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本
稿
の
課
題

　

本
稿
は
、
西
田
哲
学
を
現
代
の
哲
学
的
問
題
状
況
の
な
か
に
置
く
と
い
う
私
の
近
年
の
試
み
の
一
貫
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る

の
は
「
企
投
す
る
思
索
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
思
索
の
あ
り
方
が
「
宗
教
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

が
私
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
現
代
の
宗
教
哲
学
の
課
題
は
唯
一
的
個
と
人
類
と
の
乖
離
で
あ
る

と
考
え
る
）
1
（

。

　

カ
ン
ト
は
、
最
高
善
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
宗
教
の
究
極
目
的
を
個
人
で
は
な
く
「
人
類
」
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
の
人
類
を
自
然

的
法
則
の
法
則
性
か
ら
考
え
る
道
筋
を
つ
け
た
。
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
を
自
然
法
則
と
同
質
の
普
遍
性
の
も
と
で
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
個
人
（hom

m
e

）
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
「
人
類
（H

um
anité

）」
こ
そ
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
し

て
人
類
を
実
証
的
に
研
究
す
る「
社
会
学
」を
諸
学
の
王
に
位
置
づ
け
た
。「
人
類
」の
実
在
性
が
個
人
の
実
在
性
を
急
速
に
凌
駕
し
て
い
っ

た
の
が
二
十
世
紀
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歩
み
と
手
を
携
え
て
自
然
科
学
や
社
会
科
学
は
発
展
し
て
き
た
。
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近
代
に
成
立
し
た
「
人
類
」
と
い
う
概
念
は
学
問
的
な
裏
付
け
と
と
も
に
私
た
ち
の
現
実
世
界
を
構
成
す
る
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
私
た
ち
が
信
仰
に
よ
っ
て
救
い
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
信
仰
に
お
い
て
こ
そ
自
分
が
取
り
替
え
不
可
能
な
唯
一
的

な
個
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
神
は
こ
の
私
に
汝
と
呼
び
か
け
、
阿
弥
陀
仏

は
永
遠
に
わ
た
る
修
行
を
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
に
振
り
向
け
た
の
だ
、
と
宗
教
者
は
語
る
。
現
代
の
私
た
ち
は
、
自
ら
の
生
に
お
い
て
唯
一

的
個
と
人
類
を
共
に
生
き
る
と
い
う
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
を
背
負
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
決
し
て
哲
学
の
机
上
の
問
題
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
私
は
医
者
か
ら
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
と
仮
定
し

よ
う
。
私
は
自
分
の
脳
の
Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
画
像
を
見
せ
ら
れ
、
自
分
の
脳
が
萎
縮
し
て
い
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
萎
縮
は
年
毎
に
進
行
す
る
だ
ろ
う
と
医
者
か
ら
告
げ
ら
れ
る
。
私
は
自
分
の
こ
の
脳
の
萎
縮
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
ら
よ
い
の
か
。
い

ま
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
認
知
症
で
あ
る
と
い
う
診
断
の
背
後
に
は
現
代
医
学
の
膨
大

な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
ら
し
い
が
、そ
れ
ら
の
研
究
は
私
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
問
い
の
背
後
に
、

さ
ら
に
浮
か
び
上
が
る
問
い
が
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
一
人
戦
い
て
い
る
私
が
人
類
で
あ
る
こ
と
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
、
誇
る
べ
き
こ
と
な
の

か
。
人
類
で
あ
る
こ
と
で
私
は
ど
の
よ
う
な
負
荷
と
責
任
を
担
う
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
唯
一
的
個
と
人
類
と
の
乖
離
と
い

う
課
題

0

0

に
集
約
さ
れ
て
い
く
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
論
文
「
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」
に
お
い
て
哲
学
の
探
究
に
つ
い
て
、「
探
究
へ
と
駆
り
立
て
る
力
は
諸
哲
学
思
想

（Philosophien

）
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
く
諸
事
象
（Sachen
）
と
諸
課
題
（Problem

e

） 

か
ら
出
て
く
る
に
違
い
な
い
」
）
2
（

と
述

べ
て
い
る
。
こ
の「
事
象
」の
語
は「
事
象
そ
の
も
の
へ（zu den Sachen Selbst

）」と
い
う
有
名
な
現
象
学
の
標
語
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

そ
し
て
、多
く
の
人
が
言
う
よ
う
に
宗
教
が
哲
学
の
限
界
と
踵
を
接
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、宗
教
哲
学
は
事
象
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
探
究
を
駆
り
立
て
ら
れ
る
最
た
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
詳
論
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
現
代
の
宗
教
哲
学
は
「
事
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象
」
で
は
な
く
「
課
題
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
個
と
人
類
と
の
乖
離
と
い
う
課
題
を
私

た
ち
が
追
究
す
る
の
に
重
要
な
手
掛
り
と
な
る
の
が
西
田
哲
学
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
の
考
察
の
足
場
を
置
き
た
い
。

　

西
田
幾
多
郎
か
ら
始
ま
る
京
都
学
派
の
哲
学
は
日
本
の
宗
教
的
・
学
問
的
伝
統
と
西
欧
の
学
問
的
伝
統
と
を
結
合
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

諸
学
を
日
本
の
精
神
的
土
壌
に
根
付
か
せ
る
営
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
営
為
の
帰
結
は
現
代
日
本
の
精
神
的
・
物
質
的
在
り
よ
う
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
西
田
や
そ
の
弟
子
た
ち
が
思
索
し
た
時
代
状
況
と
現
代
の
私
た
ち
が
直
面
す
る
時
代
状
況
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
個
と
人
類
と
の
乖
離
と
い
う
テ
ー
マ
は
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
の
思
索
の
根
柢
に
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
は
こ

の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
思
索
が
彼
ら
の
生
き
た
時
代
の
現
実
に
切
り
込
む
形
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の
私
た
ち
の
現
実
に
切
り
込

む
形
で
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
彼
ら
の
見
て
い
た
景
色
と
私
た
ち
の
見
て
い
る
景
色
と
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
異
な
っ
て
い
る
か
ら
彼
ら
の
思
想
が
私
た
ち
に
と
っ
て
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
が

直
面
し
て
い
る
課
題
の
困
難
さ
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
彼
ら
の
哲
学
的
思
索
の
巨
大
さ
が
見
え
て
く
る
。
私
た
ち
は
西
田
の
思

索
の
な
か
に
私
た
ち
自
身
の
為
す
べ
き
思
索
の
最
良
の
モ
デ
ル
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

問
題
状
況
の
違
い
を
考
え
る
と
、
私
た
ち
の
思
索
の
手
掛
り
と
な
る
の
は
、
西
田
が
到
達
し
た
思
索
の
成
果
よ
り
も
、
彼
の
思
索
の
原

点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
田
の
思
索
の
原
点
は
日
本
の
哲
学
の
原
点
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、西
田
哲
学
の
出
発
点
と
な
る
の
は「
純

粋
経
験
」
で
あ
る
。「
少
し
の
仮
定
も
置
か
な
い
直
接
の
知
識
に
基
づ
い
て
見
れ
ば
、
実
在
と
は
唯
我
々
の
意
識
現
象
即
ち
直
接
経
験
の

事
実
あ
る
の
み
で
あ
る
」
）
3
（

と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
西
田
哲
学
は
始
ま
る
。

　

私
た
ち
が
問
う
べ
き
で
あ
る
の
は
、
哲
学
の
概
念
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
で
は
な
く
、
西
田
が
『
善
の
研
究
』
で
「
純
粋
経
験
」
と

い
う
語
に
託
し
た
事
象
は
い
か
な
る
経
験
で
あ
る
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
探
究
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
善

の
研
究
』
執
筆
以
前
に
西
田
が
禅
の
修
行
に
打
ち
込
ん
だ
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
の
日
記
を
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読
む
と
、そ
れ
は
単
純
に
禅
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
経
験
と
は
言
え
な
い
。
明
治
三
十
六
年
（
三
十
三
歳
）
七
月
二
十
六
日
の
日
記
に
は
「
今

日
の
僧
侶
は
つ
ま
ら
ぬ
も
の
な
り
。
修
行
何
の
功
あ
る
」
）
4
（

と
あ
り
、
八
月
三
日
に
は
「
晩
に
独
参
無
字
を
許
さ
る
。
さ
れ
ど
も
余
甚
悦

ば
ず
」
）
5
（

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
西
洋
の
倫
理
学
と
い
ふ
者
は
全
く
知
識
的
研
究
に
し
て
、
議
論
は
精
密
で
あ
る
が
人
心

の
深
きsoul-experience

に
着
目
す
る
者
一
も
あ
る
な
し
。
全
て
自
己
の
脚
根
下
を
忘
却
し
去
る
」
）
6
（

と
鈴
木
大
拙
宛
の
書
簡
に
記
し
て

い
る
。
一
方
で
禅
の
悟
り
を
求
め
、
他
方
で
西
洋
哲
学
の
学
知
を
求
め
な
が
ら
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
満
足
で
き
な
い
と
い
う
葛
藤
の
果
て

に
、
西
田
は
「
思
想
の
統
一
」
を
得
る
に
至
る
。

　

私
た
ち
は
こ
こ
で
西
田
の
葛
藤
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
葛
藤
は
根
柢
に
お
い
て
、
個
と
人
類
と
の
乖
離
と
い
う
宗
教
哲
学
の
課

題
と
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
葛
藤
の
内
実
に
迫
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
意
識
現
象
の
原
点
を
ど
こ
に
見
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

一
方
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
意
識
の
探
究
を
考
察
し
、
他
方
に
お
い
て
仏
教
に
お
け
る
信
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
シ
ュ

ラ
ッ
ダ
ー
）
を
考
察
し
て
み
た
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
原
点
は
「
す
べ
て
の
原
的
に
与
え
る
働
き
を
す
る
直
観
が
認
識
の
正
当
性
の
源
泉
で

あ
る
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
西
田
の
純
粋
経
験
と
共
通
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
私
た
ち
が
科
学
的

知
識
を
真
理
と
見
な
し
、
諸
科
学
が
描
き
出
す
世
界
を
結
局
の
所
真
な
る
世
界
と
見
な
す
見
方
が
出
発
す
る
地
点
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
西
田
の
思
索
を
唯
一
的
個
の
探
究
に
向
け
て
突
き
動
か
す
も
の
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
教
の
な
か
に
見
い
だ
せ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学

（
１
）『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
け
る
現
象
学
的
還
元

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
諸
論
の
冒
頭
で
「
純
粋
現
象
学
は
、
私
た
ち
が
こ
こ
で
そ
こ
へ
の
道
を
求
め
、
一
切
の
他
の
諸
学
に

対
し
て
唯
一
無
比
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
特
徴
を
描
き
出
し
、哲
学
の
根
本
学
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
純
粋
現
象
学
は
一
つ
の
本
質
的
に
新
し
い
学
で
あ
り
、
そ
の
原
理
的
独
自
性
の
た
め
に
自
然
的
思
考
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
そ
の

故
に
い
ま
初
め
て
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
学
で
あ
る
」
）
7
（

と
宣
言
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
彼
の
企
図
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
現
象
学
は

一
切
の
学
の
基
礎
づ
け
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
学
の
成
否
に
よ
っ
て
、
数
学
や
物
理
学
、
心
理
学
な
ど
の
諸
科
学
の
知
が

十
全
な
根
拠
を
も
つ
正
当
な
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
現
象
学
は
構
想
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

そ
の
役
割
を
果
た
す
哲
学
と
し
て
、
現
象
学
は
「
厳
密
な
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
一
切
の
学
の
基
礎
づ
け
の
役
割
を

果
た
す
の
は
近
代
哲
学
の
中
心
的
主
題
で
あ
る
認
識
論
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
認
識
論
が
第
一
哲
学
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

純
粋
現
象
学
が
「
そ
の
原
理
的
独
自
性
の
た
め
に
自
然
的
思
考
か
ら
遠
く
離
れ
て
」
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
象
学
的
探
究
の
要
諦
を

示
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
一
切
の
原
理
の
な
か
で
最
も
重
要
で
最
も
普
遍
的
な
原
理
と
す
る
の
は
「
す
べ
て
の
原
的
に
与
え
る
働
き

を
す
る
直
観
が
認
識
の
正
当
性
の
源
泉
で
あ
る
」
）
8
（

と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
原
的 （originär

）」
に
与
え
る
と
い
う
の
は
「
い
わ
ば
そ
の
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生
身
の
あ
り
あ
り
と
し
た
現
実
性
に
お
い
て
（sozusagen in seiner leibhaften W

irklichkeit

）」
与
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ

れ
以
上
遡
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
与
性
を
示
す
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
現
実
（W

irklichkeit

）」
と
い
う
こ
と
を
彼
は
こ
う
説
明
す
る
。「
私
は
一
つ
の
空
間
的
―
時
間
的
現
実
を
私
に
向
か
い

合
う
も
の
と
し
て
常
に
手
前
に
見
出
す
の
で
あ
り
、
そ
の
現
実
に
私
自
身
が
属
し
、
そ
の
現
実
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
ま
た
そ
の
現
実

に
同
じ
仕
方
で
関
わ
っ
て
い
る
一
切
の
他
の
人
た
ち
も
同
様
に
属
し
て
い
る
」
）
9
（

。
こ
の
「
一
つ
の
空
間
的
―
時
間
的
現
実
」
は
さ
し
あ

た
っ
て
「
世
界
」
と
呼
ば
れ
る
。
問
題
は
、「
現
実
」
と
い
う
こ
の
原
的
所
与
性
が
ど
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
か
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
現
実
が
現
実
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
原
的
所
与
性
の
成
立
の
仕
方
は
決
し
て
見
え
て
こ
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
日
常
の
自
然
的
な
仕
方
で
生
き
て
い
る
と
き
に
は
、
私
は
コ
ギ
ト
（cogito

）
と
い
う
根
本
形
式
に
お
い
て
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ

る
）
10
（

。
す
な
わ
ち
、
私
が
そ
の
う
ち
に
自
ら
を
見
出
す
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
私
の
意
識
は
気
に
入
る
気
に
入
ら
な
い
、
嬉
し
い
悲
し
い
、

欲
す
る
避
け
る
、
望
む
恐
れ
る
等
々
、
多
様
に
変
化
す
る
。
ま
た
、
世
界
が
手
の
届
く
向
こ
う
に
直
接
に
存
在
し
て
い
る
と
意
識
さ
れ
る

な
か
で
、
私
は
触
れ
た
り
歩
い
た
り
ぶ
つ
か
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
私
の
意
識
の
す
べ
て
、
私
の
素
朴
な
諸
作
用
の
す
べ
て
は
み
な

コ
ギ
ト
と
い
う
語
で
総
括
さ
れ
る
。
こ
の
コ
ギ
ト
作
用
に
反
省
を
向
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
に
は
新
し
い
コ
ギ
ト
が
働
い
て
お
り
、

や
は
り
コ
ギ
ト
と
い
う
根
本
形
式
の
な
か
を
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
日
常
的
な
態
度
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う

「
自
然
的
態
度
」
で
あ
る
。

　

現
象
学
の
領
野
は
こ
の
自
然
的
態
度
を
徹
底
的
に
変
更
す
る
こ
と
で
拓
か
れ
る
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
態
度
変
更
が
求
め
ら
れ
る
。
一
つ

は
形
相
的
還
元
で
あ
り
、
事
実
確
認
は
行
わ
ず
「
形
相
（Eidos

）」
即
ち
「
本
質
（W

esen

）」
の
認
識
の
み
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
場
合
、
形
相
な
い
し
本
質
と
い
う
概
念
は
何
か
特
別
な
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
私
た
ち
は
幾
何
学
の
問
題

を
解
く
と
き
、
黒
板
に
三
角
形
を
書
く
。
こ
れ
は
そ
れ
自
体
は
黒
板
に
書
か
れ
た
事
実
的
な
個
物
に
過
ぎ
な
い
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
本
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質
普
遍
性
を
も
つ
三
角
形
の
個
別
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
は
三
角
形
を
普
遍
的
本
質
と
し

て
観
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
感
性
的
直
観
と
類
比
的
な
仕
方
で
普
遍
的
な
本
質
を
観
て
取
る
働
き
、
即
ち
「
本
質
直

観
（W

esensanschauung, W
esenserschauung

）」
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
一
切
の
原
的
に
与
え
る
働
き
を
す
る
直
観
こ
そ
認
識
の
正

し
さ
の
源
泉
（R

echtsquelle

）
で
あ
る
と
し
て
、
現
象
学
を
本
質
学
と
し
て
樹
立
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
現
象
学
的
還
元
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
が
現
に
そ
こ
に
存
在
す
る
（da sein

）
と
素
朴
に
受
け
取
る
こ
と
、
即

ち
「
自
然
的
態
度
の
一
般
定
立
（G

eneralthesis der natürlichen Einstellung

）」
を
、
働
か
せ
な
い
で
お
く
と
い
う
態
度
変
更
で
あ

る
）
11
（

。
こ
の
一
般
定
立
は
、
根
源
的
な
経
験
作
用
の
う
ち
に
主
題
化
さ
れ
ず
思
考
さ
れ
ず
に
、
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
還
元
は
一
般
定
立
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
エ
ポ
ケ
ー
す
る
、
す
な
わ
ち
「
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
定
立
」
へ
と

変
様
す
る
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
っ
て
、
こ
の
変
様
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
一
つ

の
新
し
い
存
在
領
域
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
）
12
（

。
こ
の
新
し
い
存
在
領
域
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
純
粋
意
識
」
も
し
く
は
「
超
越

論
的
意
識
」
と
呼
び
、
こ
れ
が
現
象
学
の
領
野
と
さ
れ
る
。
こ
の
存
在
領
域
を
超
越
論
的
意
識
と
呼
ぶ
の
は
、
自
然
的
意
識
に
と
っ
て
の

対
象
を
超
越
と
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
の
内
に
な
い
対
象
を
志
向
的
に
構
成
す
る
意
識
が
超
越
論
的
意
識
で
あ
る
。
超
越
論
的
現
象

学
と
い
う
言
い
方
も
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
自
然
的
態
度
に
お
け
る
対
象
を
超
越
の
領
域
と
す
る
な
ら
、
純
粋
意
識
は
内
在
の
領
域
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

対
象
を
志
向
的
に
構
成
す
る
と
述
べ
た
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
純
粋
意
識
を
貫
く
構
造
を
「
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る

（B
ew

ußtsein von etw
as zu sein

）」
こ
と
と
捉
え
て
、
こ
れ
を
「
志
向
性
（Intentionalität

）」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
感
覚

は
対
象
を
も
た
な
い
か
ら
、
す
べ
て
の
純
粋
意
識
が
志
向
性
と
い
う
構
造
を
も
つ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
感
覚
と

い
う
段
階
で
は
対
象
の
性
質
は
現
れ
な
い
が
、
コ
ギ
ト
と
い
う
仕
方
で
対
象
が
知
覚
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
対
象
に
自
我
の
注
意
が
向
け
ら
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れ
る
こ
と
で
対
象
が
際
立
た
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象
の
背
景
も
す
で
に
ひ
そ
か
な
仕
方
で
意
識
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
対
象
的
背

景
だ
と
言
え
る
。
対
象
は
そ
の
対
象
的
背
景
を
含
め
て
知
覚
領
野
の
直
観
的
統
一
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
の
ど
れ
に
も

コ
ギ
ト
の
注
意
の
働
き
が
向
け
ら
れ
得
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
は
、
表
象
し
た
り
思
考
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
顕
在
的

な
コ
ギ
ト
の
形
を
典
型
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
体
験
が
志
向
性
を
そ
の
内
に
内
蔵
し
得
る
も
の
だ
と
、
彼
は
考
え
る
）
13
（

。

　

そ
し
て
、
志
向
性
の
作
用
性
格
が
ノ
エ
シ
ス
と
呼
ば
れ
、
ノ
エ
シ
ス
に
対
応
す
る
対
象
の
側
面
が
ノ
エ
マ
と
呼
ば
れ
る
。
志
向
的
体
験

に
お
け
る
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
の
構
造
が
純
粋
現
象
学
の
考
察
の
主
題
と
な
る
。

（
２
）
信
念
諸
様
相
と
存
在
諸
様
相

　

さ
て
、
認
識
論
を
第
一
哲
学
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
が
意
識
体
験
の
典
型
と
見
な
す
の
は
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
も
現
象
学
的
態
度
に

お
い
て
も
事
物
の
知
覚
で
あ
る
。
私
が
庭
の
一
本
の
樹
木
を
見
る
と
い
う
と
き
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
私
と
樹
木
と
の
間
に
は
実

在
的
（real

）
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
）
14
（

。
樹
木
は
超
越
的
な
空
間
現
実
の
中
の
一
つ
の
現
存
在
者
（D

aseiendes

）
で
あ
り
、
私

の
知
覚
も
私
の
美
的
感
動
も
実
在
す
る
私
の
心
理
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
知
覚
が
間
違
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
樹
木
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
よ
く
見
る
と
電
柱
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
得
る
。
そ
れ
故

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
実
在
性
、
現
実
性
は
私
た
ち
が
根
本
的
に
依
拠
す
る
の
に
は
不
十
分
な
も
の
だ

と
考
え
る
。
他
方
、
現
象
学
的
態
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
現
実
性
に
お
け
る
知
覚
体
験
を
括
弧
に
入
れ
て
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（W
ahrgenom

m
ene als solches

）
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
。
こ
の
知
覚
さ
れ
た
も
の
そ
の

も
の
と
い
う
の
が
知
覚
体
験
の
ノ
エ
マ
に
他
な
ら
な
い
。
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知
覚
ノ
エ
マ
に
お
い
て
は
、
実
在
性
、
現
実
性
は
対
象
を
定
立
す
る
働
き
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
こ
れ
が
樹
木
で
あ
る
こ
と

は
確
実
で
あ
る
と
思
う
」
と
記
述
さ
れ
る
。「
こ
れ
は
樹
木
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
意
味
（Sinn

）」
で
あ
り
、
こ
れ
が
体
験
の
ノ
エ

マ
面
の
中
心
的
契
機
で
あ
る
。
こ
れ
と
相
関
す
る
ノ
エ
シ
ス
面
は
「
意
味
付
与
（Sinngebung

）」
の
作
用
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ

は
樹
木
で
あ
る
」
と
い
う
ノ
エ
マ
的
意
味
に
実
在
性
を
付
与
す
る
の
は
、「
確
実
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
作
用
で
あ
る
。「
確
実
で
あ
る

と
思
う
」
と
い
う
こ
と
は
「
信
念
様
相
（G

laubensm
odalität

）」
で
あ
る
。
こ
の
信
念
様
相
に
は
知
覚
そ
の
も
の
の
内
に
含
ま
れ
る
定

立
が
エ
ポ
ケ
ー
さ
れ
た
仕
方
で
属
し
て
い
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
こ
れ
は
樹
木
で
あ
る
」
と
い
う
認
知
が
ま
ず
成
立

し
て
、
そ
れ
が
「
確
実
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
信
念
が
付
加
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
こ
れ
は
樹
木
で
あ
る
」
と

い
う
認
知
そ
の
も
の
が
「
確
実
」
と
い
う
信
念
性
格
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
す
べ
て
の
事
物
の
知
覚
は
何
ら
か
の
信
念
性
格
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
る
。
信
念
は
「
確
実
な
」「
可
能

的
」「
蓋
然
的
」「
問
題
的
」「
疑
わ
し
い
」
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
と
る
が
、「
確
信
（G

laubensgew
ißheit

）」
こ
そ
そ
れ
ら
の
様
相

化
の
も
と
と
な
る
「
根
元
形
式
（U
rform

）」
の
役
割
を
果
た
す
）
15
（

。
確
信
は
「
信
念
そ
の
も
の
（G

laube schlechthin

）」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
「
根
元
信
念
（U

rglaube

）」
も
し
く
は
「
根
元
ド
ク
サ
（U

rdoxa

）」
と
術
語
化
す
る
。
こ

の
信
念
諸
性
格
が
志
向
的
体
験
の
ノ
エ
シ
ス
面
に
属
す
の
で
あ
り
、
目
の
前
の
樹
木
の
知
覚
と
い
う
よ
う
な
知
覚
に
は
信
念
確
実
性
が
実

的
（reell

）
に
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
）
16
（

。

　

こ
の
確
信
と
い
う
知
覚
の
信
念
性
格
に
は
、
樹
木
と
い
う
「
客
観
」
に
お
け
る
ノ
エ
マ
的
相
関
者
と
し
て
「
現
実
的
（w

irklich

）」

と
い
う
存
在
性
格
が
対
応
す
る
。
ノ
エ
シ
ス
的
性
格
で
あ
る
信
念
諸
様
相
と
ノ
エ
マ
的
性
格
で
あ
る
存
在
諸
様
相
と
の
相
関
関
係
は
、
事

物
の
知
覚
だ
け
で
な
く
、想
起
や
予
期
な
ど
の
存
在
定
立
的
作
用
に
お
い
て
も
成
立
す
る
。（
た
だ
し
、或
る
種
の
態
度
決
定
の
作
用
が
入
っ

て
く
る
体
験
の
場
合
に
は
別
の
問
題
が
出
て
く
る
。
時
間
の
要
素
も
こ
こ
で
は
除
外
し
て
考
え
る
。）
そ
し
て
、
確
信
が
根
元
形
式
と
し



三
九

西
田
の
「
純
粋
経
験
」
を
考
え
る
　〔
氣
多
〕

て
働
く
の
と
同
様
に
、
確
信
の
相
関
者
と
し
て
「
存
在
性
格
そ
の
も
の
（der Seinscharakter schlechthin

）」
が
す
べ
て
の
存
在
様
相

の
「
根
元
形
式
」
と
し
て
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
私
た
ち
の
意
識
は
た
と
え
ば
、
確
信
か
ら
推
測
へ
、
推
測
か
ら
疑
問
へ
、
疑
問
か
ら
確

信
へ
と
い
う
よ
う
に
次
々
と
変
化
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
存
在
諸
様
相
も
次
々
と
変
化
す
る
。
確
実
な
信
念
と
い
う
様
式
は
単
な
る
察
知
や

推
測
や
疑
問
や
懐
疑
な
ど
の
様
式
へ
移
行
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
現
出
す
る
も
の
は
「
可
能
的
に
存
在
す
る
」「
蓋
然
的
に
存
在
す
る
」「
問
題

的
に
存
在
す
る
」「
疑
わ
し
く
存
在
す
る
」
な
ど
の
存
在
諸
様
相
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
「
疑
わ
し
く
存
在
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
様
相
に
変
化
し
た
ら
、
存
在
定
立
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

は
ず
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
根
元
形
式
と
し
て
の
存
在
性
格
そ
の
も
の
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
仕
方
で
そ
こ
で
も
存
在
定
立
が

成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
現
実
的
に
存
在
す
る
」
と
い
う
存
在
定
立
を
定
立
（Thesis, Setzung

）
の
典
型
と
見
な
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
も
っ
て
存
在
す
る
も
の
に
ま
で
定
立
の
概
念
を
拡
大
し
て
、
そ
れ
を
設
定
立
（Position

）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
様

相
の
変
化
に
対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定
立
の
客
観
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
当
然
、
ノ
エ
シ
ス
的
な
信
念
諸
様
相
に
つ
い
て
も
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
設
定
立
の
作
用
が
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
す
べ
て
の
定
立
が
信
念
と
相
関
的
で
あ
る
わ
け

で
は
な
い
と
言
え
る
よ
う
に
思
え
る
が
）
17
（

、
信
念
と
は
別
の
心
情
作
用
や
意
欲
作
用
に
も
固
有
の
仕
方
で
の
定
立
が
相
関
す
る
。
そ
し

て
、
ど
の
よ
う
な
定
立
の
う
ち
に
も
、
そ
れ
と
平
行
す
る
信
念
的
な
定
立
が
隠
れ
た
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
分
析
す

る
）
18
（

。

　

そ
し
て
、
事
物
の
知
覚
に
お
け
る
ド
ク
サ
と
存
在
と
の
相
関
関
係
は
言
明
の
領
域
に
置
か
れ
る
こ
と
で
論
理
の
事
柄
と
し
て
捉
え
直
さ

れ
る
。
ド
ク
サ
的
諸
様
相
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
性
の
諸
性
格
が
属
し
、
根
元
ド
ク
サ
に
は
根
元
理
性
性
格
が
属
す
る
こ
と
か
ら
、「
現
実
的

に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
理
性
的
に
証
明
可
能
で
あ
る
」
こ
と
と
は
相
関
関
係
と
さ
れ
る
）
19
（

。
そ
こ
か
ら
形
式
論
理
学
、価
値
論
、

実
践
論
な
ど
の
諸
学
科
が
導
か
れ
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
諸
存
在
論
が
導
か
れ
、
さ
ら
に
は
領
域
的
存
在
論
が
導
か
れ
る
。
先
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に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
第
一
哲
学
は
認
識
論
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
認
識
論
は
存
在
論
へ
の
移
行
を
は
ら
む
も
の
と
し
て
構
想
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、フ
ッ
サ
ー
ル
は「
信
念（G

laube

）」と
並
ん
で「
ド
ク
サ（D

oxa

）」の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。

「
根
元
信
念
（U

rglaube

）」
と
「
根
元
ド
ク
サ
（U

rdoxa

）」
と
は
同
義
で
あ
り
、G

laube

とD
oxa

と
は
基
本
的
に
同
じ
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
。
ギ
リ
シ
ア
語
のδόξα

に
は
非
常
に
多
義
的
な
用
法
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
考
え
、
思
い
、
思
い
な
し
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
のG

laube

も
同
様
に
、「
〜
と
思
う
こ
と
、
〜
と
信
ず
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
が
ド
ク
サ
の
語
を
用
い
て
い
る
背
景
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
の
ド
ク
サ
と
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
対
比
が
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
感
覚
や
知
覚
に
よ
る
知
識
を
ド
ク
サ
と
呼
び
、
イ
デ
ア
に
よ
る
学
的
な
知
識
で
あ
る
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
よ

り
低
い
レ
ベ
ル
の
知
識
と
見
な
し
た
。
こ
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
意
義
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
本
質
直
観
と
い
う
考
え
方
の
な
か
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
ド
ク
サ
の
意
義
で
あ
る
。

　

現
象
学
的
還
元
は
一
般
定
立
を
エ
ポ
ケ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
見
え
な
か
っ
た
ド
ク
サ
に
応
ず
る
存
在
定

立
を
顕
わ
に
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
存
在
定
立
に
お
い
て
は
対
象
の
実
在
性
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
実
在
す
る
と
い

う
あ
り
方
そ
の
も
の
は
そ
こ
で
は
停
止
さ
れ
る
が
、
定
立
さ
れ
て
い
る
も
の
は
無
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
保
持
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は

保
持
さ
れ
て
い
る
が
、
実
在
性
は
空
洞
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
さ
ら
に
、一
般
定
立
の
エ
ポ
ケ
ー
と
類
似
す
る
も
の
と
し
て
信
念
性
格
の
「
中
立
変
容
（N

eutralitätsm
odifikation

）」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
）
20
（

。
存
在
性
格
が
括
弧
に
入
れ
ら
れ
る
の
に
対
応
す
る
仕
方
で
、「
確
実
な
」「
可
能
的
」「
蓋
然
的
」「
問
題
的
」「
疑

わ
し
い
」
な
ど
の
様
相
を
と
る
信
念
は
も
は
や
信
念
と
し
て
の
力
を
も
た
な
い
仕
方
で
見
て
取
ら
れ
る
。
そ
こ
で
意
識
さ
れ
る
も
の
は
単

に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
と
な
る
。「
中
立
的
意
識
は
い
か
な
る
点
で
も
そ
こ
で
意
識
さ
れ
「
信
念
」
の
役
割
を
演
じ
な
い
の



四
一

西
田
の
「
純
粋
経
験
」
を
考
え
る
　〔
氣
多
〕

で
あ
る
」
）
21
（

。
信
念
も
こ
こ
で
空
洞
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
実
在
性
そ
の
も
の
は
学
知
の
基
礎
づ
け
に
は
じ
ゃ
ま
な
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ
の
実
在
性
の
位
置
づ
け
の
低
さ
は
事
実
性
の
位
置
づ
け
の
低
さ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
学
問
論
は
事
実
学
と
本
質
学

と
の
基
本
的
区
別
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
事
実
学
は
経
験
科
学
と
等
し
く
、
実
在
す
る
個
体
を
対
象
と
し
、
そ
れ
の
経
験
的
直
観
を

学
知
の
基
礎
づ
け
の
作
用
と
し
て
成
立
す
る
）
22
（

。
他
方
、
本
質
学
は
、
純
粋
な
形
で
は
純
粋
論
理
学
、
純
粋
数
学
、
純
粋
時
間
論
、
空
間

論
、
運
動
論
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
思
考
は
ま
っ
た
く
事
実
定
立
を
含
む
こ
と
は
な
い
。
本
質
学
を
基
礎
づ
け
る
作
用
は
本
質
直
観
で

あ
り
、
経
験
的
直
観
に
依
拠
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
事
実
学
は
す
べ
て
本
質
学
に
依
拠
す
る
の
に
対
し
て
、
本
質
学
は
原
理
的
に

い
か
な
る
事
実
学
に
も
依
拠
す
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
信
念
、実
在
性
、事
実
性
と
い
っ

た
も
の
は
学
知
を
濁
ら
せ
る
不
純
物
と
い
う
捉
え
方
に
な
る
で
あ
ろ
う
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
は
世
界
は
ノ
エ
マ
的
な
意
味
形
成
体
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
く
。

（
３
）
世
界
を
信
ず
る
こ
と

　

し
か
し
、
や
が
て
そ
れ
で
は
済
ま
な
い
事
態
が
見
え
て
く
る
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
は
個
別
的
対
象
の
知
覚
体
験
が
認
識
の
典
型
と
し

て
考
察
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
後
期
に
な
る
と
、
こ
の
知
覚
体
験
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
発
生
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う
発
生
論

的
な
問
題
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
察
は
向
っ
て
い
く
。
知
覚
し
認
識
す
る
と
い
う
体
験
に
お
い
て
、
認
識
行
為
が
始
ま
る
以
前
に
、
私
た
ち

は
す
で
に
対
象
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
端
的
に
確
信
し
て
お
り
、
私
た
ち
の
認
識
行
為
は
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
初
め
て
生
起
す

る
）
23
（

。
あ
る
い
は
、
認
識
を
引
き
起
こ
す
関
心
と
い
う
局
面
で
考
え
る
と
、
対
象
は
私
た
ち
の
意
識
野
の
前
景
で
す
で
に
捉
え
ら
れ
て
い
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た
の
が
、
認
識
活
動
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、
生
活
実
践
の
す
べ
て
の
他
の
関
心
に
対
し
て
卓
越
し
た
「
認
識
関
心
」
を

呼
び
覚
ま
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
対
象
は
そ
れ
が
置
か
れ
た
領
域
か
ら
突
出
し
て
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
置

か
れ
た
領
域
に
は
他
の
存
在
者
が
と
も
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
切
の
認
識
活
動
に
先
立
っ
て
、
そ
の
認
識
活
動
が

そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
領
域
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
領
域
は
徹
底
的
に
自
明
な
も
の
と
し
て
「
世
界
」

と
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
な
い
。
先
に
「
一
つ
の
空
間
的
―
時
間
的
現
実
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
世
界
」
は
改
め
て
「
そ
の
都
度
の
現
実
的
世

界
」
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
流
れ
の
な
か
で
捉
え
直
さ
れ
、さ
ら
に
「
全
体
と
し
て
の
世
界
の
存
在
」
に
ま
で
深
め
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

世
界
を
信
ず
る
こ
と
（das W

eltglauben

）
と
い
う
こ
の
普
遍
的
基
盤
は
、
生
活
の
実
践
で
あ
る
に
し
て
も
認
識
と
い
う
理
論

的
実
践
で
あ
る
に
し
て
も
、
一
切
の
実
践
が
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
の
世
界
の
存
在
（das Sein der W

elt im
 

G
anzen

）
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
疑
わ
れ
た
り
、
判
断
の
働
き
に
よ
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
判
断
に
と
っ
て
す
で
に
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
世
界
意
識
（W

eltbew
ußtsein

）
は
信
念
確
実
性
と
い
う
様
態
に
お
け
る

意
識
で
あ
り
、
生
活
の
連
関
の
な
か
で
こ
と
さ
ら
に
立
ち
現
れ
る
存
在
定
立
の
行
為
に
よ
っ
て
、
ま
た
現
に
在
る
も
の
と
し
て
把
握

し
た
り
実
存
的
判
断
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
す
で
に
確
実
な
信

に
お
け
る
世
界
意
識
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
）
24
（

　

世
界
が
あ
る
と
信
ず
る
信
が
、
普
遍
的
受
動
的
存
在
信
念
と
し
て
一
切
の
私
た
ち
の
認
識
と
実
践
の
基
盤
と
し
て
見
え
て
く
る
。
個
物

の
知
覚
に
つ
い
て
は
信
念
の
中
立
変
容
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
世
界
の
存
在
信
念
に
関
し
て
は
中
立
変
容
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う



四
三

西
田
の
「
純
粋
経
験
」
を
考
え
る
　〔
氣
多
〕

の
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
存
在
信
念
は
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
方
法
的
な
操
作
を
加
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
言
葉
以
前
の
仕
方
で
常
に
す
で
に
受
動
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
世
界
は
ま
っ
た
く
の
無
垢
で
は
な
い
。
世
界
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
認
識
活
動
が
も
た
ら
し
た
何
ら
か
の
成
果
を
常
に
す
で
に
収
め
込
ん
だ
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ
の
世
界
は
「
生
活
世
界

（Lebensw
elt

）」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
が
、純
粋
現
象
学
に
よ
っ
て
一
切
の
学
の
基
礎
づ
け
を
も
く
ろ
ん
だ
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、

具
体
的
な
生
活
世
界
と
学
的
に
真
な
る
世
界
と
の
関
係
が
大
き
な
問
題
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
）
25
（

。
生
活
世
界
は
す
べ
て
の
論
理
的

能
作
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
学
的
に
真
な
る
世
界
を
基
礎
づ
け
る
基
盤
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

生
活
世
界
は
学
的
に
真
な
る
世
界
を
生
活
世
界
固
有
の
普
遍
的
な
具
体
化
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
な
背
理
的
と
も
い
え

る
生
活
世
界
の
あ
り
方
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
学
問
性
に
お
い
て
捉
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
生
活
世
界
を
主
題
化
し
、
さ
ら
に
生
活
世
界
を
成
立
さ
せ
る
超
越
論
的
主
観
性
の
能
作
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
現
象

学
の
課
題
と
な
る
。
し
か
し
、
も
は
や
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
行
っ
た
よ
う
な
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
は
生
活
世
界
を
主
題
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
生
活
世
界
を
主
題
と
す
る
た
め
に
は
、自
然
的
な
生
活
態
度
を
全
面
的
に
変
更
す
る
普
遍
的
な
エ
ポ
ケ
ー
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
は
、
以
前
の
現
象
学
的
還
元
の
エ
ポ
ケ
ー
を
「
デ
カ
ル
ト
の
道
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、「
非
デ
カ
ル
ト
的
道
」

と
し
て
区
別
さ
れ
る
）
26
（

。
こ
の
非
デ
カ
ル
ト
的
道
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
新
た
な
主
観
的
根
本
現
象
が
立
ち
現
れ
て
く
る
）
27
（

。
運
動

感
覚
（K

inästhese

）、
妥
当
変
移
（G

eltungsw
andel

）、
内
部
地
平
、
外
部
地
平
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
根
本
現
象
が
、
発
生
論
的

観
点
か
ら
受
け
取
り
直
さ
れ
た
超
越
論
的
主
観
性
の
志
向
的
現
象
と
し
て
、
改
め
て
超
越
論
的
現
象
学
の
課
題
と
な
る
。

　

生
活
世
界
の
現
象
学
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
し
た
枠
組
み
を
越
え
て
、
多
様
な
展
開
を
見
せ
る
。
そ
こ
で
は
、
信
念
や
実
在
性
、
事
実

性
は
ま
っ
た
く
異
な
る
重
さ
を
も
っ
て
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。「
世
界
信
」
と
い
う
考
え
方
は
、
私
た
ち
の
一
切
の
活
動
の
根
抵
に
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お
い
て
「
信
」
と
い
う
も
の
が
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
意
義
を
も
つ
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

三　

仏
教
の
信
と
行
と
智

（
１
）
仏
教
に
お
け
る
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー

　

さ
て
、
禅
の
修
行
に
お
い
て
も
信
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
禅
は
悟
り
の
智
慧
の
獲
得
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
信
は
重
要
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
元
の
『
学
道
用
心
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

仏
道
を
修
行
す
る
者
は
、
先
ず
須
ら
く
仏
道
を
信
ず
べ
し
。
仏
道
を
信
ず
る
者
は
、
須
ら
く
自
己
本
道
中
に
在
っ
て
迷
惑
せ
ず
、
妄

想
せ
ず
、
顚
倒
せ
ず
、
増
減
な
く
、
誤
謬
な
き
こ
と
を
信
ず
べ
し
。
是
の
如
き
の
信
を
生
じ
、
是
の
如
き
の
道
を
明
ら
め
、
而
し
て

こ
れ
を
行
ず
る
、
乃
ち
学
道
の
本
基
な
り
。
）
28
（

仏
道
を
修
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
ま
ず
仏
道
を
信
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
修
行
は
単
な
る
心
身
の
鍛

錬
で
は
な
い
。
修
行
と
現
代
の
ア
ス
リ
ー
ト
の
精
神
的
訓
練
や
現
代
医
学
で
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
呼
ば
れ
る
心
理
療
法
な
ど
と
の
違
い

は
、
信
か
ら
始
め
る
か
否
か
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
自
分
の
歩
む
道
を
適
確
に
信
ず
る
こ
と
が
修
行
の
前
提
と
な
る
。

　

信
の
重
要
性
は
初
期
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
ま
で
一
貫
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
経
典
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
信
」
の
原
語
は
い
ろ
い
ろ
あ

り
、漢
訳
経
典
で
は
信
の
つ
く
語
は
実
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
仏
教
で
説
か
れ
る
「
信
」
の
代
表
的
な
も
の
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
シ
ュ
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ラ
ッ
ダ
ー
（śraddhā

）、
プ
ラ
サ
ー
ダ
（prasāda

）、
ア
デ
ィ
ム
ク
テ
ィ
（adhim

ukti

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
29
（

。
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
は
仏

教
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
語
で
あ
り
、『
学
道
用
心
集
』
の
「
信
」
は
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
を
指
す
。
悟
り
を
得
る
た
め
に
重
要
な
働
き

を
す
る
五
つ
の
能
力
が
「
五
根
」
）
30
（

と
呼
ば
れ
、
信
は
そ
の
第
一
に
説
か
れ
る
が
、
こ
の
信
も
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
で
あ
る
。
プ
ラ
サ
ー
ダ
は

「
浄
信
」「
澄
浄
」「
信
心
」
な
ど
と
漢
訳
さ
れ
、
心
が
清
ま
り
澄
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
ア
デ
ィ
ム
ク
テ
ィ
は
「
信
解
」「
勝
解
」「
信
楽
」
な

ど
と
漢
訳
さ
れ
、
智
慧
に
よ
っ
て
理
解
が
進
ん
で
確
立
さ
れ
る
信
頼
を
意
味
す
る
。
な
お
、
紀
元
前
二
世
紀
以
前
の
作
と
さ
れ
る
宗
教
詩

『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
で
』
で
は
バ
ク
テ
ィ
（bhakti

）
が
説
か
れ
、「
信
愛
」
と
漢
訳
さ
れ
る
。
バ
ク
テ
ィ
は
神
に
対
す
る
熱
烈
な

絶
対
帰
依
の
感
情
を
意
味
す
る
が
、
中
村
元
に
よ
れ
ば
、
仏
教
に
こ
の
形
の
信
は
存
し
な
い
）
31
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
で
あ
る
。
初
期
経
典
に
お
け
る
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
（
パsaddhā

）
の
事
例
の
代
表
的
な
も
の

を
見
て
み
よ
う
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
な
か
に
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
と
ブ
ッ
ダ
と
の
問
答
が
あ
る
。

「
あ
な
た
は
農
夫
で
あ
る
と
み
ず
か
ら
称
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
わ
れ
ら
は
あ
な
た
が
耕
作
す
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
お
た
ず

ね
し
ま
す
。
│
│
あ
な
た
が
耕
作
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
ら
が
了
解
し
得
る
よ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
い
。」

（
師
は
答
え
た
）、「
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
信
仰
が
種
子
で
あ
る
。
苦
行
が
雨
で
あ
る
。
智
慧
が
わ
が
軛
と
鋤
と
で
あ
る
。
慚
が
鋤

棒
で
あ
る
。
心
が
縛
る
縄
で
あ
る
。
気
を
落
ち
つ
け
る
こ
と
が
わ
が
鋤
先
と
突
棒
と
で
あ
る
。・
・
・
・
」
）
32
（
　

こ
の
ブ
ッ
ダ
の
答
え
の
な
か
に
、
仏
教
に
お
け
る
信
と
修
行
と
智
慧
と
の
関
係
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
求
め
ら
れ
る
の
は
信

で
あ
り
、
到
達
点
が
智
慧
の
獲
得
で
あ
り
、
そ
の
間
を
繋
ぐ
の
が
修
行
に
な
る
。

　

で
は
、
信
が
悟
り
へ
の
道
に
お
い
て
最
初
に
求
め
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
信
と
智
慧
の
関
係
は
大
乗
仏
教
で
も
そ
の
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ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
有
名
な
語
句
が
『
大
智
度
論
』
の
「
佛
法
の
大
海
に
は
信
を
能
入
と
な
し
、
智
を
能
度
と
な

す
」
）
33
（

で
あ
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
作
と
さ
れ
る
『
大
智
度
論
』
は
『
二
万
五
千
頌
般
若
経
』
の
注
釈
書
で
あ
り
、
中
国
仏
教
の
発
展

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
有
名
な
語
句
は
、
般
若
経
に
あ
る
「
如
是
我
聞
一
時
」
の
「
如
是
」
の
注
釈
に
出
て
く
る
。
そ
こ
に
、

信
が
能
入
と
な
る
と
い
う
こ
と
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
代
語
訳
で
引
用
し
て
み
よ
う
。

問
う
て
い
う
。
諸
々
の
仏
経
は
ど
う
し
て
初
め
に
「
如
是
」
と
い
う
語
を
唱
え
る
の
で
す
か
。
答
え
て
い
う
。
仏
の
教
え
（
仏
法
）

と
い
う
大
海
に
お
い
て
は
、
信
仰
）
34
（

が
そ
こ
に
入
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
、
知
恵
が
そ
れ
を
渡
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の

で
あ
る
。「
如
是
」
と
は
信
じ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
人
が
心
の
中
に
く
も
り
の
な
い
清
浄
な
信
仰
を

も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
仏
の
教
え
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
も
し
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
人
は
仏
の
教
え
の
中
に

入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
た
と
え
ば
牛
皮
は
、
ま
だ
な
め
し
て
な
く
柔
ら
か
で
な
い
と
き
に
は
折
り
曲
げ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
れ
と
同
様
に
信
仰
の
な
い
人
も
そ
の
心
は
か
た
く
な
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
牛
皮
が
す
で
に
な
め
さ
れ
て
柔
ら
か
け
れ

ば
、
そ
の
用
途
に
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
加
工
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
と
同
様
に
信
仰
の
あ
る
人
は
そ
の
心
が
素
直
な
の
で

あ
る
。
）
35
（
　

信
と
は
聞
い
た
こ
と
を
素
直
に
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
態
度
を
指
す
。
こ
れ
は
納
得
で
き
る
説
明
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
信
の
も
つ
危
う
さ

も
示
し
て
い
る
。
疑
念
を
も
た
ず
批
判
も
せ
ず
、
聞
い
た
と
お
り
に
受
け
取
る
態
度
が
信
で
あ
る
な
ら
、
信
は
そ
れ
自
体
に
は
正
誤
は
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
信
の
正
誤
は
あ
く
ま
で
信
ず
る
対
象
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
信
の
対
象
を
問
題
に
す
る
前
に
、

仏
法
の
大
海
に
入
る
態
度
と
し
て
の
信
は
そ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
目
指
さ
れ
る
の
は
仏
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法
の
大
海
を
渡
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
為
し
得
る
の
は
智
慧
で
あ
る
か
ら
、
大
海
に
入
る
だ
け
で
は
溺
れ
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
信
は

修
行
を
可
能
に
す
る
信
で
あ
り
、
修
行
を
通
し
て
智
慧
に
到
り
着
く
こ
と
で
完
成
す
る
信
で
あ
る
。
こ
の
信
は
、
最
初
か
ら
修
行
と
智
慧

と
の
関
係
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
）
36
（

。

　

信
が
修
行
と
智
慧
と
の
関
係
性
を
内
包
し
て
い
る
な
ら
ば
、
信
の
対
象
は
修
行
と
智
慧
を
規
定
す
る
も
の
と
な
る
。
先
の
『
ス
ッ
タ
ニ

パ
ー
タ
』
か
ら
の
引
用
で
は
「
諸
々
の
尊
敬
さ
る
べ
き
人
が
安
ら
ぎ
を
得
る
理
法
」
を
信
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
初
期
経
典
に

は
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
へ
の
信
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
最
初
期
の
仏
教
に
お
け
る
信
は
、
正
し
い
修
行
の
指
導
者
に
対
す
る
信
頼
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
仏
教
学
者
が
共
通
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
37
（

。
ブ
ッ
ダ
の
時
代
の
イ
ン
ド
で
は
多
く
の
修
行
者
が
い
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
修
行
法
が
説
か
れ
て
い
た
。
ど
う
い
う
修
行
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
指
導
者
に
従
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
間

違
っ
た
指
導
者
に
つ
く
こ
と
は
た
い
へ
ん
危
険
な
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
正
し
い
修
行
と
は
正
し
い
理
法
に
よ
る
修
行
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
結
局
、
仏
教
の
最
初
の
信
は
、
正
し
い
修
行
を
す
る
た
め
に
、
正
し
い
修
行
の
指
導
者
、
お
よ
び
修
行
が
正
し
い
所
以
で
あ
る
理
法

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
に
向
け
た
心
の
準
備
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
２
）
己
の
信
を
離
れ
よ

　

し
か
し
、『
阿
含
経
相
応
部
』
に
記
さ
れ
て
い
る
梵
天
勧
請
に
関
す
る
伝
承
に
は
、
こ
の
信
の
理
解
と
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
見
え
る
記

述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
成
道
し
て
後
、
悟
り
の
内
容
を
人
び
と
に
説
く
の
は
や
め
よ
う
と
す
る
。
梵
天
が
そ
れ
を
説
く
よ

う
に
懇
願
し
た
の
に
対
し
て
、
釈
尊
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
さ
れ
る
。
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「
彼
ら
〔
耳
あ
る
人
び
と
〕
に
甘
露
の
法
門
が
開
か
れ
た
の
だ
。
耳
あ
る
人
び
と
は
〔
聴
け
〕
己
れ
の
信
を
離
れ
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

（pam
uñcantu 

saddham

）。
梵
天
よ
、
わ
た
し
が
微
妙
な
勝
れ
た
る
法
を
人
び
と
に
説
か
な
か
っ
た
の
は
、〔
も
し
説
い
た
な
ら
ば
か
え
っ
て
〕
人

び
と
に
害
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
。
）
38
（

 

　

こ
こ
で
、「
己
れ
の
信
を
離
れ
よ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
村
元
は
、釈
尊
の
理
法
は
「
世
人
各
自
の
信
仰
と
は
異
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
知
ら
れ
る
に
至
れ
ば
、
各
自
の
信
仰
は
消
滅
す
る
。
か
た
く
な
な
信
仰
を
捨
て
去
れ
、

と
い
う
の
で
あ
る
」
）
39
（

と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
の
背
景
に
は
、
中
村
が
正
統
バ
ラ
モ
ン
系
統
に
お
け
る
信
の
概
念
を
検
討
し
、
特

に
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
信
に
つ
い
て
考
察
し
て
得
た
次
の
よ
う
な
結
論
が
あ
る
。「
信
仰
（saddhā

）
と
は
、
或
る
学
派
あ
る
い
は
師
の
教
説

を
そ
の
ま
ま
、
疑
心
を
挿
ま
ず
に
奉
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
或
る
特
定
の
社
会
あ
る
い
は
社
会
の
一
部
に
お
い
て
伝
統
的
に
承
認
さ
れ
て
い

る
思
想
体
系
乃
至
行
為
の
規
則
を
、
疑
惑
の
念
を
挿
ま
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
遵
法
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
」
と
中
村
は
述
べ
て
、「
こ

の
点
で
は
原
始
仏
教
に
お
け
る
〈
信
〉（saddhā
）
と
い
う
概
念
も
、叙
事
詩
に
お
け
る
信
も
、こ
の
部
類
に
入
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」

と
付
言
し
て
い
る
）
40
（

。

  「
己
れ
の
信
を
離
れ
よ
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
は
昔
か
ら
異
論
が
あ
っ
た
ら
し
い
。『
増
一
阿
含
経
』
第
十
巻
で
は
、こ
の
箇
所
は
「
聞

く
者
は
篤
信
を
得
て
深
く
法
要
を
分
別
せ
よ
」
）
41
（

と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
。「
篤
信
を
得
よ
」
と
い
う
ま
っ
た
く
逆
の
要
求
を
そ
こ
に
読
み
込

ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ー
リ
語
の
意
味
と
し
て
は
「
己
れ
の
信
を
離
れ
よ
」
と
な
る
に
し
て
も
、
釈
尊
が
初
め
て
説
法
を
聴
く
人
び

と
に
対
し
て
己
れ
の
信
の
放
棄
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
が
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
仏
教
学
者
の
見
解
も
二
つ
の
立

場
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
で
パ
ー
リ
語
の
字
義
通
り
に
理
解
す
べ
き
だ
と
す
る
の
は
、
私
た
ち
は
常
に
す
で
に
何
ら
か
の
「
信
」
の
内
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
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る
か
ら
で
あ
る
。
中
村
は
、
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
バ
ラ
モ
ン
を
最
上
位
と
す
る
伝
統
的
な
カ
ー
ス
ト
制
に
基
づ
く
思
想
体
系
乃
至
行
為

規
則
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
既
に
も
っ
て
い
る
一
つ
の
信
の
位
相
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
時
代
、
ど
の
よ
う
な
地
域
に
お

い
て
も
、
そ
の
時
代
社
会
で
共
有
さ
れ
て
き
て
い
る
思
想
体
系
や
行
為
規
則
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
信
は
社
会
生
活
者
と
し
て
の
私
た
ち
の

意
識
世
界
を
構
成
す
る
契
機
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
私
た
ち
は
常
に
す
で
に
何
ら
か
の
信
の
内
に

あ
り
、
そ
の
信
は
し
ば
し
ば
無
自
覚
的
で
あ
っ
て
、
無
自
覚
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
信
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

己
れ
の
信
に
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
「
自
然
的
態
度
」
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
自
然
的
態
度
は
認
識
だ

け
で
な
く
、
社
会
生
活
の
実
践
に
お
い
て
も
あ
る
。

　

こ
の
自
然
的
態
度
を
構
成
す
る
信
か
ら
単
に
離
れ
る
だ
け
で
は
、
自
己
自
身
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
価
値
観
・
世
界
観
の
解
体
を
導
く

こ
と
に
な
り
、
最
悪
の
場
合
は
自
己
崩
壊
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
己
れ
の
中
に
あ
っ
た
信
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
新
た
な
信
を
も
つ
こ
と
と

セ
ッ
ト
で
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
新
た
な
理
法
を
説
く
こ
と
は
伝
統
的
な
価
値
観
の
破
壊
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ッ
ダ
は

バ
ラ
モ
ン
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
バ
ラ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
内
容
を
問
い
直
す
と
い
う
や
り
方
を
と
る
。

　

初
期
経
典
に
は
バ
ラ
モ
ン
に
つ
い
て
の
多
く
の
記
載
が
あ
る
。『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
に
お
け
る
記
載
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
。

バ
ラ
モ
ン
が
二
つ
の
こ
と
が
ら
（=

止
と
観
）
に
つ
い
て
彼
岸
に
達
し
た
（=

完
全
に
な
っ
た
） 

な
ら
ば
、
か
れ
は
よ
く
知
る
人
で

あ
る
の
で
、
か
れ
の
束
縛
は
す
べ
て
消
え
失
せ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
岸
も
な
く
、
此
岸
も
な
く
、
彼
岸
・
此
岸
な
る
も
の
も
な
く
、
怖

れ
も
な
く
、
束
縛
も
な
い
人
、
│
│
か
れ
を
わ
れ
は
バ
ラ
モ
ン
と
呼
ぶ
。
静
か
に
思
い
、
塵
垢
な
く
、
お
ち
つ
い
て
、
為
す
べ
き
こ

と
を
な
し
と
げ
、
煩
悩
を
去
り
、
最
高
の
目
的
を
達
し
た
人
、
│
│
か
れ
を
わ
れ
は
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
呼
ぶ
。・
・
・
・

螺
髪
を
結
っ
て
い
る
か
ら
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
は
な
い
。
氏
姓
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
も
な
い
。
生
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
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で
も
な
い
。
真
実
と
理
法
と
も
ま
も
る
人
は
安
楽
で
あ
る
。
か
れ
こ
そ
（
真
の
）
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
。
）
42
（

 
こ
の
よ
う
に
初
期
仏
教
で
バ
ラ
モ
ン
を
捉
え
た
の
は
何
故
か
。一
般
社
会
と
の
軋
轢
を
回
避
す
る
た
め
と
い
う
理
由
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

人
び
と
の
現
実
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
観
念
を
掘
り
下
げ
て
そ
の
観
念
の
真
実
性
を
問
い
詰
め
る
と
い
う
基
本
的
態
度
を
そ
こ
に
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
仏
教
で
求
め
ら
れ
る
智
慧
の
特
質
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
振
り
返
る
と
、「
己

れ
の
信
を
離
れ
よ
」
と
い
う
要
求
は
、
無
意
識
の
内
に
私
た
ち
の
日
々
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
信
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
そ
の
よ
う
な

信
の
内
奥
を
徹
底
的
に
知
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
ド
ク
サ
と
仏
教
の
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー

　

さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
ド
ク
サ
と
仏
教
の
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
と
を
対
比
さ
せ
た
と
き
、
何
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

ブ
ッ
ダ
が
「
己
れ
の
信
を
離
れ
よ
」
と
説
い
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
現
象
学
的
還
元
の
態
度
変
更
と
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
自
然
的

態
度
で
は
見
え
な
か
っ
た
ド
ク
サ
が
、
そ
れ
を
態
度
変
更
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
。
純
粋
な
仕
方
で
取
り
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
ド

ク
サ
が
ど
う
い
う
働
き
で
あ
る
か
を
問
い
詰
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
仏
教
者
に
も
己
れ
の
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
に
つ
い
て
求
め
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
定
的
に
違
う
の
は
、
現
象
学
者
の
態
度
変
更
は
新
た
な
学
問
的
領
野
を
拓
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
現
象
学
者
は
学
問
の
場
を
離
れ
た
日
常
生
活
に
お
い
て
は
自
然
的
態
度
で
ド
ク
サ
に
浸
さ
れ
て
生
き
、
学
問
の
場
で
は
ひ

た
す
ら
ド
ク
サ
を
空
洞
化
し
よ
う
と
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、仏
教
者
が
追
求
す
る
の
は
自
己
の
全
存
在
的
な
変
革
で
あ
る
。
自
分
の
存
在
の
根
幹
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
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態
度
変
更
は
自
分
の
生
活
の
一
部
分
、
自
分
の
関
心
の
一
局
面
で
は
済
ま
な
い
。
仏
教
で
は
「
己
れ
の
信
を
離
れ
よ
」
と
要
求
す
る
と
と

も
に
、「
仏
道
を
信
ぜ
よ
」
と
要
求
す
る
。
仏
道
を
信
ず
る
者
は
も
は
や
そ
れ
ま
で
の
行
為
規
範
や
価
値
観
に
依
拠
し
て
生
活
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
以
前
の
信
か
ら
新
た
な
信
へ
と
移
行
す
る
の
で
は
な
い
。
仏
道
を
信
ず
る
者
は
、
自
ら
の
信
を
ま
る
ご

と
変
革
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
違
い
は
哲
学
と
宗
教
と
の
違
い
と
い
う
言
い
方
で
は
見
え
て
こ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ド
ク
サ
も
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
も
知
へ
と
発
展
す

る
信
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
ド
ク
サ
は
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
へ
と
仕
上
げ
ら
れ
、
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
は
悟
り
の
智
慧
に
至
っ

て
完
成
す
る
。
こ
の
二
つ
の
信
の
違
い
は
二
つ
の
知
の
違
い
と
通
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
知
へ
と
発
展
す
る
信
は
学
の
基
盤
と
な
る
。
仏

教
も
ま
た
西
洋
由
来
の
諸
学
の
体
系
と
は
異
な
る
学
の
伝
統
を
も
っ
て
い
る
。

　

シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
は
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
へ
の
信
で
あ
る
。「
如
是
我
聞
」
と
は
「
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
典

の
最
初
に
こ
の
語
句
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
語
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
信
を
起
点
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
言
説
空
間
は
「
如
是
我
聞
」
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
諸
々
の
尊
敬
さ
る

べ
き
人
が
安
ら
ぎ
を
得
る
理
法
」
は
ブ
ッ
ダ
の
語
録
と
い
う
型
の
中
で
叙
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
大
乗
経
典
が
ゴ
ー
タ

マ
・
ブ
ッ
ダ
の
死
後
、
数
百
年
た
っ
て
か
ら
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
と
関
係
す
る
。
仏
教

の
経
は
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
語
っ
た
言
葉
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
大
乗
経
典
は
明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ

故
、
大
乗
経
典
が
成
立
し
た
当
初
か
ら
、
こ
れ
は
経
典
の
捏
造
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
大
乗
経
典
が
仏
教
徒
た
ち
に

受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
言
説
空
間
に
こ
の
よ
う
な
経
典
制
作
の
仕
方
を
組
み
入
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
う
と
、
仏
教
の
言
説
空
間
の
特
質
を
増
幅
す
る
仕
方
で
大
乗
仏
教
が
形
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
記
し
た
経
に
基
づ
い
て
論
考
が
展
開
さ
れ
、経
と
論
に
つ
い
て
の
解
釈
が
な
さ
れ
、仏
教
の
学
が
形
成
さ
れ
る
。ブ
ッ
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ダ
へ
の
信
を
起
点
と
す
る
こ
の
言
説
空
間
が
、
仏
教
の
学
問
を
独
自
の
仕
方
で
成
り
立
た
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
に
、
西
田
の
な
か
に
、
禅
の
悟
り
と
西
洋
哲
学
の
学
知
と
を
求
め
な
が
ら
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
満
足
で
き
な
い
と
い
う
葛
藤
を
見
て

取
っ
た
。
そ
の
葛
藤
は
、
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
が
導
く
智
慧
と
ド
ク
サ
の
純
化
が
導
く
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
の
間
の
緊
張
関
係
と
し
て
、「
純

粋
経
験
」
と
い
う
考
え
方
を
熟
成
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
私
が
私
の
脳
の
Ｍ
Ｒ
Ｉ
画
像
を
私
の
身
体
的
事
実
と
し
て

受
け
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
学
知
へ
の
信
頼
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
そ
の
事
実
を
私
が
ど
う
生
き
て
い
く
か
、
仏
教
の
信
は
ど
の
よ

う
な
導
き
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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は

そ
の「
特
定
の
色
」
は
体
験
の
実
的
な
構
成
要
素
で
は
な
く
、
体
験
の

志
向
的
な
構
成
要
素
と
し
て
ノ
エ
マ
に
属
す
る
。
そ
の
と
き「
感
覚
と

し
て
の
色
」
が
体
験
の
ヒ
ュ
レ
ー
的
契
機
と
し
て
体
験
に
実
的
に
含
ま

れ
て
お
り
、
こ
の「
感
覚
と
し
て
の
色
」の
内
で「
特
定
の
色
」が
同
一

な
も
の
と
し
て
お
の
れ
を
射
映
し
て(abschatten)

く
る
。
こ
の
よ
う

に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
説
明
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
志
向
的
体
験
は
何
ら
か

の
ノ
エ
マ
と
そ
の
ノ
エ
マ
の
内
な
る
何
ら
か
の
意
味
と
を
も
つ
の
で
あ

り
、
こ
の
意
味
を
介
し
て
そ
の
体
験
は
志
向
さ
れ
た
超
越
的
な
対
象

へ
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（Ibid., 

§97. 『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ

－ 

2
』、
第
九
七
節
）

（
17
） Ibid., 

§121. 

同
書
、
第
一
二
一
節
。

（
18
） 

な
お『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
は
、
学
問
論
的
枠
組
み
の
な
か
で
、
信

念
性
格
と
存
在
性
格
と
の
関
係
は
理
性
意
識
を
介
し
て
明
証
性
の
問
題

へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
根
元
信
念
に
は
根
元
理
性

性
格(U

rvernunftcharakter)

が
属
し
て
お
り
、
根
元
理
性
性
格
と

は
原
的
で
完
全
な
明
証
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
根
元
信
念
の
相
関
者
は
根
元
的
な
真
理
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
理
性
論
の
観
点
か
ら
追
究
し
て
い
く
こ
と
で
、
形
式
論

理
学
や
形
式
的
な
価
値
論
お
よ
び
実
践
論
と
い
っ
た
諸
学
科
が
枝
分
か

れ
し
て
い
き
、
こ
れ
ら
の
諸
学
科
か
ら
そ
れ
に
対
応
す
る
形
式
的
存
在

論
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
形
式
的
存
在
論
か
ら
さ
ら
に
領
域
的
存

在
論
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。先
に
述
べ
た
よ
う
に
、フ
ッ
サ
ー

ル
は
認
識
論
を
第
一
哲
学
と
見
な
す
の
で
あ
る
が
、
理
性
の
現
象
学
に

お
い
て
認
識
論
は
存
在
論
と
相
関
的
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ

る（Ibid., 
§136-139. 

同
書
、
第
一
三
六
―
一
三
九
節
）。

（
19
） E. H

usserl, Ideen zu einer reinen Phänom
enologie und 



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
二
十
号

五
四

phänom
enologischen Philosophie, 1. Buch, S. 282. 『

イ
デ
ー
ン 

Ⅰ

－

2
』二
七
七
頁
。

（
20
） Ibid., 
§109. 

同
書
、
第
一
〇
九
節
。

（
21
） Ibid., S. 223. 
同
書
、
一
七
九
頁
。

（
22
） Ibid., 

§7-8. 
同
書
、
第
七
―
八
節
。

（
23
） E. H

usserl, Erfahrung und U
rteil: U

ntersuchungen zur 
G

enealogie der Logik, ausgearbeitet und herausgegeben von 
Ludw

ig Landgrebe, A
cadem

ia/Verlagsbuchhandlung Prag, 
1939, S. 23-24. 

Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
著
、
長
谷
川
宏
訳『
経
験
と
判
断
』

河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
九
年
、
二
一
頁
。

（
24
） Ibid., S. 25.  

同
書
、
二
二
頁
。

（
25
） Edm

und H
usserl, D

ie K
risis der europäischen W

issen-
schaften und die transzendentale Phänom

enologie: Eine Ein-
leitung in die phänom

enologischen Philosophie  (H
usserliana 

Bd. 6), herausgegeben von W
alter B

iem
el, D

en H
aag: M

. 
N

ijhoff, 1954, S. 134.  

Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
著
、
細
谷
恒
夫
・
木
田

元
訳『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』中
央
公
論
社
、

一
九
七
九
年
、
一
八
三
頁
。

（
26
） Ibid., 

§43.  

同
書
、
第
四
三
節
。

（
27
） Ibid., 

§47.　

同
書
、
第
四
七
節
。

（
28
） 「
学
道
用
心
集
」『
曹
洞
宗
全
書
』宗
源（
上
）、
曹
洞
宗
全
書
刊
行

会
、
一
九
二
九
年
、
五
九
二
頁
。

（
29
） 

中
村
元
・
福
永
光
司
・
田
村
芳
朗
・
今
野
達
編『
岩
波
仏
教
辞
典
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
四
六
〇
頁
。

（
30
） 

五
根
と
は
す
な
わ
ち
信
、
勤（
努
力
す
る
こ
と
）、
念（
常
に
心

に
思
う
こ
と
）、
定（
或
る
対
象
に
心
を
集
中
さ
せ
、
心
を
安
定
さ
せ

る
こ
と
）、
慧（
世
事
を
離
れ
た
賢
さ
）の
五
つ
で
あ
る
。

（
31
） 

中
村
元
監
修『
新
・
仏
教
辞
典
』
誠
信
書
房
、
一
九
八
一
年
、

二
九
七
頁
。

（
32
） 

中
村
元
訳『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
│
│
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
岩
波
文

庫
、
一
九
九
三
年
、
二
四
頁
。

（
33
） 『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
五
巻
釈
経
論
部（
上
）、
巻
一
、六
二

ｃ
一
七
。

（
34
） 

仏
典
の
現
代
語
訳
で
はśraddhā/saddhā

は
一
般
に「
信
仰
」と

訳
さ
れ
る
。「
信
仰
」と
い
う
語
は
現
代
日
本
語
と
し
て
は
普
通「
し
ん

こ
う
」
と
読
み
、
絶
対
的
な
他
者
へ
の
帰
依
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、「
信
仰
」は
も
と
も
と
仏
教
語
で「
し
ん
ご
う
」と
読
み
、

他
者
に
向
か
う
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば「
敬
虔
」
に
相
当
す
る

よ
う
な
内
面
的
な
あ
り
方
を
指
し
、「
仰
信
」「
信
心
」
な
ど
と
同
じ
意

味
で
あ
る
。



五
五

西
田
の
「
純
粋
経
験
」
を
考
え
る
　〔
氣
多
〕

（
35
） 
梶
山
雄
一
・
赤
松
明
彦
訳『
大
乗
仏
典 

中
国
・
日
本
篇
』第
一
巻
、

中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年
、
四
六
―
四
七
頁
。

（
36
） 

こ
の
関
係
性
は
一
方
向
的
に
認
め
る
に
せ
よ
、
双
方
向
的
に
認

め
る
に
せ
よ
、「
縁
起
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
信
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
浄
土
教
の「
信
心
」

が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
浄
土
教
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ
の
信
を
説

く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
信
に
は
阿
弥
陀
仏
が
行
っ
た
無
限
の
修
行
と

獲
得
さ
れ
た
智
慧
が
廻
向
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
そ
こ
に
あ

る
。
親
鸞
が
そ
の
著
作
で
し
ば
し
ば
用
い
る「
信
知
」
と
い
う
語
は
そ

の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
37
） 

中
村
元「「
信
」
の
基
本
的
意
義
」、
仏
教
思
想
研
究
会
編
、
代
表 

中
村
元『
仏
教
思
想
11 

信
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
二
年
。
並
川
孝
儀

『『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』│
仏
教
最
古
の
世
界
』岩
波
書
店
、二
〇
〇
八
年
、

七
〇
―
七
一
頁
。
他
。

（
38
） 

仏
教
聖
典
刊
行
会
編
、代
表 

山
口
益『
仏
教
聖
典
』平
楽
寺
書
店
、

一
九
七
四
年
、
五
八
頁
。Sa ṃ

yutta N
ikāya  I, p. 138 G

.

（
39
） 

中
村
元「「
信
」の
基
本
的
意
義
」二
五
頁
。

（
40
） 

中
村
元「「
信
」の
基
本
的
意
義
」一
二
頁
。

（
41
） 『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』第
二
巻
、
五
九
三
頁
。

（
42
） 

中
村
元
訳『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば 

感
興
の
こ
と
ば
』岩
波
文

庫
、
一
九
八
一
年
、
六
四
―
六
五
頁
。


