ
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
の
は
、
明
証
性
で
あ
る
。
明
証
性
と
は
、
明
晰
判
明
に
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
精
神
に
迫
っ
て
く
る
真
理
の
性

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

格
、
徴
、
基
準
で
あ
る
」
。

　
そ
れ
な
ら
ぽ
、
な
ぜ
「
確
実
性
は
全
て
明
証
性
に
由
来
す
る
」
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ニ
ョ
ー
が
ま
ず
第
一
に
持
ち

だ
す
の
は
、
確
実
性
は
明
証
性
よ
り
も
範
囲
が
広
い
、
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
た
し
か
に
明
証
的
な
対
象
に
関
わ
る
主
体
の
有
り
よ
う
は
、



確
実
性
（
確
信
）
と
い
う
語
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
確
実
性
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
確
実
性
の
い
わ

ば
「
以
前
」
と
「
以
後
」
に
、
さ
ら
に
二
つ
の
種
類
の
確
実
性
を
見
分
け
て
い
る
。
ま
ず
は
、
学
的
認
識
の
以
前
、
明
証
性
云
々
が
問
題
に

な
る
手
前
で
、
直
接
に
生
き
ら
れ
て
い
る
確
実
性
（
た
と
え
ば
外
界
の
存
在
）
が
あ
る
。
こ
れ
を
ラ
ニ
ョ
ー
は
「
自
然
な
信
懸
（
臼
。
旨
コ
8

p
簿
霞
亀
Φ
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
い
っ
た
信
懸
の
存
在
自
体
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
説
明
し
、

理
由
づ
け
る
の
は
知
性
の
働
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
的
な
確
実
性
は
「
知
性
（
悟
性
）
的
確
実
性
」
へ
と
転
じ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
学
問
が
始
ま
り
、
真
理
性
を
問
う
こ
と
の
で
き
る
認
識
が
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
場
合
に
は
や
は
り
明
証
性
が
決
定
的
な
基
準

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ぽ
、
「
確
実
性
は
明
証
性
よ
り
も
範
囲
が
広
い
」
と
い
う
の
は
大
し
て
意
味
の
な
い
洞
察
で
あ
っ
て
、
結
局
は
、

問
題
に
す
る
に
値
す
る
確
実
性
は
明
証
性
に
由
来
す
る
も
の
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
確
実
性
は
、
知
性
的
認
識
以
前
の
次
元
で
明
証
性
を
は
み
出
る
だ
け
で
は
な
い
。
明
証
性
を
明
証
性
と
し
て
認
め
る
そ
の
認
知

は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
問
う
。
も
は
や
こ
れ
は
学
問
の
範
囲
内
で
の
問
い
で
は

な
い
。
学
問
を
学
問
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
条
件
の
問
い
、
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
い
で
あ
る
。
や
ξ
ω
5
二
Φ
で
は
な
く
、
ヨ
蝉
呂
ξ
ω
ご
器
に

関
わ
る
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
よ
り
高
次
の
原
理
的
な
明
証
性
を
持
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
る
と
い
う
道
も
考
え
ら
れ

よ
う
。
明
証
性
を
そ
れ
と
し
て
受
け
入
れ
る
認
知
を
主
体
が
経
験
す
る
確
実
性
の
源
泉
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
を
明
証
性
に
基
礎
づ
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
確
実
性
を
明
証
性
か
ら
引
き
出
す
と
い
う
発
想
に
あ
く
ま
で
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
こ

の
よ
う
な
思
考
図
式
に
強
く
抵
抗
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
明
証
的
な
も
の
の
認
識
は
対
象
が
主
体
へ
と
及
ぼ
す

機
械
的
な
効
果
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
明
証
性
の
「
認
知
（
困
①
O
O
昌
づ
鋤
一
ω
ω
鋤
質
O
Φ
）
」
と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
る
「
判
断
」
の
営

み
が
消
失
し
て
し
ま
う
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
明
証
的
な
も
の
は
、
私
の
勝
手
に
は
な
ら
な
い
必
然
的
な
も
の
と
し
て
私
に
迫
っ

て
く
る
。
し
か
し
、
必
然
を
必
然
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
は
必
然
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
た
と
え
ぽ
「
真
理
を
探

究
す
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
も
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
証
性
に
基
づ
く
知
性
的
認
識
は
ど
れ
ほ
ど
完
全
で
あ
っ

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

三
五
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て
も
本
質
的
に
不
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
離
れ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
可
能
に
す
る
・
惑
乱
の
内
奥
の
働
き
へ
と
分
け
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
、
「
精
神
」
や
「
自
由
」
が
真
の
意
味
で
問
わ
れ
て
く
る
と
う
ニ
ョ
ー
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
自
分
が
あ
る
真
理
を

肯
定
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
こ
の
規
定
を
被
る
よ
り
前
に
は
、
自
分
は
他
の
仕
方
で
規
定
さ
れ
え
た
こ

と
、
早
い
か
え
れ
ぽ
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
明
証
性
を
認
知
す
る
条
件
は
、
し
た
が
っ
て
精
神
の
内
に
、
自
分
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
V

由
だ
と
い
う
感
情
の
内
に
あ
る
」
。

　
こ
こ
で
精
神
と
か
自
由
と
か
言
わ
れ
て
い
る
「
明
証
性
を
認
知
す
る
条
件
」
の
認
識
こ
そ
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
に
と
っ
て
は
、
あ
り
う
べ
き
唯

一
の
「
形
而
上
学
的
認
識
」
で
あ
る
。
明
証
性
に
よ
る
認
識
が
あ
く
ま
で
「
対
象
へ
と
向
か
う
認
識
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
「
・
王

体
に
関
す
る
反
省
的
認
識
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
全
面
的
懐
疑
を
経
て
到
達
し
た
「
我
有
り
」
と
岡
じ

事
柄
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
永
遠
真
理
創
造
説
が
如
実
に
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
明
証
性
も
含
め
て
一
切
を
疑

い
投
げ
捨
て
る
こ
と
で
到
達
さ
れ
る
次
元
が
、
コ
切
の
明
証
性
が
な
い
と
い
う
明
証
性
」
と
い
っ
た
仕
方
で
、
な
お
「
明
証
性
」
の
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

も
と
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
そ
れ
を
、
い
か
な
る
明
証
性
か
ら
の
由
来
づ
け
を
も
拒
み
つ

つ
明
証
性
を
認
知
す
る
条
件
と
な
る
「
反
省
的
確
実
性
（
8
誉
窪
ユ
Φ
α
Φ
み
｛
δ
×
δ
⇒
）
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
確
実
性
に
到

達
す
る
の
は
、
明
証
性
の
次
元
、
言
い
か
え
れ
ば
「
理
解
1
1
把
握
（
8
ヨ
只
①
a
冨
）
」
の
次
元
の
本
質
的
な
不
十
分
性
を
知
り
、
明
晰
判
明

な
る
諸
観
念
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
全
面
的
懐
疑
か
ら
始
ま
る
プ
ロ
セ

ス
は
必
要
で
は
な
い
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
行
っ
て
い
る
判
断
を
徹
底
的
に
反
省
し
、
そ
の
源
泉
の
働
き
へ
と
遡
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る

（
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
反
省
に
デ
カ
ル
ト
が
実
行
す
る
全
面
的
懐
疑
も
か
な
ら
ず
含
ま
れ
て
く
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
）
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
ラ
ニ
ョ
…
の
次
の
説
明
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
が
何
も
完
全
に
は
理
解
（
把
握
）
し
て
い
な
い
こ

と
を
理
解
す
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
思
惟
対
象
の
総
体
を
理
解
し
て
い
な

い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
も
は
や
対
象
で
は
な
く
わ
れ
わ
れ
自
身
へ
と
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
抱
坐
す
る
の
で
あ



る
。
い
か
な
る
懐
疑
を
も
超
え
る
確
実
性
、
い
か
な
る
無
知
の
内
に
も
場
所
を
持
つ
認
識
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
屈
曲
し
て

自
己
自
身
へ
と
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
到
達
で
き
る
の
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
が
規
定
し
た
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
反
省
約
確

　
　
　
（
1
6
）

実
性
で
あ
る
」
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ぽ
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
反
省
哲
学
が
デ
カ
ル
ト
の
第
四
省
察
の
無
畏
線
上
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
最
初
の
指
摘
の
意

味
が
、
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
有
限
な
る
認
識
能
力
と
無
限
な
る
意
志
能
力
の
共
存
と
い
う
平
板
な
「
能
力

心
理
学
」
的
枠
組
で
理
解
さ
れ
た
第
四
省
察
で
は
な
く
、
誇
張
的
懐
疑
、
「
我
有
り
」
の
自
覚
、
無
限
観
念
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
省
察
を
内

に
畳
み
こ
ん
だ
も
の
と
し
て
の
第
四
省
察
で
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
知
的
判
断
の
反
省
的
分
析
を
か
れ
の
哲
学
そ
の
も
の
と
一
体
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
第
四
省
察
の
潜
在
的
可
能
性
を
掘
り
起
こ
し
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
言
う
悟
性
の
有
限
性
は
、
判

断
さ
れ
る
対
象
の
有
り
よ
う
で
し
か
な
い
明
証
性
を
基
礎
と
す
る
知
性
の
本
質
的
な
不
十
分
性
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
、
自
由
意
志
の
無
限

性
は
、
判
断
を
判
断
た
ら
し
め
る
自
由
な
る
岡
意
と
し
て
、
そ
こ
に
の
み
存
す
る
思
考
の
実
在
性
と
し
て
受
け
取
り
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
精
神
の
根
底
は
知
性
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
ラ
ニ
ョ
ー
の
言
明
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
雷
い

方
は
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
が
、
非
合
理
主
義
や
神
秘
主
義
へ
と
加
担
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
知
的
判
断
の
源
泉
と
な
り
、
思
考

の
実
在
性
自
体
を
構
成
す
る
「
反
省
的
確
実
性
」
が
、
判
断
対
象
の
様
態
で
あ
る
明
証
性
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、
判
断
主
体
の
自
由
の
確
実

性
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
言
う
。
「
精
神
の
根
底
は
知
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
考
え
る
と
い
う
の
が
ど
う
い

う
こ
と
か
は
知
性
的
な
も
の
が
な
け
れ
ぽ
分
か
ら
な
い
が
、
思
考
の
実
在
性
は
論
理
的
な
規
定
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
神
秘
主

義
で
は
な
い
。
神
の
場
合
で
さ
え
、
こ
の
二
律
背
反
は
な
お
存
続
す
る
。
神
に
は
自
己
自
身
を
絶
対
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶

対
的
な
も
の
の
絶
対
的
な
認
識
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
知
性
的
な
も
の
が
入
っ
て
い
け
な
い
場
所
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
に
観
念
と
し
て
傷
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
は
破
壊
さ
れ
、
取
り
逃
が
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
厳
密

に
は
、
精
神
と
は
自
由
の
こ
と
で
あ
る
と
は
雪
口
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
精
神
は
精
神
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
れ
を
規
定
す
る
す
べ
は

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

三
七
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な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
努
力
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
知
性
が
抽
象
的
な
関
係
を
、
す
な
わ
ち
必
然
性
を
把
握
す
る
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

力
で
あ
る
以
上
、
知
性
に
よ
っ
て
精
神
の
中
に
入
り
こ
も
う
と
す
る
の
は
、
間
違
っ
た
問
題
の
立
て
方
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

　
要
す
る
に
、
判
断
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
で
あ
る
と
い
う
規
定
自
体
が
一
つ
の
制
限
と
化
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
根

本
的
に
自
由
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
引
用
で
は
、
そ
れ
自
体
知
性
的
な
も
の
で
は
な
い
思
考
の
実
在
性
、
言
い
か
え
れ
ば
自
由
の

実
在
性
を
語
る
た
め
に
、
神
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
、
問
題
と
な
る
事
柄
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
方
便
で
は

な
い
。
ラ
ニ
ョ
ー
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
実
在
性
、
明
証
性
の
手
前
の
確
実
性
が
、
神
の
問
題
へ
の
唯
｝
の
通
路
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
「
神
に
つ
い
て
の

講
義
」
（
以
下
「
神
講
義
」
と
略
す
）
へ
と
赴
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

三
　
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論

　
1
　
基
本
的
構
え
一
…
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
の
批
判
的
継
承

　
一
切
の
明
証
性
の
手
前
で
触
れ
ら
れ
る
反
省
的
確
実
性
と
し
て
の
自
由
の
実
在
性
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
に
と
っ
て
神
の
問
題
へ
の
唯
「
の
通
路

に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。
自
由
の
問
題
と
神
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
直
結
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
思
索
の
独
自
性
が
あ
り
、
ま

た
そ
れ
が
神
の
問
題
へ
の
反
省
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
っ
と
も
尖
鋭
な
表
現
と
な
る
所
以
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
思
索
が
、
い
か

な
る
哲
学
史
的
背
景
も
な
し
に
突
如
と
し
て
現
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
神
講
義
」
の
叙
述
は
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

神
論
の
批
判
的
継
承
者
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
そ
の
も
の
を
扱
う
の
に
先
立
っ
て
、
こ

の
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
か
れ
自
身
の
論
述
に
沿
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
を
通
し
て
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
の
基
本
的
構
え
を

把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
が
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
カ
ン
ト
か
ら
引
き
継
い
だ
論
点
と
し
て
、
二
つ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
第
一
の
点
は
、
神
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
に
根
本
的
な
欄
限
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
知
性
の
次
元
か
ら
見
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
「
不
可

能
」
な
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
神
の
絶
対
性
が
存
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
神
の
「
把
握
不
可
能
性

（
ぎ
o
O
ヨ
買
①
冨
霧
旧
び
罠
富
ω
ご
と
し
て
表
現
さ
れ
た
。
ま
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
神
は
「
実
践
理
性
の
要
請
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
神
を
知
的
に
表
象
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
「
超
越
論
的
仮
象
」
を
招
か
ず
に
は
い
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
洞
察
を
、

ラ
ニ
ョ
！
は
自
ら
の
思
想
の
文
脈
で
次
の
よ
う
に
受
け
と
り
直
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
を
触
発
し
、
感
官
で
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、

さ
ら
に
は
そ
の
必
然
性
が
認
識
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
神
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
、

神
が
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
実
在
性
は
事
物
に
対
す
る
思
考
の
超
過
に
存
す
る

の
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
単
な
る
空
想
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
と
は
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
不
可
能
な
も
の
の
根
拠
で
あ
る
。

神
の
存
在
と
い
う
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
感
官
に
よ
．
っ
て
も
必
然
的
認
識
に
よ
っ
て
も
与
え
ら
れ
え
な
い
も
の
を
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

も
か
か
わ
ら
ず
思
考
が
肯
定
す
る
さ
い
の
絶
対
的
な
根
拠
の
こ
と
で
あ
る
。
神
は
絶
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
神
を
感

性
あ
る
い
は
知
性
に
よ
っ
て
捉
え
う
る
も
の
と
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
つ
ね
に
「
無
神
論
」
が
突
き
つ
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

う
な
意
味
で
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
無
神
論
を
「
神
へ
の
信
仰
が
腐
敗
す
る
の
を
防
ぐ
塩
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
雷
っ
て
い
る
。

　
第
二
の
点
は
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
連
動
す
る
事
柄
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
雨
蓋
で
絶
対
的
な
神
と
わ
れ
わ
れ
が
触
れ
る
点
は
、
わ
れ
わ

れ
の
外
な
る
存
在
の
確
実
性
に
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
世
界
の
合
爵
的
性
や
宇
宙
の
秩
序
か
ら
神
の
存
在
を
推
論
す
る
よ
う
な
道
は
絶
た

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
に
触
れ
る
点
は
、
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
内
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の

神
論
が
神
の
「
観
念
」
に
定
位
し
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
カ
ン
ト
の
神
論
を
枠
づ
け
る
の
が
、
定
言
命
法
と
い
う
道
徳
的
意
識
の

直
接
的
証
雷
を
唯
一
の
拠
り
所
と
す
る
実
践
理
性
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
が
先
入
た
ち
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
、

か
れ
ら
の
切
り
開
い
た
道
を
さ
ら
に
徹
底
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
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ま
ず
最
初
に
、
神
の
実
在
性
を
「
観
念
」
か
ら
問
題
に
す
る
デ
カ
ル
ト
よ
り
も
、
そ
れ
を
「
道
徳
的
確
実
性
」
に
基
づ
け
る
カ
ン
ト
の
ほ

う
が
一
歩
先
に
進
ん
で
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
「
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
の
偉
大
さ
と
独
創
性
は
、
神
の
存
在
の
確
実
性
を
道
徳
的
確
実
性
に
基

づ
け
た
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
神
へ
の
信
仰
の
直
接
の
主
体
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
信
仰
の
生
成
に
あ
た
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
の
自
由
の
代
わ
り
に
な
り
う
る
も
の
は
な
に
も
な
い
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
神
の
存
在
を
確
信
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
善
の
存

在
を
意
志
す
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
カ
ン
ト
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
す
で
に
デ
カ
ル
ト
は
、
絶
対
者
の
存
在
を
何

ら
か
の
経
験
に
、
わ
れ
わ
れ
の
外
の
事
物
の
確
実
性
に
基
づ
け
よ
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
の
確
実
性
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
の

思
考
の
内
に
の
み
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
等
し
て
い
た
。
…
…
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が
神
の
実
在
性
を
観
念
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
し
か

で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
が
示
し
た
の
は
、
神
の
存
在
の
確
実
性
は
、
い
か
な
る
経
験
に
も
基
づ
か
な
い
ぽ
か
り
か
、
い
か
な

る
観
念
に
よ
っ
て
も
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ

カ
ル
ト
を
補
完
し
た
と
言
え
る
。
デ
カ
ル
ト
の
観
念
が
も
た
ら
す
絶
対
者
は
、
観
念
に
依
存
す
る
が
ゆ
え
に
絶
対
者
で
は
な
い
。
絶
対
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

働
き
、
自
由
の
純
粋
な
働
き
の
み
が
、
神
が
実
在
す
る
と
い
う
確
実
性
を
産
み
だ
し
う
る
の
で
あ
る
」
。

　
デ
カ
ル
ト
の
「
観
念
扁
に
関
す
る
ラ
ニ
ョ
！
の
理
解
は
表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
と
も
か
く
、
ラ
ニ
ョ
ー
が
神
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
思
索
を
、
「
デ
カ
ル
ト
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
を
補
完
し
た
」

も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
こ
と
を
記
憶
に
留
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
ラ
ニ
ョ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
を
補
完
す
る
こ
の
カ
ン
ト

の
思
索
も
ま
た
不
十
分
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
「
神
講
義
」
に
お
い
て
ラ
ニ
ョ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
所
論
の
綿
密
な
読
解
と
批
判
を
執
拗

な
ま
で
に
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
カ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
カ
ン
ト
の
ど
こ
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
を
貫
く
根
本
態
度
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
カ
ン
ト
の
神
論
は
し
ば
し
ば
「
道
徳
的
証
明
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
そ
の
よ
う
な
ア
ブ
環
i
チ
自
体
に
反
対
す
る
の
で
は
な
い
。

神
の
実
在
性
を
「
道
徳
的
確
実
性
」
、
「
道
徳
的
意
識
の
証
言
」
に
基
づ
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
る
。
問



題
は
、
カ
ン
ト
の
神
論
が
こ
の
方
向
に
最
後
ま
で
徹
底
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
は
、
神
の
存
在
か
ら
道
徳
法
則
を
引

き
出
す
の
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
の
直
接
的
な
証
言
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
自
由
を
捉
え
た
の
で
あ
り
、
こ
の
洞
察
の
延
長
で
、
神
が
実
践
理

性
の
要
請
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ラ
ニ
ョ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
の
神
と
い
う
考
え
は
、
道

徳
的
意
識
の
証
言
か
ら
直
接
導
出
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
も
道
徳
的
意
識
の
背
後
に
神
が
隠
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら

ぽ
、
そ
こ
に
自
由
の
働
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
道
徳
法
則
を
意
識
し
う
る
人
間
は
、
そ
の
自

然
本
性
（
2
雲
霞
）
か
ら
し
て
、
道
徳
法
則
の
遵
守
に
「
最
高
善
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
幸
福
が
呼
応
す
る
こ
と
を
希
望
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
道
徳
的
世
界
支
配
者
」
と
し
て
の
神
の
要
請
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
カ
ン
ト
は
自
由
の
直
接
意
識
か
ら
出
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
存
在
を
結
局
は
自
然
本
性
の
側
か
ら
引
き
出
し
て
き
て
い
る
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
経
緯
を
ラ
ニ
ョ
ー
は
次
の
よ
う
に
纏
め
て
い
る
。
「
信
が
自
然
（
本
性
）
の
内
に
、
欲
求
（
必
要
）
の
う
ち
に

起
源
を
も
つ
場
合
は
、
も
は
や
そ
れ
を
義
務
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
実
際
、
そ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
欲
求
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
内
の
道
徳
性
に
結
び
つ
い
た
こ
の
自
然
的
欲
求
に
譲
歩
す
る
の
は
理
に
適
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
欲
求
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

わ
れ
わ
れ
は
魂
の
不
死
と
神
の
存
在
を
信
じ
る
の
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
神
論
は
、
最
終
的
に
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
働
き
の
外
か
ら
神
の
存
在
を
説
明
し
た
い
と
い
う
誘
惑
に
屈
す
る
も
の

と
な
る
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
は
、
神
の
「
宇
宙
論
的
証
明
」
や
「
存
在
論
的
証
明
」
を
厳
し
く
拒
否
し
、
真
の
意
味
で
「
自
由
」
の
名
に
値

す
る
実
践
理
性
の
自
律
か
ら
出
発
し
て
神
へ
と
向
か
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
か
ら
で
は
な
く
自
然
本
性
的
な
必
要
か
ら

神
の
要
請
を
引
き
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
神
を
超
越
的
実
在
と
し
て
外
に
立
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は

雷
う
。
「
こ
う
し
て
、
神
は
現
在
の
現
象
的
生
が
依
拠
す
る
原
理
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
将
来
の
生
の
保
証
者
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
宗
教
的
信
仰
に
対
す
る
注
釈
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
か
れ
は
自
然
の
な
か
に
神
を
探
す

の
で
は
な
い
が
、
な
お
何
ら
か
の
超
越
的
実
在
の
う
ち
に
神
を
探
し
求
め
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
神
と
は
真
な
る
存
在
、
無
限

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
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（
2
3
）

に
完
全
な
存
在
で
あ
っ
て
、
真
の
生
、
永
遠
の
生
の
可
能
性
は
そ
こ
に
掛
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
「
将
来
の
生
の
保
証
者
」
「
超
越
的
実
在
」
と
し
て
神
が
立
て
ら
れ
る
以
前
に
立
ち
返
り
、
あ
く
ま
で
道

徳
的
意
識
に
直
接
し
た
形
で
神
の
問
題
を
問
う
道
を
切
り
開
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
か
れ
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

切
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
カ
ン
ト
を
直
接
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
言
う
一
切
の
明
証
性
に

先
立
つ
「
反
省
的
確
実
性
」
が
、
神
論
を
展
開
す
べ
き
唯
一
の
現
場
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
今
や
ラ
ニ
ョ
ー
自
身
の

神
論
を
論
じ
る
べ
き
時
で
あ
る
。

　
2
　
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
u
神
の
「
現
実
化
」
と
し
て
の
自
由

　
神
を
め
ぐ
る
ラ
ニ
ョ
ー
の
思
索
に
お
い
て
、
「
カ
ン
ト
を
直
接
化
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
そ
の
点

を
も
う
一
度
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　
何
よ
り
も
そ
れ
は
、
道
徳
的
意
識
と
幸
福
へ
の
要
求
を
繋
げ
る
超
越
的
原
理
と
し
て
神
を
呼
び
出
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
道
徳
的
意

識
の
内
側
か
ら
神
と
の
接
点
を
探
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
の
明
快
な
叙
述
を
引
く
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
、
「
道
徳
と
幸
福
が

一
致
す
る
よ
う
に
自
然
を
組
織
し
た
外
的
原
理
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
働
き
に
お
い
て
触
れ
る
善
の
内
的
原
理
と
い
う
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

で
神
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
伴
っ
て
、
「
道
徳
的
意
識
」
の
内
実
に
関
し
て
も
微
妙
で
は
あ
る
が
根
本
的
な
修
正
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
は
や
そ
れ
を
、

カ
ン
ト
の
よ
う
に
理
論
理
性
と
峻
別
さ
れ
た
実
践
理
性
の
事
柄
と
し
て
は
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
「
道
徳
的
意
識
篇
は
、
知
的
認
識
を
成
立

さ
せ
る
澗
断
作
用
の
根
底
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
言
う
。
「
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に

実
践
的
信
仰
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
に
到
達
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
辿
り
つ
い
た
結
論
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ

る
。
唯
「
の
違
い
は
、
わ
れ
お
れ
は
カ
ン
ト
よ
り
も
厳
密
に
こ
の
信
の
働
き
の
構
成
要
素
と
諸
契
機
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、



そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
信
の
働
き
を
厳
密
な
意
味
で
の
認
識
に
結
び
つ
け
る
関
係
を
よ
り
明
確
に
と
ら
え
た
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
現
象

へ
と
向
か
う
こ
の
認
識
に
絶
対
的
な
価
値
を
与
え
た
が
、
同
時
に
そ
れ
を
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
現
象
へ
と
限
定
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
証
明

し
よ
う
と
し
た
の
は
、
反
対
に
、
ま
さ
に
こ
の
認
識
が
価
値
を
持
つ
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
思
惟
形
式
お
よ
び
そ
の
思
惟
形
式
と
そ
の

対
象
の
絶
対
的
な
合
致
藷
黙
の
う
ち
に
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
・
て
の
み
だ
と
い
う
こ
と
で
鶉
L
・

　
こ
こ
で
「
道
徳
的
意
識
」
（
あ
る
い
は
「
道
徳
的
活
動
」
）
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
「
明
証
性
と
確
実
性
に
関
す
る
講
義
」
に
お
い
て
最
高

次
の
確
実
性
（
反
省
的
確
実
性
）
を
付
与
さ
れ
、
あ
り
う
べ
き
唯
一
の
形
而
上
学
的
認
識
と
し
て
認
定
さ
れ
た
、
「
自
由
」
の
働
き
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
、
な
ぜ
そ
れ
を
「
道
徳
的
」
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
、
ラ

ニ
ョ
ー
の
神
論
と
か
れ
の
反
省
哲
学
と
の
結
び
つ
き
の
全
て
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。

　
「
明
証
性
と
確
実
性
に
関
す
る
講
義
」
で
は
、
確
実
性
が
三
つ
の
段
階
に
区
分
さ
れ
た
。
知
的
認
識
以
前
の
「
自
然
的
確
実
性
」
、
明
証

性
に
対
応
し
知
的
認
識
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
知
的
確
実
性
、
そ
し
て
反
省
的
確
実
性
で
あ
る
。
「
神
講
義
」
で
は
、
こ
の
各
段
階
に
対
し

て
よ
り
明
確
で
射
程
の
長
い
名
称
が
与
え
ら
れ
る
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
最
初
の
二
つ
の
次
元
が
そ
れ
ぞ
れ
「
現
実
存
在
（
Φ
並
ω
－

審
琴
Φ
）
」
と
「
存
在
（
ゆ
窪
①
）
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
証
性
が
問
題
に
な
る
以
前
の
確
実
性
と
は
、
こ
れ
こ
れ
の
も
の
が

「
現
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
素
朴
に
確
信
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
そ
れ
は
「
知
覚
」
の
場
面
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ

が
、
知
覚
を
反
省
的
分
析
に
か
け
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
が
た
ん
に
「
現
実
存
在
」
の
素
朴
な
確
信
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
で
に
「
判
断
」
の
問
題

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
は
す
で
に
、
あ
る
も
の
が
あ
る
も
の
「
と
し
て
」
受
け
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
省

哲
学
は
、
知
覚
の
次
元
か
ら
真
偽
の
判
断
が
問
題
に
な
る
次
元
へ
と
進
ま
ね
ぽ
な
ら
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
知
覚
に
つ
い
て
の
講
義
」

で
緻
密
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
）
。
そ
こ
に
お
い
て
、
真
理
の
基
準
と
し
て
「
明
証
性
」
が
登
場
し
、
「
必
然
性
」
「
法
則
性
」
「
全
体
性
」
と
い

っ
た
相
の
下
に
全
て
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
次
元
が
「
存
在
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題
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そ
こ
で
は
あ
れ
こ
れ
の
存
在
者
の
総
体
が
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
が
「
存
在
す
る
」
こ
と
自
体
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
加
、
丸
で
、
「
A

は
B
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
判
断
を
成
立
さ
せ
る
繋
辞
（
8
℃
巳
帥
）
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
問
題
整
理
は
、
ラ
ニ
ョ
ー
に
と
っ
て
、
「
現
実
存
在
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
「
存
在
」
す
ら
も
最
終
的
な
次
元
に
は
な
り

え
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
神
の
問
題
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
「
神
の
（
現
実
）
存
在
（
一
δ
×
一
ω
8
路
8
号
U
一
Φ
二
）
」
と
か
「
神
は
い
る

（
9
Φ
⊆
Φ
ω
け
）
」
と
い
う
言
い
方
は
、
神
の
実
在
性
を
低
い
次
元
に
沁
め
る
も
の
で
あ
り
、
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
現
実
存
在
」
の
次

元
が
事
物
の
自
然
本
性
（
鵠
簿
霞
Φ
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
次
元
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
「
存
在
」
の
次
元
と
は
、
知
性
の
自
然
本
性
に

よ
っ
て
全
て
が
規
定
さ
れ
て
い
る
次
元
で
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
に
と
っ
て
、
神
の
問
い
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
本
性
の
次
元
で
は
思
考
は
根

本
的
に
満
足
で
き
な
い
と
い
う
、
自
然
本
性
の
本
質
的
な
不
十
分
性
の
自
覚
と
一
つ
の
事
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
神
の

問
い
は
ど
こ
ま
で
も
「
形
而
上
学
的
」
な
問
い
と
し
て
究
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
商
う
。
「
結
局
の
と
こ
ろ
、
神

と
は
自
然
（
本
性
）
自
体
の
不
十
分
性
、
現
に
存
在
す
る
も
の
の
が
自
分
で
自
分
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
不
十
分
性
以
外
で
は
あ
り
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

い
。
そ
れ
は
、
真
理
が
自
分
だ
け
で
は
自
分
を
支
え
ら
れ
な
い
と
い
う
不
十
分
性
で
あ
る
篇
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ

わ
れ
が
探
求
す
る
証
明
は
、
道
徳
的
証
明
で
あ
る
と
同
時
に
形
而
上
学
的
証
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
思
考
を
そ
れ
自
体
の
自
然
本
性
も
含
め

て
全
て
の
本
性
を
絶
対
的
に
超
え
た
と
こ
ろ
ま
で
高
め
、
自
然
本
性
の
肯
定
で
満
足
で
き
な
い
と
い
う
不
可
能
性
の
う
ち
に
超
自
然
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の
を
見
出
さ
せ
る
よ
う
な
証
明
な
の
で
あ
る
」
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
神
の
実
在
性
は
、
明
証
性
の
手
前
の
反
省
的
確
実
性
、
す
な
わ
ち
判
断
作
用
の
根
底
で
働
く
自
由
の
実
在
性
と
直

結
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
の
場
合
、
究
極
の
実
在
性
で
あ
る
自
由
の
実
在
性
は
、
そ
れ
が
現
実
存
在
で
も
存
在
で
も
な
い
と

し
た
ら
、
い
っ
た
い
何
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
明
証
性
と
確
実
性
に
関
す
る
講
義
偏
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
れ
は
讐
活
動

（
鋤
O
鋤
○
コ
）
」
と
か
「
働
き
（
鋤
9
Φ
ご
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
活
動
な
い
し
は
働
き
が
、
単
に
「
あ
る
」
こ
と
と
い
か
な
る
点

で
区
別
さ
れ
る
の
か
を
さ
ら
に
問
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
神
講
義
」
で
は
そ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
究
極
的
な
次



元
は
、
「
当
為
（
鳥
Φ
〈
O
一
『
1
⑪
什
「
①
）
」
や
「
価
値
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
知
性
的
な
判
断
作
用
の
根
底
に
見
分
け
ら
れ
る
自
由
の
働
き

は
、
「
あ
る
べ
き
も
の
を
肯
定
す
る
能
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
存
在
は
け
っ
し
て
外
か
ら
捉
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
感

官
で
あ
れ
、
直
観
で
あ
れ
、
外
か
ら
の
作
用
を
被
る
も
の
で
は
な
い
。
揺
る
も
の
が
存
在
す
る
の
は
、
思
考
が
そ
れ
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
ど
う
し
て
思
考
は
そ
れ
を
欲
す
る
の
か
。
全
存
在
の
源
泉
は
、
量
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
思
考
の
働
き
の
う
ち
に
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
知
性
的
な
も
の
の
源
泉
は
、
必
然
性
を
認
め
る
悟
性
で
は
あ
り
え
ず
、
あ
る
べ
ぎ
も
の
を
肯
定
す
る

　
　
　
（
2
9
）

能
力
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
に
お
い
て
は
、
究
極
的
な
実
在
性
は
「
あ
る
べ
き
も
の
」
に
関
わ
り
「
価
値
」
を
形
成
す
る
「
道
徳
的
」
活
動
と

し
て
の
自
由
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
理
論
理
性
と
区
別
さ
れ
る
実
践
理
性
の
事
柄
で
は
な
く
、
判
断
と

い
う
知
性
約
な
営
み
の
根
底
に
見
分
け
ら
れ
る
道
徳
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
究
極
的
な
実
在
性
と
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
道
徳
性
に
立
脚
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
神
証
明
を
「
直
接
化
」
で
き
る
の
で
あ
り
、
神
の
存
在
の
「
要
請
」
を
な
し
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
。

ラ
ニ
ョ
ー
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
神
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
ラ
ニ
ョ
ー
の
考
え

が
、
次
の
一
節
に
凝
縮
し
た
形
で
衰
現
さ
れ
て
い
る
。
「
自
由
よ
り
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
自
由
か
ら
出
て
く
る
実
在
性
を
暗
黙
に
肯
定
し

な
け
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
正
当
な
仕
方
で
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
帰
す
る
と
こ
ろ
の
思
考
は
全
て
、
こ
の

よ
う
な
実
在
性
の
肯
定
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
実
在
性
は
、
神
ぞ
の
も
の
に
属
す
る
実
在
性
と
別
物
で
は
な
い
。
こ
の
実
在
性
こ
そ
が

神
で
あ
る
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
い
ず
れ
か
に
真
理
を
認
め
る
と
い
う
の
は
、
単
に
自
由
の
働
き
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る

神
に
到
達
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
単
に
神
の
存
在
を
要
請
し
、
自
由
に
措
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
の
働
き
自
体
に
参
与
す
る
こ

と
、
も
っ
と
適
切
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
神
自
体
が
占
め
る
場
所
を
空
け
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
そ
の
諸

段
階
を
記
し
て
き
た
反
省
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
神
へ
と
上
昇
す
る
の
で
は
な
い
。
神
の
方
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
降
り
て
く
る
の
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

四
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わ
れ
わ
れ
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
内
に
自
ら
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
反
省
の
こ
の
働
き
の
内
で
、
わ
れ
わ
れ
は
創
造
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の
絶
対
的
な
領
域
に
到
達
し
、
創
造
作
用
の
内
に
入
り
こ
む
の
で
あ
る
」
。

　
判
断
作
用
の
根
底
に
働
く
自
由
か
ら
出
て
く
る
実
在
性
と
神
ぞ
の
も
の
に
属
す
る
実
在
性
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
、

ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
も
っ
と
も
理
解
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
で
、
判
断

に
お
け
る
自
由
の
実
在
性
の
う
ち
に
神
的
な
性
格
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
こ
に
全
て
の
困
難
の
源
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
、

今
挙
げ
た
引
用
を
導
き
に
し
な
が
ら
解
き
明
か
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
ラ
ニ
ョ
ー
の
論
述
か
ら
す
で
に
言
え
る
こ
と
は
、
自
由
か
ら
出
て
く
る
実
在
性
は
究
極
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
由
の
働
き
の
み
が
「
絶
対
（
一
”
餌
σ
ω
O
一
郎
）
」
の
名
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
先
の
説
明

で
は
、
自
由
の
働
き
が
現
実
存
在
や
存
在
の
次
元
に
は
還
元
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
事
柄
の
半
分
で
し
か
な
い
。

「
あ
る
べ
き
も
の
」
に
関
わ
る
こ
の
働
き
は
、
同
時
に
現
実
存
在
お
よ
び
存
在
を
「
か
く
あ
る
べ
し
」
と
認
可
し
、
存
在
せ
し
め
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
単
な
る
理
念
で
は
な
く
、
全
て
の
実
在
性
の
源
泉
と
な
る
よ
う
な
理
念
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
自

ら
の
哲
学
を
「
真
に
実
在
的
な
観
念
論
」
と
意
う
の
で
あ
る
。
「
…
…
真
の
価
値
は
彼
方
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
真
に
実
在
的
な
観
念
論
で

あ
る
。
存
在
す
る
も
の
の
実
在
性
を
成
す
の
は
、
存
在
し
な
い
も
の
、
現
実
存
在
を
排
除
す
る
が
ま
さ
に
存
在
お
よ
び
現
実
存
在
の
措
定
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

あ
る
も
の
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
点
を
押
さ
え
る
な
ら
ば
、
自
由
の
実
在
性
が
神
の
実
在
性
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
意
味
が
少
し
見
え
て
く
る
。
そ
れ

は
、
「
神
と
は
理
念
（
理
想
）
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
岡
｝
性
で
あ
る
」
と
い
う
、
「
神
講
義
」
で
繰
り
返
し
現
れ
る
神
の
規
定
と
連

関
づ
け
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
を
抽
象
的
な
公
式
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
い
ま
自
由
の
働
き
に

関
し
て
述
べ
た
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
現
実
存
在
お
よ
び
存
在
を
超
え
つ
つ
そ
れ
ら
を
実
在
せ
し
め
る
理
念
で
あ
る
よ
う
な
働
き
を
言
い
当
て

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
の
引
用
の
最
後
の
部
分
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
語
の
本
来
の
意
味
で
「
創
造
」
の
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ



っ
て
存
在
が
措
定
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
実
在
性
が
無
か
っ
た
と
こ
ろ
に
実
在
性
が
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
働
き
は

「
神
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
純
粋
活
動
」
と
し
て
の
神
は
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
考
え
で
は
ど
こ
ま
で
も
「
把
握
不
学
能
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
直
接
捉
え
う
る

表
現
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
こ
の
よ
う
な
神
へ
と
で
き
る
か
ぎ
り
接
近
し
よ
う
と
す
る
時
、
も
っ
と
も
適
当
な
観
念

は
コ
性
（
巨
ま
）
」
と
「
愛
（
鋤
ヨ
。
霞
）
」
で
あ
る
と
う
ニ
ョ
ー
は
言
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
論
述
は
き
わ
め
て
錯
綜
し
て
お
り
、
互
い
に

整
合
し
な
い
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
ラ
ニ
ョ
ー
の
神
論
で
も
っ
と
も
魅
力
的
な
部
分
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
愛
」
に
つ
い
て
の

論
述
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
含
意
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ラ
ニ
ョ
ー
の
簡
潔
な
規
定
に
よ
れ
ぽ
、
愛
と
は
「
二
に
お
け
る
一
」
で
あ
る
。
自
ら
と
異
な
る
存
在
、
す
な
わ
ち
「
他
者
」
を
前
に
し
て
、

自
己
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
隔
た
り
を
乗
り
越
え
つ
つ
そ
の
他
者
を
存
在
さ
せ
る
働
き
、
そ
れ
が
愛
で
あ
る
。
神
は
愛
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
言
う
。
「
愛
が
現
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
一

性
の
た
だ
中
に
多
数
性
が
定
立
さ
れ
る
。
神
は
自
ら
と
は
異
な
る
諸
存
在
の
な
か
で
の
み
、
自
己
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
つ
ま
り

神
は
、
た
だ
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
自
身
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
絶
対
的
な
愛
が
存
在
し
う
る
の
は
、
他
者
を

創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
自
身
を
創
造
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
…
…
た
え
ず
更
新
さ
れ
る
創
造
は
、
現
在
の

実
在
の
絶
え
ざ
る
犠
牲
と
別
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
神
が
い
わ
ば
自
己
自
身
に
対
し
て
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
を
肯
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

と
い
う
絶
対
的
な
働
き
で
あ
る
。
…
…
愛
と
犠
牲
は
、
神
的
活
動
の
二
つ
の
最
深
の
面
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。

　
こ
の
文
章
は
、
「
神
講
義
」
の
中
で
は
例
外
的
に
キ
リ
ス
ト
論
的
局
面
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
お
り
、
孫
弟
子
に
あ
た
る
シ
モ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
想
と
の
類
縁
性
も
見
て
と
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
点
に
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

判
断
の
根
底
に
働
く
自
由
は
全
て
の
実
在
を
実
在
さ
せ
る
作
用
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
神
的
な
創
造
作
用
で
あ
る
と
う
ニ
ョ
ー
が
考
え
る
と

き
、
そ
れ
が
い
ま
見
た
よ
う
な
愛
の
働
き
、
す
な
わ
ち
自
己
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
全
て
を
在
ら
し
め
る
働
き
と
し
て
考
え
ら
れ

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

四
七
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て
い
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
の
引
用
で
雷
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
自
由
の
実
在
性
が
神
の

実
在
性
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
神
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
「
わ

れ
わ
れ
の
う
ち
に
神
自
体
が
占
め
る
場
所
を
空
け
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
〔
わ
れ
わ
れ
が
神
へ
と
上
昇
す
る
の
で
は
な
く
〕
神
の
方
が
わ
れ

わ
れ
の
内
に
降
り
て
く
る
こ
と
」
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
、
自

由
と
は
わ
れ
わ
れ
が
保
持
す
る
属
性
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
基
づ
く
規
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
わ
れ
わ

れ
が
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
一
切
の
本
性
、
　
切
の
予
め
の
規
定
を
放
棄
す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
為
さ
れ
る
肯
定
の

働
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
’
そ
れ
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
正
反
対
の
働
き
で
あ
る
。
自
己
自
身
に
関
わ
る
規
定
を
も
含
め
て
全
て
の
本
性
的

規
定
を
脱
ぎ
す
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
通
し
て
、
全
て
の
も
の
に
実
在
性
と
価
値
を
付
与
す
る
肯
定
の
働
き
が
立
ち
上
が
る
。

そ
れ
こ
そ
が
必
然
の
相
の
下
に
現
れ
る
普
遍
的
真
理
を
成
り
立
た
せ
る
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
創
造
で
あ
り
、
愛
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
自

己
を
脱
ぎ
捨
て
た
と
こ
ろ
に
降
り
て
き
た
神
の
働
き
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
神
の
働
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
本
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
も
い
け
な
い
。
そ
れ
で
は
自
由

そ
の
も
の
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
神
が
働
く
か
否
か
は
、
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
働
き
方
に
掛
か
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
選
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
が
現
実
化
（
生
湿
餌
同
一
ω
①
門
）
す
る

か
否
か
、
貴
い
か
え
れ
ぽ
、
万
物
が
実
在
す
る
か
否
か
は
、
私
の
自
由
の
働
き
い
か
ん
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
自
由
の
働
き
が

「
道
徳
的
」
と
言
わ
れ
る
究
極
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
神
講
義
」
の
最
後
に
置
か
れ
た
次
の
文
章
に
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
「
も
う
一
度
言
う
が
、
問
題
は
知
性
の
事
柄
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
由
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
懐
疑
論
は
真
な
る
も
の

で
あ
る
。
だ
が
、
否
と
答
え
る
な
ら
ば
、
世
界
と
自
己
は
理
解
不
可
能
に
な
り
、
混
沌
を
布
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
…
…
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

混
沌
は
無
で
あ
る
。
存
在
か
非
存
在
か
、
自
己
と
全
て
の
も
の
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
自
由
の
実
在
性
が
神
の

実
在
性
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
雷
う
の
で
あ
る
。



四
　
終
わ
り
に

　
以
上
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
反
省
哲
学
と
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
神
概
念
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作

業
は
よ
り
大
き
な
問
題
枠
組
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
神
の
死
」
以
降
の
神
の
問
い
と
、
そ
の
よ
う
な
位
相
で
追
究
さ
れ

る
べ
き
宗
教
哲
学
の
可
能
性
を
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
か
ら
引
き
出
し
た
い
と
い
う
の
が
、
現
在
の
私
の
研
究
を
貫
く
基
本
的
問
題
関
心
で
あ

る
と
述
べ
た
。
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
探
究
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
神
学
的
転
回
」
と
呼
ば
れ
る
動
向
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
思
索
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
表
面
に
出
て
こ
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
掘
り
起
こ
す
な
ら
ば
、

現
象
学
由
来
の
思
索
で
は
十
分
に
掘
り
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
「
〈
神
の
死
V
以
降
の
神
」
の
問
い
方
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ラ
ニ
ョ
！
の
思
想
を
詳
し
く
検
討
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
導
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
き
な
問
い
を
見
遣
り
な
が

ら
、
最
後
に
二
つ
ば
か
り
コ
メ
ン
ト
を
し
て
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
一
）
　
以
上
見
て
き
た
ラ
ニ
ョ
ー
の
議
論
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
語
藁
を
用
い
て
、
神
の
問
題
を
「
全
体
性
」
に
回
収
し
て
し
ま
う
立
場

で
あ
り
、
「
内
在
」
の
哲
学
で
あ
る
、
と
評
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ラ
ニ
ョ
ー
が
究
極
の
確
実
性
を
認
め
る
純
粋
活

動
（
自
由
の
働
き
善
神
の
働
き
）
が
、
一
言
で
言
え
ば
、
己
を
無
に
し
て
金
て
を
在
ら
し
め
る
働
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
論

評
は
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
私
と
し
て
は
、
こ
の
働
き
は
「
全
て
」
を
在
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
全
て
」
で
あ
る

「
存
在
」
の
側
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
由
の
働
き
の
還
元
不
可
能
性
に
こ
そ
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
思

想
の
眼
目
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
単
に
「
内
在
の
哲
学
」
だ
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
は
、
全
体
性
か
ら
は
い
か
に
し
て
も
説
明
で
き
な
い
「
自
由
」
の
命
運
と
、
そ
れ
と
直
結
す
る
も
の

と
し
て
の
「
神
」
の
命
運
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
根
本
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
そ
れ
と
は
違
っ
た
形
で
、
「
存
在
と
は
他
な
る
仕
方
で
」
を
追
究
す
る
哲
学
と
「
存
在
に
汚
さ
れ
な
い
神
」
へ
の
思
索
を
見

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

四
九
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出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
二
）
　
と
は
い
え
、
ラ
ニ
ョ
：
の
思
想
は
、
自
由
と
神
の
問
題
に
関
し
て
非
常
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
き
わ
め
て
一
面
的

で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ
の
反
省
的
分
析
が
、
あ
く
ま
で
「
知
的
」
な
同
断
作
用
を
現
場
に
し
て
い
る
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

神
の
「
現
実
化
」
と
い
う
こ
と
が
、
全
て
の
知
的
活
動
の
根
底
で
そ
の
都
度
わ
れ
わ
れ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ラ
ニ
ョ
ー
は
明
ら
か
に

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
が
神
を
現
実
化
せ
ず
、
真
理

を
裏
切
る
形
で
働
く
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
の
次
元
で
は
誤
謬
と
し
て
現
れ
る
が
、
根
底
の
「
道
徳
的
」
次

元
に
お
い
て
は
、
「
罪
」
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
そ
れ
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
名
づ
け
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
立

ち
入
っ
た
考
察
は
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
自
由
に
内
属
す
る
こ
の
裏
切
り
の
可
能
性
を
深
く
追
及
す
る
こ
と
な
し
に
言
及
さ
れ
る
自
由
と
神

の
「
実
在
性
（
み
9
。
一
端
叡
）
」
は
、
は
た
し
て
十
分
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
自
由
が
自
己
執
着
に
よ
っ
て
か
え
っ
て

不
自
由
と
な
り
、
万
物
の
実
在
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
逆
説
的
な
出
来
事
は
、
真
理
の
可
能
性
の
条
件
の
探
究
に
も
ま
し
て
、

切
実
な
仕
方
で
「
反
省
」
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
ま
で
考
察
が
進
め
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
以
上
辿
っ
て
き
た
思

索
は
「
〈
神
の
死
〉
以
降
の
神
」
の
問
い
と
本
当
の
意
味
で
接
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
問
題
を
含
み
こ
ん
で
、
自
己
の

問
い
と
神
の
問
い
の
反
省
哲
学
的
思
索
に
穎
展
開
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
ラ
ニ
ョ
ー
よ
り
半
世
紀
後
の
哲
学
者
、
ジ
ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
で
あ

る
。
ナ
ベ
ー
ル
に
お
い
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
、
い
か
な
る
薪
た
な
展
開
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
に

つ
い
て
の
考
察
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
注

（
1
）
　
U
o
ヨ
ぎ
δ
漏
壷
a
＄
巳
9
鼠
鳴
～
o
巽
§
§
箕
き
“
ミ
薦
娑
婆
金
野
ミ
黛
N
§
o
§
§
ミ
億
勘
誉
ミ
ミ
鴇
’
℃
弩
凹
ω
’
U
、
O
o
一
堂
㍉
㊤
㊤
一
．

（
2
）
　
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
ャ
ー
；
一
の
議
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
門
神
学
的
転
回
」
は
、
本
論
で
は
あ
く
ま
で
括
弧
付
き
で
使
用
さ
れ
る
。

〈
神
の
死
〉
以



降
の
神
の
探
究
は
、
一
切
の
「
神
学
的
」
言
説
の
無
効
化
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
初
め
て
意
味
を
も
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
見
て
い
な
い

が
ゆ
え
に
、
ジ
ャ
ニ
コ
ー
の
論
述
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
状
況
分
析
と
し
て
は
当
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
議
論
と
し
て
は
表
層
的
で
的
外
れ

　
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
。

（
3
）
　
「
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
」
と
い
う
呼
称
は
必
ず
し
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
こ
の
語
を
用
い
る
者
た
ち
の
間
で
も
明
確
な
定
義
が
共
有

　
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
名
称
で
括
ら
れ
る
哲
学
者
た
ち
（
ラ
シ
ュ
リ
エ
、
ラ
ニ
ョ
ー
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
、
マ
デ
ィ
ニ
エ
、
ナ
ベ
ー
ル

等
。
そ
の
他
ル
キ
エ
や
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
な
ど
が
含
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
は
、
多
く
の
場
倉
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
帰
属
さ
せ
ら
れ

　
て
、
そ
の
主
知
主
義
的
な
ヴ
ァ
リ
ア
ソ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
岩
田
文
昭
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
自
体
を
「
直
観
の
ス

　
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
」
と
「
反
省
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
に
区
分
し
、
ナ
ベ
ー
ル
等
を
後
者
の
範
曜
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
岩
田
文
昭
『
フ
ラ
ン

　
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
宗
教
哲
学
』
〔
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
〕
）
。
し
か
し
、
私
の
考
え
で
は
、
今
挙
げ
た
哲
学
者
た
ち
の
思
索
（
少
な
く
と
も

　
ラ
ニ
ョ
ー
と
ナ
ベ
ー
ル
）
に
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
枠
組
に
収
ま
り
き
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
と
対
立
し
か
ね
な
い
動
因
が
含
ま
れ
て
い

　
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
反
省
哲
学
は
、
と
も
に
メ
ー
ヌ
目
ド
B
ビ
ラ
ソ
の
言
う
「
内
奥
感
の
原
初
的
事
実
」
を
源
泉
と
し
な
が
ら
も
、

　
そ
こ
か
ら
微
妙
だ
が
本
質
的
な
差
異
を
孕
み
つ
つ
展
開
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ビ
ラ
ソ
は
、
身
体
を
動
か
そ
う
と
す
る
意
志
が
感
じ
る
抵

抗
（
努
力
感
）
の
内
に
、
外
界
の
事
物
の
表
象
と
は
本
質
的
に
異
な
る
「
内
奥
感
」
と
し
て
の
精
神
の
働
き
の
直
証
を
見
分
け
、
こ
の
「
意
識
の
事
実

　
（
暁
鋤
惚
け
α
①
O
O
話
ω
O
一
①
昌
O
①
）
」
か
ら
哲
学
金
体
を
構
築
し
直
そ
う
と
し
た
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、
ビ
ラ
ン
が
開
拓
し
た
こ
の
新
た
な
「
事
実
」

か
ら
、
各
々
の
仕
方
で
精
神
に
固
有
の
実
在
論
を
引
き
出
し
て
い
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。
そ
う
し
て
彼
ら
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
実
証
主
義
の
台
頭
に

面
し
て
、
こ
の
世
界
の
彼
方
に
超
越
的
実
在
を
立
て
る
独
断
的
態
度
に
逆
戻
り
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
と
そ
こ
で
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
奥
底

　
に
「
精
神
1
1
霊
（
o
ω
筏
圃
け
）
」
の
働
き
を
識
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
拡
大
深
化
さ
れ
た
経
験
論
と
い
う
形
で
宗
教
的
な
事
柄
へ
の
道
筋
を
つ
け
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
ビ
ラ
ソ
の
言
う
「
原
初
的
事
実
」
は
あ
く
ま
で
「
意
識
」
の
事
実
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
意
識
は
、
自
己
と
異
質
な
も
の
か
ら
の
抵
抗

　
に
お
い
て
の
み
自
ら
を
証
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
意
識
は
、
「
精
神
の
実
在
論
（
み
巴
ω
ヨ
①
ω
〇
三
9
巴
圃
ω
櫛
Φ
）
」
も
含
め
て
外
と
内
の
質
的

差
異
を
消
滅
さ
せ
か
ね
な
い
実
在
論
に
批
判
の
目
を
向
け
、
い
か
な
る
実
在
論
的
説
明
に
も
取
り
こ
ま
れ
る
こ
と
を
拒
む
「
自
由
の
実
在
性
（
リ
ア
リ
テ

　
ィ
）
」
の
追
求
を
促
す
も
の
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
基
本
的
な
方
向
性
を
見
て
と
り
た
い
と
思
う
。
ま
さ
し
く
こ

　
の
よ
う
な
文
脈
で
、
多
く
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
と
は
対
照
的
に
、
反
省
哲
学
者
た
ち
は
カ
ン
ト
哲
学
の
画
期
的
意
義
を
強
調
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
ビ

　
ラ
ソ
的
土
壌
に
移
植
す
る
べ
く
努
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
彼
ら
は
、
「
魂
」
の
問
題
、
ひ
い
て
は
「
神
」
の
問
題
さ
え
も
、
独
断
論
に
逆
戻
り
す

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題

五
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
五
号

五
二

　
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
批
判
哲
学
を
無
効
化
す
る
よ
う
な
新
し
い
実
在
論
を
立
て
る
の
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
的
な
批
判
を
ビ
ラ
ン
的
な
意
識
の
内
奥
へ
と

取
り
こ
ん
で
い
く
よ
う
な
仕
方
で
扱
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
魅
力
と
難
解
さ
の
豆
飯
が
存
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、
ラ
ニ

　
ョ
ー
を
通
し
て
そ
の
一
端
を
呈
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
）
騨
巳
空
。
8
撃
、
6
⑦
雄
三
①
6
み
酔
蝕
8
、
．
L
コ
b
黛
婁
鷺
昏
～
、
§
職
§
’
漆
§
気
、
書
謹
§
§
愚
§
き
勺
9
。
器
魑
ω
①
巨
藁
㊤
。
。
①
も
．
器
…
貯
q
ミ
§
ミ

　
ミ
ミ
8
蕊
ミ
ら
職
。
墨
①
箕
話
け
圃
①
昌
p
〈
Φ
o
両
脱
9
。
瓢
ゆ
。
帥
ω
》
N
o
∬
〈
圃
Φ
酔
竃
臼
。
亜
門
①
い
曽
⊆
護
四
ざ
勺
p
ユ
ω
”
O
巴
ヨ
餌
昌
『
磨
0
〈
ざ
お
¢
9
℃
●
ホ
ー
お
①
け
O
霧
忽
ヨ
い

。
、
｝
露
。
三
。
ぴ
q
冨
画
一
Φ
葺
①
＝
Φ
g
甲
屋
．
℃
げ
沁
愚
黒
§
誉
§
≧
§
伽
繕
ミ
｝
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
§
ミ
℃
蝕
ω
b
ロ
』
ω
豆
酔
㍉
8
㎝
も
曾
ω
ρ
等
参
照
。
な
お
、
リ

　
ク
ー
ル
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
思
想
騙
（
東
出
、
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）
第
一
素
子
三
節
を
参
照

　
さ
れ
た
い
。

（
5
）
冒
8
⊆
①
ω
岡
）
o
ヨ
四
二
．
δ
o
ひ
q
一
8
①
二
．
三
景
。
冨
低
巴
p
。
｛
。
㌶
㊦
、
”
”
ヨ
」
野
ミ
国
壽
ミ
膏
駄
ミ
㎎
竃
ミ
鳴
㌔
巴
ρ
ω
①
巨
翼
Φ
0
刈
も
■
ゆ
㎝
．

（
6
）
　
た
だ
し
、
ア
ン
リ
の
場
合
は
少
し
趣
が
違
っ
て
く
る
。
「
我
」
の
絶
対
的
受
動
性
を
強
調
す
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
ア
ン
リ
は
そ
れ
を
「
自
己
触

　
発
」
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
「
い
の
ち
扁
と
し
て
の
神
の
あ
り
方
を
独
特
の
仕
方
で
捉
え
直
そ
う
と
す
る
。
そ
の
点
で
、
ア
ン
リ
の
思
索
に
は
フ
ラ
ン

　
ス
反
雀
哲
学
と
親
近
性
を
も
つ
部
分
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ア
ン
リ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
」
と
し
て
の
最
近
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
著
作
を
参

　
照
の
こ
と
。
竃
一
代
7
鉱
麟
①
霞
ざ
G
、
鴨
無
§
鼠
ミ
鼠
ミ
飾
凄
ミ
幅
§
恥
辱
ミ
N
8
愚
ミ
恥
§
簿
識
の
職
蟄
仰
望
§
食
勺
飴
ユ
ρ
Q
り
⑦
三
♂
一
㊤
㊤
①
　
§
ミ
§
ミ
～
§
◎
S
ミ

　
辱
ミ
～
8
愚
ミ
Q
§
貯
き
ミ
き
℃
飴
ユ
ρ
ω
Φ
鼠
一
－
N
O
O
O
◆

（
7
）
　
ア
ル
キ
エ
は
そ
れ
を
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
考
え
る
学
も
含
め
て
、
一
切
の
学
を
越
え
、
い
か
な
る
支
え
を
も
取
り
払
っ
て
進
も
う
と
す
る
「
不
安

　
（
定
）
へ
の
意
志
（
〈
o
δ
馨
①
集
ぎ
ρ
三
蝉
¢
山
Φ
）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
男
①
操
典
拶
路
窪
＞
5
a
⑩
卜
円
匙
“
鳥
ミ
ミ
恥
出
自
§
駄
§
、
蕩
貯
嚇
ミ
蹴
鴨
馬
、
ぎ
§
§
Q

　
憲
爲
b
霧
ミ
ミ
翁
▼
℃
費
凶
ρ
勺
q
閃
唱
お
㎝
ρ
0
7
鋤
鷺
嘗
㊦
ゴ
い
角
く
。
一
〇
暮
⑰
仙
”
ぎ
ρ
二
隷
欝
α
p

（
8
）
　
「
た
だ
意
志
だ
け
は
、
意
志
の
自
由
だ
け
は
別
で
あ
っ
て
、
私
の
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
私
の
中
で
き
わ
め
て
大
き
く
、
そ
れ
以
上
に
大

　
き
な
意
志
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
お
も
に
意
志
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
私
は
自
分
が
神
の
像
と
似
姿
を
宿
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で

あ
る
。
」

　
　
カ
①
融
O
Φ
ω
o
費
ε
ρ
ミ
帖
ミ
ミ
勘
。
壽
題
§
》
篭
§
貸
特
ミ
、
鍵
曾
ミ
鼻
】
≦
巴
蚕
簿
圃
。
甘
く
ー
ヨ
㊤
亀
§
魯
b
禽
ミ
§
塁
℃
餌
σ
＝
仙
①
。
。
層
碧
○
貫
》
儀
四
ヨ
象
ヤ

　
↓
帥
鋤
器
蔓
”
↓
○
ヨ
Φ
＜
鍔
㍗
鐙
．

（
9
）
ぽ
巳
箆
6
8
弓
－
、
8
①
甘
α
q
①
ヨ
①
箕
9
訂
ヨ
騨
ぎ
島
①
蕪
δ
×
凶
く
の
ω
包
9
』
巳
①
ω
い
譜
コ
＄
賃
”
－
ぎ
切
ミ
、
ミ
ミ
譜
ミ
⑦
。
§
融
隷
ミ
ミ
題
§



　
℃
ミ
N
8
愚
ミ
ぐ
も
”
Z
9
鼻
O
o
8
寓
③
1
ゆ
σ
8
ヨ
窪
ρ
ド
⑩
潔
》
O
」
旨
．

（
1
0
）
　
冒
ぼ
ω
い
9
。
讐
＄
⊆
㌔
ω
陣
ヨ
夏
Φ
ω
き
什
Φ
ω
O
o
霞
三
生
。
α
q
鎚
導
ヨ
Φ
O
ご
三
8
簿
α
．
鴛
賦
8
、
．
－
冒
O
ミ
9
蕊
恥
貯
精
§
防
ミ
書
ミ
§
甜
る
。
伽
9
賦
自
お
く
器

Φ
け
碧
ぴ
Q
ヨ
Φ
艮
伽
ρ
℃
費
一
ρ
勺
¢
凋
”
お
0
野
こ
の
趣
意
書
の
最
初
で
、
｝
切
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
離
脱
し
た
「
溶
性
」
が
道
徳
的
行
為
の
挺
子
と
な
る
こ
と
が
明

　
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
≧
二
男
の
ミ
器
ミ
誘
偽
§
ミ
§
喬
ミ
御
器
卜
暗
ミ
§
”
℃
四
ユ
ρ
O
巴
既
設
費
9
一
8
㎝
．
カ
8
鼠
ω
山
β
。
器
憩
§
o
ミ
恥
ミ
ミ
譜
8
§
恥
蕊
無
二
§
ミ
§
§
鳳

冒
、
湧
卜
据
§
塁
斜
勺
舘
同
ρ
Ω
巴
一
一
ヨ
p
。
a
噌
0
9
H
円
Φ
製
戸
頴
ω
一
漣
卜
。
．

（
1
2
）
　
た
だ
し
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
ラ
ニ
ョ
ー
や
ア
ラ
ン
の
弟
子
た
ち
の
手
に
わ
た
っ
て
保
持
さ
れ
て
き
た
講
義
録
、
断
片
、
書
簡
な

　
ど
が
か
な
り
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
の
死
後
百
年
の
折
り
に
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
フ
ラ
ン
ス
大
学
出
版
局
（
℃
d
閃
）
か
ら
ご
巻
本
の
新
し
い
ラ

　
ニ
ョ
ー
著
作
集
を
刊
行
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
計
画
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
収
録
さ
れ
る
は
ず
で

あ
っ
た
講
義
録
が
、
ア
ラ
ン
の
弟
子
た
ち
の
手
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
詳
し
く
は
以
下
の
文
章
を
参
照
の
こ
と
。
国
日
日
Φ
毒
Φ
一
匹
o
a
Φ
㌍

　
、
．
い
ゴ
0
ユ
8
ひ
q
Φ
α
Φ
｝
巳
Φ
ω
い
9
ひ
身
謬
＄
『
蝉
二
面
①
ω
8
×
8
ω
葬
儀
Φ
ω
面
白
σ
同
日
。
鋤
こ
。
昌
ω
．
．
一
ぎ
ト
輿
特
亀
昏
ぎ
菖
暗
蔓
§
き
鳴
譜
ミ
、
8
ト
お
蕊
§
黛
0
無
鼠
⑦
や
費

　
ぎ
ω
鉱
什
葺
〉
剛
巴
P
勺
費
す
ぴ
9
。
一
≦
①
冨
巳
ω
①
識
ρ
ド
8
メ
戸
H
I
H
も
。
．

（
1
3
）
　
冒
δ
ω
い
餌
o
q
器
碧
㌃
．
O
o
霞
ω
ω
各
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H
σ
同
α
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高
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（
1
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
が
初
め
て
「
永
遠
真
理
創
造
説
」
を
開
陳
し
た
一
六
三
〇
年
四
月
一
五
屡
付
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
を
参
照
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
醤
わ
れ
て
い
る
。
「
…
…
さ
て
、
理
性
の
使
用
を
神
か
ら
授
か
っ
た
者
た
ち
は
誰
で
も
、
そ
れ
を
主
と
し
て
神
を

知
り
、
自
己
自
身
を
知
る
た
め
に
用
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
が
自
分
の
研
究
を
始
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
で
し
た
。
そ
し
て
、

貴
殿
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
道
か
ら
研
究
を
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
私
は
自
然
学
の
基
礎
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
全
て
の
う
ち
で
私
が
も
っ
と
も
よ
く
研
究
し
た
の
が
形
而
上
学
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
お
か
げ
さ
ま
で
少
し
は
満
足
し
て
お
り
ま
す
。
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へ

少
な
く
と
も
、
私
は
形
而
上
学
の
諸
真
理
を
幾
何
学
の
証
明
よ
り
も
さ
ら
に
明
証
的
に
証
明
す
る
方
法
を
見
出
し
た
と
思
い
ま
す
」
（
カ
Φ
港
U
o
ω
o
碧
盆
ρ

り
①
け
窪
Φ
賦
質
霞
ω
Φ
嘗
ρ
H
㎝
画
く
ユ
一
δ
ω
O
、
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）
。
こ
こ
で
「
さ
ら
に
明
証
的
に
」
と
い
わ
れ
て
い
る
事
態
は
、
単
に
幾
何
学
の
明
証

性
よ
り
も
程
度
の
高
い
明
証
性
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
幾
何
学
の
明
証
性
と
形
而
上
学
の
明
証
性
の
間
に
は
、
永
遠
真
理
を
も
創
造
す
る
神
の
「
把
握

不
可
能
性
（
ヨ
o
o
ヨ
肩
9
魯
臥
ぴ
一
一
謬
鋤
ω
と
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
同
じ
手
紙
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
神
の
偉
大
さ
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と

フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
に
お
け
る
神
の
問
題
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は
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
神
の
偉
大
さ
は
把
握
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
い
っ
そ
う
尊
重
す
る
こ
と
に
な

　
る
の
で
す
」
と
占
わ
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
本
文
中
で
私
が
＝
切
の
明
証
性
が
な
い
と
い
う
明
証
性
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
把
握

　
不
可
能
な
も
の
を
把
握
不
可
能
と
し
て
知
る
と
い
う
こ
の
特
異
な
明
証
性
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
永
遠
真
理
創
造
説
と
デ
カ
ル
ト
哲
学
全
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
林
道
夫
の
諸
著
作
が
よ
く
考
え
抜
か
れ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
（
小
林
道
夫

　
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
体
系
一
自
然
学
・
形
早
上
学
・
道
徳
論
1
』
〔
到
華
書
房
、
一
九
九
五
年
〕
、
噌
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
そ
の
射
程
臨
〔
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇

年
〕
〉
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
す
る
極
端
だ
が
魅
力
的
な
解
釈
が
、
マ
リ
オ
ン
の
デ
カ
ル
ト
研
究
の
｝
つ
の
大
き
な
動
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て

お
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8
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『
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■
q
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嵩
。
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（
1
7
）
　
H
ぼ
創
‘
O
■
一
。
。
膳
●

（
1
8
）
　
も
ち
ろ
ん
、
ア
ラ
ン
が
好
ん
で
強
調
す
る
よ
う
に
、
ラ
ニ
ョ
ー
は
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、
か
れ
の
神
論
と
ス
ピ
ノ
ザ
と
の

関
係
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
講
義
で
は
そ
の
側
瞳
が
あ
ま
り
前
面
に
出
て
い
な
い
こ
と
を
も
考
慮
し
て
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す

　
る
。
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こ
の
「
カ
ン
ト
の
直
接
化
扁
は
、
必
ず
し
も
ラ

ニ
ョ
ー

一
人
の
問
題
関
心
で
は
な
く
、
大
き
く
見
れ
ば
、

　
ソ
ス
的
変
遷
」
を
背
景
に
し
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
高
橋
克
也
「
カ
ン
ト
主
義
の
フ
ラ
ン
ス
的
変
遷
」
、

東
京
、
弘
文
堂
、
｝
九
九
九
年
、
三
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七
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三
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九
頁
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ラ
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学
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事
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わ
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わ
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特
の
形
而
上
学
的
、

　
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
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ラ
ニ
ョ
ー
の
哲
学
を
「
内
在
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
没
後
百
年
を
記
念
す
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
の
際
に
、
リ
ク

　
ー
ル
と
ブ
ー
ル
ニ
ュ
の
間
で
興
味
深
い
論
争
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
が
ラ
ニ
ョ
ー
を
始
め
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
全
体
を
「
内
在
の
哲
学
」
と
し

　
て
整
理
す
る
の
に
対
し
て
、
ブ
ー
ル
ニ
ュ
は
、
「
懐
疑
論
は
真
な
る
も
の
（
一
Φ
〈
「
既
）
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
ニ
ョ
ー
の
言
に
依
り
つ
つ
、
「
内
在
」
と
い
う

　
こ
と
に
さ
え
安
住
さ
せ
な
い
根
源
的
な
問
い
を
生
じ
さ
せ
る
「
自
由
の
哲
学
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
（
b
o
ミ
、
ミ
§
§
貯
的
。
竃
ミ
“
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§
“
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蹄
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リ
ク
ー
ル
の
発
言
は
明
快
で
あ
り
、
対
し
て
ブ
ー
ル
ニ
ュ
の
反
論
は
論
旨
の
辿
り

　
に
く
い
支
離
滅
裂
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
限
っ
て
は
、
支
離
滅
裂
な
反
論
の
方
に
も
少
し
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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た
と
え
ば
、
た
だ
の
物
質
、
肉
塊
と
化
し
た
不
幸
な
る
人
間
の
中
に
人
格
を
見
出
す
「
創
造
的
注
意
（
簿
叶
什
Φ
鵠
一
一
〇
昌
　
O
「
0
鐙
け
「
一
〇
Φ
）
」
と
し
て
の
愛
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
魂
の
「
創
造
さ
れ
ざ
る
一
点
」
か
ら
の
働
き
を
識
別
す
る
ヴ
ェ
イ
ユ
の
省
察
を
見
よ
（
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ヨ
。
づ
①
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Φ
鉾
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、
い
．
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ヴ
ェ
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宗
教
的
思
索
が
、
直
接
の
師
で
あ
る
ア
ラ
ン
を
飛
び
越
え
て
ラ
ニ
ョ
ー
と
親
近
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
幾
人
か
の
論
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
木
健
『
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モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
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ユ
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不
幸
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書
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九
六
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夢
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⑪
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簿
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ラ
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threefold　division　and　the　primacy　of　representation，　Brentano　admits　that　Descar－

tes　preceded　him　；　Descartes　distinguishes　ideae，　ittdicia，　and　volztntates，　giving　the

fundamental　role　to　ideae．　For　Aristotle，　however，　there　are　no　phenomena　of　the

soul　that　have　founding　function　for　all　mental　activltles．

2．The　problem　with　Brentano’s　interpretation　of　Aristotle’s　psychology：　The

notion　of　intentional　inexistence　comes　from　Brentano’s　interpretation　of　the

Aristotelian　idea　that　sense－perception　is　the　reception　of　T6　aiaOopr6v　without　its

matter．　Brentano，　in　his　footnote　to　the　so－called　intentionality　passage　in　his

Ps），cliologie，　refers　to　this　idea　with　the　paraphrase：　‘sense　receives　the　sensed

object　（das　Empfundene）　without　its　inatter’．　However，　T6　alaeijr6v　means　（at

least　for　Aristotle）　the　sensible　object　（as　Brentano　himself　usually　translates　it

‘das　sensibles　Objekt’），　not　the　sensed　object．　lt　is　clear　that　T6　aiaeopT6v　as　the

sensible　object　should　be　external　to　the　sensing　subject．　For　it　is　possible　for　T6

aiaem6y　in　this　sense　to　be　there　without　being　actually　sensecl　by　any　＄ensing

subject．　Brentano’s　interpretation　of　TO　afi｛reijT6v　as　the　sensed　object　ignores　this

implication　of　that　term　and　makes　it　possible　to　‘place’　the　object　of　sense－

perception　in　the　sensing　subject．　Finally　1　add　some　remarl〈　on　the　tradition　of

Neoplatonic　interpretation　of　Aristotle’s　theory　of　perception，　which　might　provide

a　bacl〈ground　for　Brentano’s　immanentistic　interpretation．

　　From　these　considerations，　1　conclude　that，　in　spite　his　conviction　that　the

principal　source　for　the　notion　of　intentional　inexistence　is　Aristotle’s　psychology，

we　can　detect　greater　influence　of　Cartesian，　internalist　view　in　this　notion．

　　　　Le　probleme　de　Dieu　dans

la　philosophie　r6flexive　frangaise

sur　le　KCours　sur　Dieu）　de　Juies　Lagneau

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par

　　　　　　　　　Yasuhiko　SUGIMURA

Professeur　associe　de　philosophie　de　la　religion

　　　Institut　des　Lettres，　Universite　de　Kyoto

　　cLe　tournant　th6010gique　de　la　phenomenologie　frangaise）　（Dominique　Janicauld）　，

caracterisation　assez　superficielle　d’une　tendance　phi｝osophique　dominante　en

France　depuis　une　trentaine　d’annees，　suggere　toutefois　une　possibilite　inedite　de　la

philosophie　de　la　religion．　En　bref，　i｝　s’agit　de　penser　Dieu　apres　la　Kmort　de　Dieu）．

2



〈Dieu　non　contamine　par　1’etre）　（Levinas）　ou　KDieu　sans　1’etre）　（Marion），　par

exemple，　temoigne　de　cette　tentative　hardie　de　tourner　la　negation　de　1’existence

de　Dieu　en　1’affirmation　de　Dieu　comme　Kce　qui　n’existe　pas）．

　　Mais　cette　tentative　ne　provient　pas　que　d’une　certaine　radicalisation　de　la

philosophie　phenom6nologique．　Des　consid6rations　equivalentes　me　semblent　se

discerner　chez　Lagneau　et　Nabert，　heritiers　de　la　“philosophie　reflexive　frangaise”，

courant　de　pensee　maintenant　presque　oubliE．　Leur　“reflexion”　regresse，　dans　le

sillage　de　Maine　de　Biran，　vers　1’intimite　pius　intime　que　le　moi，　oU　se　rencoRtre　un

acte　absolu．　Cet　absolu　constitue　le　point　de　d6part　pour　leur　recherche　incompa－

rable　de　Dieu．　C’est　dans　cette　perspective　que　cet　article　a　pour　tache　de　clarifier

la　signification　des　meditations　de　Lagneau　sur　la　question　de　Dieu．

　　La　reflexion　selon　Lagneau　consiste　｝　nous　conduire，　par　1’analyse　regressive　de

la　perception　et　de　la　connaissance　intellectuelle，　ti　la　（reconnaissance＞　de　1’6vi－

dence，　acte　interieur　consistant　a　s’assurer　par　une　〈certitude　sans　evidence｝．

Certes，　1’evidence　s’impose　a　nous　de　fagon　necessaire．　Mais　1’acte　de　juger　le

necessaire　comme　tel　pour　lui　consentir　ne　peut　pas　etre　un　simple　effet　mecanique

de　la　n6cessite．　Cet　acte　prend　conscience　de　lui－meme　de　maniere　differente　de　la

（connaissance　tournee　vers　les　choses）．　Seule　cette　（connaissance　reflechie　sur　le

sujet）　revet　une　signification　veritablement　Kmetaphysique）．

　　Or，　cet　acte　libre　au　fond　de　la　connaissance　intellectuelle　ne　releve　ni　de

1’existence，　ni　de　1’etre，　car　1’existence　correspond　ti　la　perception　et　1’etre　a　la

connaissance　intellectuel｝e．　Cet　acte　par　lequel　on　affirme　suivant　1’evidence　que

“cela　doit　etre　ainsi”，　relEve　precis6ment　du　“devoir－etre”．　Ainsi　se　d6couvre　“Tu

dois”　dans　les　profondeurs　du　sujet　percevant　et　connaissant．

　　C’est　par　ce　biais　que　Lagneau　arrive　ti　la　question　de　Dieu　qui　“n’existe　pas”　ou

“n’ ?ｓｔ　pas”．　L’acte　de　consentir　a　la　n6cessite，　qui　est　en　mame　temps　1’accomplisse－

ment　de　la　liberte　dans　le　d6tachement　de　sonindjvidualjt6，　sjgnjfje　pour　lui　“ceder

la　place　a　Dieu　meme　en　nous”．　Car　c’est　precisement　cet　acte　int6rieur　qui　prete

la　“realit6”　2　toutes　les　choses　pergues　et　connues．　ll　s’agit　d’une　cr6ation　au　sens

v6ritable　du　terme，　cr6ation　par　laquelle　le　reel　provient　du　neant．　Le　d6pouille－

ment　de　soi，　ame　de　notre　liberte，　constitue　ainsi　le　lieu　oij　se　realise　Dieu　comme

amour　sacrificiel　de　soi．
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