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フ
ラ
ン
ツ
・

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
観
念
論
批
判

-

i

「
全
体
性
の
観
念
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|

佐

藤

貴

史

二
O
世
紀
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
き
、
我
々
は
そ
の
時
代
を
「
戦
争
と
革
命
の
世
紀
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
暴
力
と
科
学
技
術
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
二

O
世
紀
は
、
同
時
に
、

そ
れ
ま
で
の
知
が
大
き
く
変
化
し
た
世
紀
と
し
て
も
記
憶
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
二

O
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
は
、
多
く
の
知
識
人
が
自
ら
の
研
究
を
展
開
し
、

お
互
い
議
論
を
闘
わ
せ
て
い
た
。
す
で
に

活
躍
し
て
い
た
ウ
ェ

l
パ
1
や
ト
レ
ル
チ
、

マ
イ
ネ
ッ
ケ
、
若
い
知
識
人
た
ち
の
中
に
は
ブ
ル
ト
マ
ン
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
ガ
ダ
マ

1
、
ま
た

ア
ド
ル
ノ
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
も
目
立
っ
た
。
こ
れ
ら
の
思
想
家
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
二

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

1
、

O
世
紀
の
哲
学
、
神
学
や
宗
教
学
、
社
会
学
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
分
野
に
、
影
響
を
与
え
続
け
た
多
く
の
知
識
人
が
ド
イ
ツ
に
い
た
こ
と

が
わ
か
る
、
だ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
こ
で
は
ド
イ
ツ
観
念
論
や
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
に
続
い
て
、

い
や
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
フ
ツ

サ
l
ル
が
現
象
学
に
没
頭
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
フ
ッ
サ

l
ル
の
下
に
は
や
が
て
彼
と
離
反
し
て
し
ま
う
若
き
ハ
イ
デ
ガ

ー
も
い
た
。
良
く
も
悪
く
も
、

ハ
イ
デ
ガ

l
は
多
く
の
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
し
、
今
も
さ
れ
て
い
る
。
二

O
世
紀
の
思
想
史
を
概
観

す
る
と
き
、
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ

1
の
名
前
を
一
度
は
目
に
す
る
。
あ
る
面
に
お
い
て
、
彼
の
絶
大
な
影
響
力
の
下
で
二

O
世
紀
の
思
想
は
展

閲
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
ハ
イ
デ
ガ

l
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
、

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
が
大
変
興
味
深
い
指
摘
を
し
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て
い
る
。

346 

か
つ
て
ハ
イ
デ
ガ

l
に
同
時
代
者
が
い
た
と
す
れ
ば
、

し
か
も
、

た
だ
年
代
的
な
意
味
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
真
に
そ
の
名

に
ふ
さ
わ
し
い
同
時
代
者
が
い
た
と
す
れ
ば
、

(1) 

そ
、
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。

『
存
在
と
時
間
』

の
六
年
前
に
主
著
を
発
表
し
た
こ
の
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
こ

」
こ
で
レ

l
ヴ
イ
ツ
ト
が
言
及
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
こ
そ
、

フ
ラ
ン
ツ
・
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク

S
S
F
5
3
F
Z∞
E
S
)
で

あ
る
。
ま
た
、
プ

l
パ
1
は
ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

歴
史
的
現
実
の
破
局
は
、
し
ば
し
ば
同
時
に
人
間
と
現
実
と
の
関
係
の
危
機
で
も
あ
る
。
異
常
な
仕
方
で
我
々
の
時
代
は
こ
の

危
機
を
経
験
し
た
が
、
私
は
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
よ
り
も
偉
大
で
明
瞭
な
例
を
知
ら
な
い
。

」
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
死
の
一
年
後
、

一
九
三

O
年
で
あ
る
。
ま
だ
、

ヒ
ト
ラ
ー
が
政
治
の
表
舞
台
へ
と

姿
を
現
さ
な
い
時
代
に
、
す
で
に
プ

l
パ
ー
は
そ
の
時
代
を
危
機
の
時
代
と
考
え
て
い
た
。
歴
史
が
大
き
く
変
動
し
て
い
る
中
で
、
彼
が
も

っ
と
も
重
要
な
人
物
と
み
な
す
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
に
お
い
て
、
け
っ
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え

(3) 

な
い
こ
の
思
想
家
は
、
二

O
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
い
か
な
る
思
想
を
展
開
し
た
の
か
。
彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
生
涯
は
、
ド
イ

ツ
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
の
中
で
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
我
々
が
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
は
、
興
味
の

尽
き
な
い
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
で
あ
る
。



1 

問
題
提
起

(
1
)
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

か
つ
て
カ
ッ
シ

1
ラ
l
は
彼
の
著
書
の
最
後
で
次
の
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
思
想
の
意
義
を
理
解
し
よ
う
と
の
ぞ
む
な
ら
、
思

想
の
内
在
的
な
構
成
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
内
在
的
な
構
成
を
解
明
し
う
る
唯
一
の
方
法
は
初
め
か
ら
も

つ
ば
ら
重
要
な
体
系
の
頂
点
だ
け
を
追
う
の
で
は
な
く
、
谷
を
抜
け
る
道
を
た
ど
り
、

登
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
」
。

そ
こ
か
ら
ゆ
る
や
か
な
根
気
強
い
歩
み
で
頂
き
へ
と

一
人
の
思
想
家
を
研
究
す
る
と
き
、
我
々
は
最
初
か
ら
思
想
家
が
築
い
た
体
系
の
頂
点
へ
と
向
か
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
我
々
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、

そ
れ
を
歴
史
的
に
論
証
す
る
こ
と
な
の
で

そ
の
思
想
家
の
体
系
を
可
能
な
限
り
詳
細
に
検
討
し
、

あ
る
。
ま
た
、

た
と
え
ど
ん
な
に
偉
大
な
思
想
家
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
時
代
の
空
気
を
吸
っ
て
い
る
限
り
、
彼
の
思
想
は
当
時
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
。

カ
ッ
シ

l
ラ
1
が
言
う
よ
う
に
、
我
々
は
哲
学
の
頂
上
だ
け
を
追
い
か
け
た
り
、

そ
の
頂
上
か
ら
頂
上

へ
と
移
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
思
想
史
を
研
究
す
る
者
は
、

で
き
あ
が
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
み
を
研
究
の
対
象
と
す

ヲ
ハ
ω

こル」、

つ
ま
り
思
想
家
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
相
互
連
関
を
無
視
す
る
こ
と
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
カ
ス
パ
ー
に
よ
れ
ば
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
を
研
究
す
る
者
は
、
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

(5) 

で
あ
る
。

ら
な
い
。
そ
れ
は

と

「
歴
史
主
義
」

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
短
い
生
涯
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
と
の
対
決

「
ド
イ
ツ
観
念
論
」

で
あ
る
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
思
想
家
た
ち
も
「
時
代
の
子
」

で
あ
る
限
り
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
特
に
後
者
の

「
歴
史
主
義
」

の
問
題
は
当
時
の
、
ド
イ
ツ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
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あ
る
。例

え
ば
、

フ
ッ
サ
!
ル
は
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
(
一
九
一
一
)
に
お
い
て
、

「
自
然
主
義
」
と

「
歴
史
主
義
」
に
対
し
て
批
判
の

348 

矛
先
を
向
け
、

そ
れ
は
学
問
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
招
き
、
結
局
は

「
類
廃
の
時
代
」

の
到
来
を
告
げ
る
と
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で

の
フ
ッ
サ
l
ル
の
目
的
は
、
現
象
学
の
普
遍
妥
当
性
を
宣
言
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
当
時
の
ド

イ
ツ
の
知
的
・
精
神
的
雰
囲
気
と
し
て
、
す
で
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
先
立
っ
て
、
相
対
主
義
や
科
学
万
能
主
義
と
い
っ
た
近
代
の
病
が
、

至
る
と
こ
ろ
に
蔓
延
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
お
い
て
、
認
識
論
の
み
な
ら
ず
文
化
や
倫
理
も
ま
た
相
対

化
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

で
あ
ろ
句
。
ま
た
、
彼
は
兵
士
と
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
験
し
て
い
る
。
戦
争
と
い
う
例
外
状
態
の
中
に
あ
っ
て
、

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ま
た
そ
こ
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア

イ
ク
が
こ
れ
ま
で
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
下
で
学
ん
で
き
た
ヘ

l
ゲ
ル
哲
学
、

そ
し
て
ド
イ
ツ
観
念
論
は
空
し
い
だ
け
で
あ
っ
た
。
戦
渦
に
巻
き
込

ま
れ
、
息
絶
え
て
い
く
人
間
た
ち
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
続
く
形
而
上
学
の
頂
点
で
も
あ
っ
た
、
ド
イ
ツ
観
念
論
は
、

そ
の
無
力
さ
を
さ

ら
け
だ
し
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
こ
の
経
験
は
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
死
に
つ
い
て
語
り
、
実
存
主
義
的
な
思
想
へ
と
歩
ん
で
い
く
と

き
の
重
要
な
契
機
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

(2)
問
題
の
関
心

二
O
世
紀
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
彼
の
主
著
『
全
体
性
と
無
限
』

(
一
九
六
一
)

の
中
で
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
言
及
し
て
い
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、

『
救
済
の
星
』
(
一
九
二
一
)

の
中
で
も
っ
と
も
強
い
感
銘
を
我
々
に
与
え
る
の
は
、

「
全
体
性
の
観
念
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
」

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
主
著
で
あ
る

(7) 

で
あ
る
。

「
全
体
性
の
観
念
」

と
は
た
っ
た
一
つ
の
概
念
や
本
質
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
還
元
し
よ
う
と
す
る
衝
動
で
あ
り
、
あ
る
実
体
を
他
の
実
体
と



(8) 

の
包
摂
関
係
で
見
ょ
う
と
す
る
観
念
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
て
、
『
救
済
の
星
』
だ
け
で

な
く
、
手
紙
な
ど
も
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
全
体
性
批
判
|
|
観
念
論
的
哲
学
へ
の
批
判
ー
ー
を
考
察
す
る
。

の
際
、

一
九
一

O
年
の
手
紙
が
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
簡
潔
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、

へ
l
ゲ
ル
的
な
観
念
論
を
解
体

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
要
素
l
ー
神
、
世
界
、
人
間
ー
ー
を
解
放
し
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
神
学
的
な
概
念
|
|
創
造
、
啓
示
、
救
済
1

1

を
用
い
て
そ
れ
ら
を
再
び
関
係
づ
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
ロ
1

ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
思
想
の
展
開
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、

「
全
体
性
の
観
念
」

か
ら
諸
要
素
を
取
り
出
し
、

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
体
系
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
批
判
は
へ

1
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
自
身
、
最
初
は
へ
!
ゲ
ル
研
究
者
と
し
て

出
発
し
た
た
め
に
、

へ
l
ゲ
ル
の
国
家
論
や
歴
史
哲
学
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
故
、
彼
は
へ
!
ゲ
ル
を
批
判

し
な
が
ら
、

そ
の
影
響
力
の
下
に
あ
る
と
い
う
極
め
て
ア
ン
ヴ
ィ
パ
レ
ン
ト
な
関
係
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ

ァ
イ
ク
は
自
ら
の

「
新
し
い
思
考
」
を
語
る
た
め
に
へ

1
ゲ
ル
批
判
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
生
き
た
世
界
は

へ
i
ゲ
ル
が
語
る
よ
う
に
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
歴
史
が
完
成
へ
と
向
か
う
ど
こ
ろ
か
、
破
局
と
し
て
の
戦
争
へ
と
行
き
着
い
た
か
ら
で
あ

る

へ
l
ゲ
ル
哲
学
の
誤
謬
が
こ
こ
で
明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
全
体
性
の
観
念
」
の
破
綻
を
意
味
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

彼
の
全
体
性
批
判
を
考
察
す
る
者
に
と
っ
て
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
ヘ

1
ゲ
ル
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
、

そ
し
て
そ
こ
に
は
い
か
な

る
関
係
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
論
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
批
判
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
お
こ
っ
た
神
学
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と

ユ
ダ
ヤ
教
、
双
方
に
生
じ
た
当
時
の
合
理
的
な
神
学
は
神
を
人
間
の
側
か
ら
見
ょ
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
故
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
神

を
人
間
の
投
影
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
神
と
人
間
の
混
乱
で
あ
っ
た
。

そ
の
際
、

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
両
者
を
区
別
し
、
啓
示
に
よ

っ
て
新
た
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
我
々
は
一
九
一

O
年
の
手
紙
に
お
い
て
す
で
に
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
哲
学
的

な
モ
チ
ー
フ
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
か
細
い
な
が
ら
も
、
連
続
性
を
保
ち
な
が
ら
『
救
済
の
星
』

へ
と
流
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る そ

一度、
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だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

カ
ス
パ

1
が
示
し
た
も
う
一
方
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
歴
史
主
義
は
、
本
稿
で
直
接
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

350 

し

ヘ
l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
的
に
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
歴
史
観
、

さ
ら
に
や
が
て
我
々
は
彼
と
歴

史
主
義
と
の
関
係
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か
ら
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
ド
イ
ツ
観
念
論
」
も
ま

た
我
々
の
手
に
は
余
る
巨
大
な
テ

1
マ
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
本
稿
で
は
目
下
の
所
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
ド
イ
ツ
観
念
論
、

そ
の
中
で

も
彼
が
批
判
す
る
ヘ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た

「
全
体
性
の
観
念
」
に
考
察
の
的
を
絞
り
た
い
と
思
う
。

2 

ヘ
1
ゲ
ル
か
ら
の
離
反

一
九
一

O
年、

(9) 

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
下
で
歴
史
学
を
学
び
、
博
士
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
当
時
、

マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
卓
越
し
た
歴
史
家
と
し
て
内
外
に
そ
の
名
を
馳
せ
て
い
た
。

そ
の
彼
の
下
で
学
ん
だ
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ

ア
イ
ク
の
博
士
論
文
の
テ

l
マ
は
、

へ
1
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
が
一
九
二

O
年
に
『
へ

1
ゲ
ル
と
国
家
』
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
出
版
さ
れ
た
と
き
、
も
は
や
彼
の
思
想
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

い
や
、
す
で
に
し
て
一
九
一

O
年
九
月
二
六
日
に
彼
の

い
と
こ
、

ハ
ン
ス
・
エ

1
レ
ン
ベ
ル
ク
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
、

ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
へ

1
ゲ
ル
へ
の
批
判
と
も
い
う
べ
き
文
章
を
自

分
の
日
記
か
ら
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

:
:
:
我
々
は
、
今
日
、
実
践
的
な
も
の
を
、
原
罪
を
、
歴
史
を
:
:
:
行
為
す
る
者
の
行
為
と
し
て
(
ね
な
足
H

h

常
的
尽
な

3
)
強

調
す
る
。

そ
れ
故
、
我
々
は
ρ

歴
史
の
中
に
神
H

を
見
る
こ
と
も
ま
た
拒
否
す
る
。

と
い
う
の
も
、
我
々
は

(
宗
教
的
な
関
係



に
お
け
る
)
歴
史
を
像
と
し
て
、
存
在
と
し
て
見
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
我
々
は
、
神
を
す
べ
て
の
倫

理
的
な
出
来
事
(
め
を
ω
n
F
g
の
2
♀
o
F
g
)

の
う
ち
に
見
る
の
で
あ
っ
て
、

で
き
あ
が
っ
た
全
体
、
歴
史
の
う
ち
に
見
る
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
が
神
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
こ
の
貯
水
池
に
流
れ
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
た
だ
ち
に
神
的
な
も
の
と
な
り
、
正
当
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
何
の
た
め
に
神
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
歴
史
の
中
へ
と
入
り
込
む
こ
と
で
罪
に
汚
さ
れ
た
も
の
と
な
り
(
行
為
す
る
者
は

そ
う
な
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
が
て

そ
れ
故
、
神
は
人
間
を
歴
史
に
よ
っ
て
救
済
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
|
|
そ
う
な

れ
ば
残
る
の
は
l
l
H
宗
教
に
お
け
る
神
H
と
し
て
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(m) 

的
で
あ
り
、

M

神
義
論
H

で
あ
っ
た
。

へ
1
ゲ
ル
に
と
っ
て
歴
史
は
神

幾
分
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
の
手
紙
は
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
彼
の
主
著
で
あ
る
『
救
済
の
星
』
の
テ

l
マ
が
、
す
で
に
こ
の
手
紙
の
中
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、

ゲ
ル
の
研
究
に
没
頭
し
な
が
ら
、

し
か
し
彼
の
歴
史
哲
学
に
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
姿
を
こ
の
手
紙
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
が
、
神
を
完
成
さ
れ
た
全
体
と
し
て
の
歴
史
の
中
に
見
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
と
き
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
に
は

へ
1
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
へ
の
批
判
が
あ
る
。
歴
史
を
完
成
さ
れ
た
全
体
と
し
て
見
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
人
間
の
視
点
で
は
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
人
間
は
歴
史
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
中
か
ら
全
体
を
展
望
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
全
体
を
見
渡
す

」
と
の
で
き
る
視
点
、

そ
れ
は
歴
史
の
外
に
い
る
神
の
視
点
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
が
あ
ら
か
じ
め
歴
史
に
到
達
さ
れ
る
べ
き
目
的
を
定
め
た

と
し
て
も
、

そ
の
中
に
い
る
人
間
は
不
完
全
で
あ
り
、
悪
に
手
を
染
め
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
故
、
歴
史
の
歩
み
は
も
っ
と
も
悲
惨
な
悪
で

あ
る
戦
争
を
も
引
き
起
こ
す
。
刻
々
と
生
起
す
る
人
間
の
行
為
の
所
産
で
あ
る
「
出
来
事
」
に
お
い
て
の
み
人
間
は
神
と
向
か
い
合
う
。

し
て
、
人
間
は
歴
史
の
中
で
罪
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
た
自
ら
の
行
為
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。

J¥ 
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メ
ン
デ
ス
ー
フ
ロ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

」
の
手
紙
の
内
容
は

(
U
)
 

「
信
仰
の
声
明
で
は
な
く
、
哲
学
的
な
主
張
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
我
々
は
彼

の
こ
の
主
張
に
対
し
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク

(ロ)

ユ
ダ
ヤ
教
へ
と
目
覚
め
る
に
は
あ
と
三
年
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
が
こ

た
し
か
に
メ
ン
デ
ス
ー
フ
ロ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、

352 

が
啓
示
に
基
づ
く
生
け
る
信
仰
を
選
び
、

の
手
紙
の
中
で
用
い
て
い
る

「
宗
教
」
と
い
う
一
言
葉
を
ユ
ダ
ヤ
教
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
時
間
を
遡
っ
て
少
し
前
の
手
紙

を
読
ん
で
み
る
と
、
我
々
は
こ
の

「
宗
教
」

と
い
う
言
葉
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
り
、

ま
し
て
や
こ
の
手
紙
の
内
容
を

「
論
理
的
推
論
」

と
断
言
す
る
こ
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
こ
こ
で
言
及
し
て
い

る

「
宗
教
」
と
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
、

ユ
ダ
ヤ
教
は
大
学
や
一
般
社
会
に
お
い
て
、

周
辺
的
な
地
位
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
。

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ま
た
、

そ
れ
を
痛
切
に
感
じ
て
い
た
。

ハ
ン
ス
・
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
が

洗
礼
を
受
け
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
し
た
と
き
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
家
族
は
、

そ
れ
ま
で
宗
教
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
の
決
断
に
反
対
し
た
。
そ
の
際
、

(
臼
)

宗
教
的
渇
望
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
間
い
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
自
分
の
両
親
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で

「
無
宗
教
と
い
う
原
理
は

そ
の
四
日
後
の
手
紙
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
事

柄
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
中
で
生
活
し
、

キ
リ
ス
ト
教
の
学
校
ヘ
通
っ
て

い
る
。
要
す
る
に
、
我
々
の
全
H

文
化
H

は
す
っ
か
り
キ
リ
ス
ト
教
的
な
土
台
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
碍
」
。
そ
れ
故
、
キ
リ

ス
ト
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、

(
日
)

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。

キ
リ
ス
ト
教
的
な
本
を
読
み
、

「
今
日
の
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
を
受
け
入
れ
る

若
き
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
、
宗
教
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
渇
望
は
彼
の
中
に
重
要
な
問
い
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
彼
が

祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
宗
教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
、
特
に
ド
イ
ツ
の
中
で
自
ら
の
居
場
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
語

る
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
語
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。



卓
越
し
た
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
研
究
者
で
あ
る
ス
テ
フ
ア
ヌ
・
モ

l
ゼ
ス
に
「
真
に
受
け
ら
れ
た
へ

l
ゲ
ル
」
と
い
う
題
の
論
文
が
あ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ー
ー
ー
彼
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
|
|
へ
!
ゲ
ル
を
真
に
受
け
た
の
で
あ

ヲ
ハ
ω

。
つ
ま
り
「
ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
歴
史
に
つ
い
て
の
へ

l
ゲ
ル
的
見
地
が
虚
偽
で
あ
る
の
を
証
明
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
逆
に
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
の
を
、
し
か
も
、

(
路
)

っ
た
」
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ー
ゼ
ス
は
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
単
に
へ

1
ゲ
ル
に
追
従
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な

へ
1
ゲ
ル
自
身
が
想
像
し
え
た
よ
り
以
上
に
真
実
で
あ
る
の
を
示
す
こ
と
で
あ

い
。
む
し
ろ
、

ヘ
!
ゲ
ル
の
歴
史
理
解
や
国
家
論
が
あ
ま
り
に
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
生
き
た
歴
史

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
思
索
は
、

的
現
実
に
合
致
し
て
い
た
が
故
に
、

へ
l
ゲ
ル
に
反
抗
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
極
め
て
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ト
な
も
の
で
あ
っ
た
。

へ
1
ゲ
ル
に
と
っ
て
歴
史
は
自
由
の
意
識
の
発
展
過
程
を
示
す
が
、

し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
駆
ら
れ
た
国
家
聞
の

戦
争
そ
し
て
暴
力
と
血
に
染
め
ら
れ
た
革
命
を
も
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
故
、

へ
1
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』

の
最
後
が
世
界
史
に
関
す
る
考
察

で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
歴
史
哲
学
が
国
家
論
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
見
、
無
秩

序
に
見
え
る
歴
史
の
過
程
の
背
後
に
は
理
性
の
法
則
が
潜
ん
で
お
り
、

そ
れ
が
世
界
史
を
動
か
し
て
い
る
、

へ
1
ゲ
ル
が

あ
の
あ
ま
り
に
有
名
な
言
葉
、

と
彼
は
考
え
た
。

(
げ
)

つ
ま
り
「
理
性
的
な
も
の
こ
そ
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
で
あ
る
も
の
こ
そ
理
性
的
で
あ
る
」
を
語
っ
た
と

き
、
彼
の
歴
史
哲
学
は
存
在
論
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
手
紙
の
中
で
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア

イ
ク
は
歴
史
を

」
れ
は
彼
が
へ

l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
と
存
在
論
と
の

「
像
」
と
し
て
、

「
存
在
」
と
し
て
見
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
が
、

聞
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

さ
て
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
へ

l
ゲ
ル
批
判
を
一
九
一

O
年
の
手
紙
に
遡
っ
て
見
て
き
た
。

そ
の
後
、
彼
は
一
九

一
三
年
に
オ
イ
ゲ
ン
・
ロ

l
ゼ
ン
シ
ュ
ト
ッ
ク
と
の
真
剣
な
対
話
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
を
一
度
は
決
心
す
る
。

し
、
彼
は
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ナ
ゴ

1
グ
で
の
ヨ
ム
・
キ

0

ア
ー
ル

(
蹟
罪
の
日
)
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
す
ぐ
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
を
や
め

て
し
ま
い
、

ユ
ダ
ヤ
教
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
決
断
す
る
。

こ
の
間
の
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
歩
み
は
大
変
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
あ

し
か

フランツ・ローゼ、ンツヴァイクの観念論批判353 



り
、
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
き
た
。
紙
幅
の
問
題
も
あ
り
、
こ
れ
以
上
は
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

一
九
二
二
年
の
出

来
事
は
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
研
究
に
と
っ
て
け
っ
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
出
来
事
を
け
っ
し
て
無
視

(
路
)

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

354 

3 

戦
争
と
人
間
の
死

一
九
一
四
年
、
第
一
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
と
き
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ま
た
兵
士
と
し
て
戦
闘
に
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
経
験
こ
そ
が
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
へ

l
ゲ
ル
か
ら
の
決
定
的
な
離
反
を
自
覚
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

九

O
九
年
か
ら
書
き
始
め
た
博
士
論
文
『
へ

1
ゲ
ル
と
国
家
』
を
一
九
二

O
年
に
出
版
し
た
。

そ
の
際
、
彼
は
最
初
は
な
か
っ
た
序
文
を
新
た

に
執
筆
し
、

つ
け
加
え
た
。

そ
こ
で
は
、
彼
の
当
時
の
思
想
が
率
直
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
を
終
え
、
疲
労
し
き
っ
た
、
ド
イ
ツ
の
中
で

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
一
言
う
。

「
人
は
今
日
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
を
書
く
た
め
の
勇
気
を
今
さ
ら
ど
こ
で
手
に
入
れ
る
べ
き
か
を
、
私
は
知

ら
な
い
。
当
時
、
こ
の
本
が
成
立
し
た
と
き
、
内
外
で
の
ビ
ス
マ
ル
ク
国
家
の
息
を
詰
ま
ら
せ
る
よ
う
な
窮
屈
さ
が
、
自
由
な
世
界
の
息
吹

が
感
じ
ら
れ
る
国
家
へ
と
広
げ
ら
れ
る
よ
う
な
希
望
が
あ
っ
た
。
:
:
:
〔
し
か
し
〕
結
末
は
異
な
っ
て
い
た
。
瓦
磯
の
街
が
、
か
つ
て
国
家

(
m
m
)
 

が
立
っ
て
い
た
場
所
を
示
し
て
い
る
」
。
敗
戦
は
ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
、
ド
イ
ツ
国
家
へ
の
疑
念
を
呼
び
起
こ
し
た
。
戦
前
に
あ
っ
た
彼

の
わ
ず
か
な
希
望
も
打
ち
砕
か
れ
た
。
国
家
は
瓦
礁
の
山
へ
と
変
わ
り
、
同
時
に
へ

l
ゲ
ル
の
哲
学
は
破
局
を
迎
え
た
。
彼
は
続
け
て
言

〉つ〆。

「
今
日
で
あ
れ
ば
も
は
や
書
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
本
に
、
私
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
手
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
残

の
精
神
の
証
言
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
、
こ
の
本
は
原
点
、

一
九
一
九
年
の

H

精
神
H

の
証
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
。

そ
し
て
意
図
に
お
い
て
戦
前

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
昔
の
ま
ま
と
同
じ
よ
う
に
出
版
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。



た
と
え
す
で
に
一
九
一

O
年
の
手
紙
の
中
で
彼
が
ヘ

1
ゲ
ル
批
判
を
し
て
い
て
も
、
戦
争
を
経
験
し
た
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て

(
幻
)

か
く
し
て
二
九
一
四
年
の
ト
ラ
ウ
マ
」
と
も
い
え
る
こ
の
戦
争

そ
の
意
味
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

は

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
へ

l
ゲ
ル
の
哲
学
で
は
解
決
し
得
な
い
問
題
を
突
き
つ
け
た
。
そ
こ
に
は
国
家
や
歴
史
の
問
題
も
当
然
含
ま

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
の
は
死
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
救
済
の
星
』
は
ま
ず
死
の
描
写
か
ら
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
経
験
は
、
人
類
史
上
、
初
め
て
の
総
力
戦
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
否
応
な
く
人
々
に
死
の
恐
怖
を
突
き
つ

ナ
た
。

ハ
イ
デ
ガ

l
や
ヤ
ス
パ

1
ス
が
死
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ま
た
、

戦
場
に
お
い
て
自
ら
の
死
の
恐
怖
と
隣
り
合
わ
せ
で
思
索
を
続
け
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。

『
救
済
の
星
』
の
冒
頭
に
は
こ
う
あ
る
。
「
万
物
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
、
死
、
そ
し
て
死
の
恐
怖
か
ら
始
ま
認
」
。
し
か
し
、
「
パ
ル
メ
ニ
デ

ス
か
ら
へ

l
ゲ
ル
ま
で
」
(
〈

8
3
5
2
E
g
E
ω
国
ふ
限
)
の
哲
学
は
、
個
人
の
死
に
目
を
閉
ざ
し
て
き
た
し
、
む
し
ろ
思
い
上
が
り
と
と

も
に
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
哲
学
は
こ
れ
ま
で
、

「
人
聞
は
死
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
当
然
で
あ
る
が
、

し
か
し

こ
の
根
源
的
な
事
実
を
否
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ね
に
全
体
か
ら
部
分
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
哲
学
は
、
目
の
前
で
生
き
て
い
る
人
間

の
悲
痛
の
声
に
耳
を
傾
け
て
こ
な
か
っ
た
。
全
体
の
中
で
、
あ
る
部
分
が
消
減
し
よ
う
と
も
、

そ
れ
は
何
ら
全
体
に
は
影
響
を
与
え
ず
、
他

の
部
分
が
そ
の
欠
如
を
補
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。

「
万
物
の
哲
学
」

で
あ
り
、
全
体
性
の
思
考
と
も
い
え
る
こ
れ
ま
で
の
哲
学
、

と
り
わ
け

へ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
観
念
論
は
、
す
べ
て
を
た
っ
た
一
つ
の
本
質
の
下
で
見
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
は
『
救
済
の
星
』
の
入
門
書
と
し
て
書
い
た
『
新
し
い
思
考
』
の
中
で
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
哲
学
者
た

ち
は
各
々
の
時
代
に
一
つ
の
本
質
を
定
め
、

そ
の
本
質
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う

そ
れ
を
中
心
に
哲
学
を
行
っ
て
き
た
。
万
物
は
、

し
て
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
を
「
宇
宙
論
的
古
代
」
、

「
神
学
的
中
世
¥
「
人
間
学
的
近
代
」

の
三
つ
の
時
代
に
区
分
し
、

こ
れ
ま
で
の
哲
学

が
追
求
し
て
き
た
の
は
万
物
の
一
に
し
て
全
な
る
本
質
へ
の

し
て
批
判
す
る
。

「
4
理
元
H

の
諸
可
能
性
」
(
冨
um--。Fro-窓
口
色

q
E
N
E・位。医
E
F
E
D
尚
喜
)
だ
と
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カ
ス
パ
ー
に
よ
れ
ば
、

(
門
田
町
話

ω
め山口∞志吋向。
ωωσ
口
。
ロ
o
D
W
m
w
D
)

と
い
う
だ
け
で
な
く
、

(
お
)

ロ
σ
口
付
。
ロ
)
、
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

カま

「
存
在
を
忘
却
し
た
思
考
」 ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
観
念
論
的
な
哲
学
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
哲
学

「
時
間
を
喪
失
し
た
思
考
」

(
仏

h
w
ω
N
R
込町向。足

356 

」
の
こ
と
は
ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が

「
時
間
性
」

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人

間
は
時
間
の
中
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
死
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
無
時
間
的
な
生
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
は
死
の
恐
怖
に
お
の
の
く
こ
と
も
な
か
ろ
う
。

(
お
)

上
を
無
理
や
り
通
り
過
ぎ
て
い
く
」
。

し
か
し
、

「
哲
学
は
各
々
の
歩
み
の
足
元
で
口
を
開
い
て
い
る
墓
の

「
哲
学
は
こ
の
世
的
な
も
の
の
ま
わ
り
に
全
体
の
思
考
と
い
う
青
み
が
か
っ
た
一
寵
を
お
り
な
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
聞
か
ら
こ
の
義
務
(
∞
。
ロ
)
を
だ
ま
し
取
る
。
と
い
う
の
も
、
全
体
は
死
な
な
い
し
、
何
者
も
全
体
に
お
い
て
は
死
ぬ
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
通
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
単
独
の
も
の
だ
け
が
死
ぬ
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
全
て
の
死
す
べ
き
も
の
は
孤
独
な
の

(
幻
)

で
あ
る
」
。
有
限
な
人
間
に
と
っ
て
の
義
務
と
は
、
自
ら
の
死
を
直
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
け
っ
し
て
全
体
の
中
に
安
住
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
故
、

(
お
)

の
で
あ
る
」
。

「
人
間
は
大
地
の
上
で
生
き
て
い
る
限
り
、
人
間
も
ま
た
こ
の
世
的
な
も
の
の
不
安
の
中
に
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
る
べ
き
な

」
う
し
て
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は

「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
か
ら
へ

l
ゲ
ル
ま
で
」
、

「
イ
オ
ニ
ア
〔
の
島
々
〕
か
ら
イ
エ
ナ
ま
で
」

(〈。ロ

』。口一。ロ

σ円

ω
』ゆロ
ω)
の
哲
学
を
人
間
の
死
に
目
を
閉
ざ
し
た
思
考
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
哲
学
史
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
ロ

ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
ま
ず
『
救
済
の
星
』

の
第
一
部
に
お
い
て
、

」
の
全
体
性
の
思
考
に
異
議
を
唱
え
る
。
第
一
部
の
冒
頭
に
、

「哲

学
者
た
ち
に
向
か
っ
て
!
」

(山口匂
E-。
ω
。司『。
ω
一
)
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
彼
の
哲
学
批
判
を
予
示
し
て
い
る
。

J¥ 

ゲ
ノレ

的
な
体
系
に
抗
し
た
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル、

シ
ョ

l
ぺ
ン
ハ
ゥ
ア

l
、
そ
し
て
ニ
!
チ
ェ
に
対
し
て
全
面
的
な
賛
同
を
寄
せ
な
い
ま
で
も
、
彼
ら

の
痕
跡
を
た
ど
る
よ
う
に
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
自
ら
の

「
新
し
い
思
考
」
を
語
る
。
『
救
済
の
星
』
は
、

そ
の
内
容
と
は
裏
腹
に
、

目
次
を
見
れ
ば
き
わ
め
て
体
系
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
部
の
タ
イ
ト
ル
は

「
諸
要
素
、
も
し
く
は
永
続
的
な
前
世

界
」
(
口
町
巴

3
8
z
a
q
p
g
B
0
3答
g
E
σ
g
H・
31)
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
西
洋
哲
学
の
基
本
概
念
|
|
つ
ま
り
要
素



ー
ー
で
あ
る

「神」、

(
m
m
)
 

へ
ル
マ
ン
・
コ

l
エ
ン
か
ら
着
想
を
え
た
方
法
で
も
っ
て
詳
細
に
分
析
し
、

そ
れ
ら
に
対
応

「
世
界
」
、

「
人
間
」
を
、

す
る
概
念
i
l
あ
る
い
は
学
!
!
と
し
て

「
メ
タ
論
理
学
」
(
宮
ogum-w)
、

「
メ
タ
倫
理
学
」

「
メ
タ
自
然
学
」
(
冨
。
宮
古
芝
色
付
)
、

そ
し
て

(冨
o
S
2
E
W
)
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
。
彼
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
分
析
に
先
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
我
々
は
、
後
に
世
界
や
人

の
絶
対
的
な
事
実
性
(
与

g
E件。斗州伊丹匙岳
r
F
Z芹)、

そ
れ
自
体
で
、
自
ら
に
の
み
依
存
す
る
も
の
と
し
て
:
:
:
そ

ま
さ
に
そ
の
長
定
性

H
9
2ま
さ
に
お
い
て
探
求
す
タ
。

間
も
同
様
に
、
神
を
他
の
概
念
の
中
に
あ
る
一
つ
の
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、

何
も
の
に
も
依
存
し
な
い
要
素
と
し
て

「神」、

「
人
間
」
が
探
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「
世
界
」
、

ま
た
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の

「

J
p
bノ
」

(
自
立
ω)

の
概
念
と
は
、

つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て

「

J
P
Mノ
」

の
概
念
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

「神」、

「
人
間
」
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
独
立
し
自
足
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
の
観
念
論
的
な
哲

「
世
界
」
、

粉
砕
し
た
。
今
や
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

(
幻
)

そ
れ
ぞ
れ
の
破
片
が
そ
れ
自
体
で
ひ
と
つ
の
全
体
に
な
る
」
。

「
我
々
は
全
体
を

学
と
の
決
別
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
れ
ば
我
々
は
こ
の
三
つ
を
証
明
す

(
m
M
)
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
が
、
こ
れ
ら
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
無
の
中
に
消
え
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

さ
て
、
三
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
要
素
が
我
々
の
前
に
示
さ
れ
た
が
、

我
々
は
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
を
、
我
々
が
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「神」、

「
世
界
」
、
あ
る
い
は

と
い
う
こ
の
要
素
を
分
析
し
、
何
か
へ
と
還
元
す
る
者
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
で
さ

「
人
間
」

え
、
自
ら
「
神
」
、

「
人
間
」

と
い
う
言
葉
を
使
い
、
理
解
し
て
い
る
以
上
、
何
ら
か
の
形
で
こ
れ
ら
を
経
験
し
て
い
る
の

「
世
界
」

そ
し
て

で
あ
る
。

そ
れ
故
、
我
々
は
外
部
か
ら
こ
れ
ら
の
要
素
を
基
礎
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
こ
れ
ら
の
事
実
性
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
一
九
一

O
年
の
手
紙
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
潜
む
全
体
性
の
思
考
を
批
判
し
て
い
た
若
き
ロ

1
ゼ
ン

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、

そ
の
十
一
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
救
済
の
星
』
の
中
で
全
体
性
の
思
考
を
西
洋
哲
学
の
病
と
考
え
、
全
体
性
を
打
ち
砕
く
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」
と
に
よ
り
三
つ
の
要
素
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
。

358 

4 

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
人
間
概
念

こ
こ
で
は
死
の
問
題
と
深
く
関
わ
る
彼
の
人
間
概
念
に
つ
い
て
、
他
の
二
つ
の
概
念
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ

う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
人
間
概
念
は

「
メ
タ
倫
理
的
」

(
B
σ
E
2
E
R
F
)
と
形
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ

念
の
中
に
あ
っ
た
」

ク
は
、
『
救
済
の
星
』
が
出
版
さ
れ
る
前
、

(
お
)

と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、 ハ

ン
ス
・
エ

1
レ
ン
ベ
ル
ク
へ
の
手
紙
の
中
で

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は

「
根
本
的
な
構
想
は
メ
タ
倫
理
的
な
も
の
の
概

(
弘
)

「
万
物
は
神
々
に
充
ち
て
い
る
」
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の

言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
神
と
世
界
の
混
在
、

つ
ま
り
「
コ
ス
モ
ス
の
論
理
的
l

自
然
的
統
一
性
」
を
「
メ
タ
論
理
的
な
世
界
」
と
「
メ
タ
自
然

h
川
4

h

i
由
市
閉
'

占

J
+
T」

へ
と
分
解
し
よ
う
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
彼
は
メ
タ
倫
理
的
な
人
間
の
必
要
性
を
語
り
、

そ
の
人
間
を

「
酵
素
」

(

の

即

時

H

・ω
一件。同)

と
呼
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
彼
の
人
間
概
念
は
彼
の
思
想
の
解
明
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(
お
)

だ
ろ
う
。

さ
て
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
れ
ば
、
神
の
本
質
は

「
不
死
的
」
(
ロ

E
R円
E
W
F
)
か
っ

「
無
条
件
的
」

(
g
g
ι
E程
)

で
あ
り
、
世

界
の
本
質
は

(
何
回
口
問
。

B
aロ
)
で

も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
の
存
在
は

「
普
遍
的
」

「
必
然
的
」

(ロ。言
g
E
m
)
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
の
本
質
は

「
停
い
」
(
認
可
mgm-wF)

「
無
条
件
的
な
も
の
の
中
の
存
在
」

(∞
o
z
g
dロ
ず
め
円
四
日
口
問
窓
口
)
を
、
世
界
の
存
在
は

「
普
遍
的

な
も
の
の
中
の
存
在
」

(rzgk-mOB巴ロ
g)
を
、
最
後
に
人
間
の
存
在
は

を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
持
。
そ
れ
故
、
特
殊
な
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
普
遍
的
な
法
則
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

「
特
殊
な
も
の
の
中
の
存
在
」

(ω
巳
ロ
山
口
同
回
。
ω
。ロ門
-20ロ)

我
々
は
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
人
聞
を
特
殊
性
と
停
さ
と
い
う
相
で
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
人
間
は
自
由
を
保
持
し
て
い



る
。
し
か
し
、

そ
の
自
由
と
は
神
の
よ
う
な
行
為
へ
の
自
由
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
意
志
へ
の
自
由
で
あ
り
、
自
由
な
意
志
で
あ
る
。

り
、
意
志
は
無
条
件
で
あ
り
限
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
由
は
、
神
の
自
由
と
異
な
り
そ
の
根
底
に
お
い
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
語
る
人
間
は
、
特
殊
性
と
同
時
に
有
限
性
を
そ
の
特
徴
と
し
て
そ
な
え
て
い
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
観
念
論
的
哲
学
、
あ
る
い
は
倫
理
で
さ
え
人
間
を
全
体
性
へ
と
解
消
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

つ
ま
り
、

「
倫
理
が

た
と
え
ど
れ
ほ
ど
根
本
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
全
体
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
特
別
な
立
場
を
行
為
に
委
ね
よ
う
と
し
て
も
:
:
:
倫
理
は
必
然
的
に
再

び
行
為
を
認
識
可
能
な
全
体
の
円
の
中
へ
と
引
き
ず
り
込
ん
だ
の
で
あ
犯
」
。

ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
哲
学
体
系
や
倫
理
思
想
か
ら

度
人
間
ー
ー
も
ち
ろ
ん
、
神
と
世
界
も
ー
ー
を
離
脱
さ
せ
、
可
能
な
限
り
純
粋
に
人
間
を
考
察
す
る
。

そ
れ
故
、
彼
が

「
法
は
人
間
に
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
間
が
法
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
言
う
と
き
、

(
お
)

人
間
概
念
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
け
っ
し
て

「
非
倫
理
的
な
」

(
8岳
町
岳
)

」
こ
で
、
彼
は

「
自
己
」

(ω05巳)、

「
性
格
」
(
(
リ
}
冨
E
W件
。
『
)
そ
し
て

「
人
格
性
」
(
思
円
急
ロ
-
w
F
W
岳
)
、
「
個
人
性
」
(
宮
島
丘
ロ
匙
S
C
と

い
う
概
念
を
導
入
す
る
。

と
り
わ
け
、
自
己
と
人
格
性
が
対
立
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
重
要
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
格
性

と
は
特
定
の
個
人
性
と
の
確
か
な
関
係
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
自
己
は
そ
の
性
格
一
般
に
単
に
か
た
く
す
が
り
つ
く
こ
と
で

(
鈎
)

自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
格
性
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ペ
ル
ソ
ナ
(
℃

2
8
5
)
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
端
を

発
す
る
ペ
ル
ソ
ナ
と
は
仮
面
を
意
味
す
る
。
役
者
が
舞
台
に
上
が
る
と
き
に
顔
に
つ
け
る
仮
面
は
、

人
間
の
社
会
で
の
役
割
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
人
格
性
と
は

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
は
、

(ω) 

「
人
間
性
の
多
声
的
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
声
で
あ
る
」
。

そ
れ
故
、
人
格
性
は
つ
ね
に
複
数
で
あ
る
が
、
自
己
は
つ
ね
に
単
数
で
あ
り
、
比
較
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
彼
の
語
る
自
己
は
、

言
葉
の
も
つ
と
も
厳
格
な
意
味
に
お
い
て
孤
独
な
人
間
で
あ
槌
」
。

「
そ
の

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
人
格
性
の
概
念
は
、
自
己
と
対
比
さ
れ
る
限

り
、
け
っ
し
て
積
極
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、

い
つ
し
か
社
会
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
人
聞
を
描
い
て
い
る

つ
ま
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の
で
あ
持
。
ま
た
、
第
一
静
じ
甘
い
や
除
、
彼
の
い
う
自
己
、

つ
ま
り
人
間
概
念
は
他
の
概
念
と
の
関
係
を
欠
き
、

そ
の
意
味
で
、
神
や
世

界
と
同
様
に
、
自
足
し
て
い
る
。
自
己
と
し
て
の
人
間
は
他
の
二
つ
の
要
素
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
は
自
ら

360 

の
死
を
軽
ん
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、

そ
れ
を
全
体
性
に
解
消
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
彼
の
語
る
孤
独
な

人
間
(
自
己
)
と
還
元
不
可
能
な
個
人
の
死
と
の
聞
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
に
と
っ
て
人
間
と
は
、

ま
ず
自
ら
の
死
を
認

識
し
、
死
の
恐
怖
に
お
の
の
き
、

そ
れ
を
孤
独
の
中
で
堪
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
観
念
論
の
呪
縛
か
ら
人

聞
が
逃
れ
る
た
め
の
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
、
こ
の
孤
独
な
自
己
を
描
く
際
に
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
的
英
雄
で
あ
る
。
英

雄
は
沈
黙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
世
界
と
の
結
び
つ
き
を
絶
ち
、
自
ら
の
外
側
に
つ
い
て
は
何
も
知
ろ
う
と
せ
ず
、

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
英
雄
の
沈
黙
も
ま
た
言
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

「
自
己
の
氷
の
よ

う
な
孤
独
へ
と
は
い
っ
て
い
く
」

「
魂
の
言
語
」

(∞望。。}戸。【目。円∞
2-o)
で
は
な
い
が
、

る
の
で
あ
認
。
こ
の
よ
う
な
世
界
は
、
彼
に
と
っ
て
悲
劇
的
な
英
雄
を
も
含
む
芸
術
作
品
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
英
雄
は
、
他
者
の
中
に

「
語
ら
な
い
者
の
言
語
」
あ
る
い
は

「
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
の
言
語
」
と
い
う
世
界
が
存
在
す

「
恐
怖
と
哀
れ
み
」
を
呼
び
覚
ま
し
、

そ
れ
は
す
ぐ
に
鑑
賞
者
の
内
面
に
お
い
て
鳴
り
響
き
、
彼
ら
も
英
雄
と
同
様
に
問
、
ざ
さ
れ
た
自
己
に

な
る
。
こ
こ
で
両
者
の
間
に
「
無
言
の
伝
達
」
が
生
じ
る
。
無
言
の
伝
達
は
、
魂
か
ら
魂
へ
と
通
じ
る
橋
を
架
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

|
「
魂
の
王
国
は
今
だ
存
在
し
た
」
|
、
そ
れ
は
芸
術
作
品
か
ら
自
己
へ
、
沈
黙
か
ら
沈
黙
へ
と
通
じ
て
い
る
。
「
芸
術
の
魔
法
の
笛
」

は
、
人
間
の
内
面
に
和
音
を
響
か
せ
る
と
い
う
奇
蹟
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

え
て
き
て
、

そ
れ
を
至
る
と
こ
ろ
で
耳
に
は
す
る
が
、

そ
れ
は
限
ら
れ
て
い
る
。

(
必
)

そ
の
響
き
は
た
だ
個
人
の
内
面
の
中
だ
け
で
あ
っ
た
」
。

「
共
通
の
響
き
が
聞
こ

」
の
よ
〉
つ
に
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
語
る
人
間
は
、
大
変
孤
独
で
自
ら
の
有
限
性
か
ら
け
っ
し
て
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
彼
の
人
間
像
の
す
べ
て
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
彼
の
思
想
は
全
体
性
の
呪
縛
か
ら
解
き
放

た
れ
た
人
聞
が
、

い
か
に
し
て
神
と
世
界
と
の
関
係
を
回
復
す
る
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
分
析
は
『
救
済
の
星
』
の
第



二
部
以
降
も
引
き
続
き
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
第
一
部
で
こ
れ
ま
で
の
西
洋
哲
学
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
「
神
」
、
「
世
界
」
、
「
人
間
」

と
い
う
要
素
を
一
度
、
切
り
離
し
、
可
能
な
限
り
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
困
難
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
避
け
て

通
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
『
救
済
の
星
』
を
研
究
す
る
者
は
第
一
部
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
彼
の
議
論
を
素
通

り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
我
々
は
第
一
部
の
冒
頭
に
あ
げ
ら
れ
た

「
哲
学
者
た
ち
に
向
か
っ
て
!
」

と
い
う
言
葉
は
、
彼
以

前
の
古
い
哲
学
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
た
だ
有
限
な
領
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
け
っ
し
て
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、

ヘ
1
ゲ
ル
の
よ
う
に
あ
た
か
も
歴
史
の
外
側
に
立
っ
て
哲
学
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、

偽
の
超
越
へ
と
逃
げ
込
む
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
す
る
者
は
、

ど
こ
か
外
部
に
自
ら
の
場
所
を
探
す
こ
と
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
晩
年

の
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
自
ら
の
成
熟
し
た
哲
学
観
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
。

「
も
し
哲
学
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
哲

学
す
る
者
の
現
実
的
な
立
場
か
ら
出
発
し
て
哲
学
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
私
は
本
当
に
考
え
て
い
る
。
誠
実
に
お
の
れ
の
主
体

(
U
)
 

性
か
ら
出
発
す
る
以
外
に
客
観
的
で
あ
る
可
能
性
は
他
に
は
な
い
」
。
客
観
的
で
あ
る
こ
と
は
、
自
分
を
欺
く
こ
と
で
は
な
い
。
哲
学
す
る

」
と
と
は
、
誠
実
に
己
の
場
所
か
ら
思
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
客
観
性
と
い
う
義
務
は
、
人
が
地
平
の
全
体
を
真
に
注
視
す
る
と
い
う
こ

と
だ
け
を
要
求
す
る
。
人
が
立
っ
て
い
る
の
と
は
違
う
立
場
か
ら
見
る
こ
と
で
も
な
い
し
、
ま
っ
た
く
特
定
の
立
場
か
ら
見
た
り
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
さ
え
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
の
日
は
確
か
に
自
分
の
目
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
正
し
く
見
る
た
め
に
両
眼
を
え
ぐ
り

(
組
問
)

取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
ば
か
げ
て
い
よ
う
」
。

有
限
的
な
も
の
の
地
平
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
哲
学
す
る
人
聞
は
、
超
越
的
な
も
の
へ
も
聞
か
れ
て
い
る
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
は
『
救
済
の
星
』

の
第
二
部
の
課
題
で
あ
る
。

そ
の
冒
頭
に
あ
る

「
神
学
者
た
ち
に
向
か
っ
て
!
」

(
E
F
g
z
m
g一
)
と
い
う
言
葉
が

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
我
々
は
、

一
九
一
四
年
に
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
初
め
て
書
い
た
神
学
に
関
す
る
論
文
を
参
照
す
る
こ
と

で
、
彼
が
神
と
人
間
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
論
文
の
中
に
『
救
済
の
星
』
の
第
一 そ
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部
に
つ
な
が
る
と
思
え
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

362 

5 

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
神
学
批
判

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
一
九
一
四
年
に
「
無
神
論
的
神
学
」
と
い
う
奇
妙
な
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
た
論
文
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
論
文

は
、
ブ

l
パ
1
の
編
集
す
る
雑
誌
『
ユ
ダ
ヤ
教
』
(
〈
。

B
』

E
S
E
B
)
に
掲
載
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
論
文
で
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら

そ
れ
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。

「
無
神
論
的
神
学
」

は

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
ユ
ダ
ヤ
教
に
回
帰
し
た
後
に
、
初
め
て
書
か
れ
た
論
文

で
あ
る
。
彼
は
こ
の
論
文
の
中
で
神
を
人
間
の
投
影
と
し
て
考
え
て
き
た
近
代
の
神
学
を
批
判
す
る
。

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
れ
ば
、

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
啓
蒙
主
義
や
歴
史
研
究
の
発
展
に
よ
っ
て
神
学
は
非
合
理
的

な
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
の
姿
が
理
想
的
な
人
間
像
と
し
て
描
か
れ
、
合
理
的

に
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
も
ま
た
当
時
の
思
想
や
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
教
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
存
在
は
な
い
。
そ
れ
故
、

(
必
)

類
共
同
体
へ
と
解
釈
を
変
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
選
民
思
想
の
世
俗
化
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
神
性
の
確
固
と
し
た
特
徴
は
媛
昧
に

な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
神
学
は

し
か
し
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
場
合
、

「
民
族
の
思
想
が
理
想
的
な
人

「
人
間
的
な
も
の
」
を
「
神
的
な
も
の
の
力
」
(
の
め
巧
善
弘

2
の

cawEg)
の
下
で
見
て
き
た

の
に
対
し
て
、
近
代
の
神
学
は
、
反
対
に
「
神
的
な
も
の
」
を
「
人
間
的
な
も
の
の
自
己
投
影
」

(FFω
壱
『
£
o
w
t
s
ι
2
冨

g
R
E♀
g)

(
日
)

と
み
な
す
。
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
批
判
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
転
倒
し
た
神
学
で
あ
り
、
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
の
混
乱
で

あ
る
。

そ
れ
故
、
彼
に
と
っ
て
神
と
人
聞
が
合
一
す
る
神
秘
主
義
も
批
判
の
対
象
に
な
る
。

メ
ン
デ
ス
l

フ
ロ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
文

は
プ

1
パ
1
批
判
も
意
図
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
ブ

1
パ
l
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
神
秘
主
義
の
思
想
を
展
開
し
て
い
た
。

し
か
し
、

「
こ
の



神
秘
主
義
は
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
原
始
的
な
宗
教
的
感
性
を
賛
美
し
た
け
れ
ど
も
、
超
越
的
な
神
の
啓
示
の
声
を
消
し
て
し
ま
っ
日
)
」

士
山
り
マ
Q

。
ロ
1
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
は
こ
の
論
文
の
中
で
「
歴
史
的
で
あ
り
|
歴
史
を
超
え
た
啓
示
」

(E5ュR
F
E
E
Z
Eき
号
号
。
同
g
g
g
h
w
)

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

こ
の
概
念
を
今
、

」
こ
で
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
歴
史
を
超
え
た
」

と
い
う
言
葉
は
人
間

的
な
も
の
の
下
で
神
的
な
も
の
を
見
る
こ
と
と
は
決
定
的
に
違
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
同
時
に
歴
史
の
外
か
ら
歴
史
の
中
へ
と
介
入

つ
ま
り
、
神
が
人
間
に
律
法
を
授
け
る
た
め
に
シ
ナ
イ
の
山
へ
と
降
り
て
く
る
の
で
あ
り
、
人
間
が
道

徳
法
則
の
自
立
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
て
く
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

一
九
一

O
年
の
手
紙
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。

「
我
々
は
、
神

を
す
べ
て
の
倫
理
的
な
出
来
事

(
Z
F
Z
岳
g

の
g
n
F
O
F
g
)

の
で
は
な
い
」
。

の
う
ち
に
見
る
の
で
あ
っ
て
、

で
き
あ
が
っ
た
全
体
、
歴
史
の
う
ち
に
見
る

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
こ
の
手
紙
の
中
で
は

「
啓
示
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
が
、

一
九
一

O
年
に
書
か
れ

た
こ
の
手
紙
と
一
九
一
四
年
に
書
か
れ
た
論
文
「
無
神
論
的
神
学
」

の
聞
に
ま
っ
た
く
連
続
性
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
先
に
も

言
及
し
た
よ
う
に
一
九
一

O
年
の
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、

一
九
一
四
年

の
彼
は
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
教
へ
と
回
帰
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
両
者
の
時
期
に
お
け
る
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
を
ま
っ
た
く
同
じ
次
元
で
見
る

こ
と
に
対
し
て
我
々
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
す
で
に
一
九

O
九
年
に
お
い
て
ハ
ン
ス
・
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
へ
の
改
宗
に
賛
同
し
、
自
ら
の
宗
教
的
渇
望
を
も
語
っ
て
い
る
。

ロ
l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
へ

l
ゲ
ル
哲
学
に
取
り
組
み
な
が

ら
も
、

そ
こ
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
し
て
い
た
。
歴
史
を
超
え
た
も
の
を
肯
定
し
、

の
中
に
見
ょ
う
と

「
神
を
す
べ
て
の
倫
理
的
な
出
来
事
」

す
る
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
主
張
は
、
歴
史
の
中
で
罪
に
汚
さ
れ
た
人
間
の
行
為
に
突
然
、
介
入
し
て
く
る
啓
示
の
出
来
事
と
し
て
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
思
想
は
、
神
的
な
も
の
を
人
間
的
な
も
の
の
投
影
と
し
て
考
え
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批
判
を

受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、

マ
イ
ケ
ル
・
マ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
論
じ
て
い
る
の
は
、

ア
オ
イ
エ
ル

の
で
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バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
が

「
人
間
の
自
律
性
に
対
す
る
カ
ン
ト
的
要
求
を
急
進
化
」

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
『
救
済
の
星
』
に
お

い
て
と
同
様
に
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
真
実
の
意
味
で
啓
示
を
無
視
し
て
い
る
が
故
に
、
自
我
の
表
象
だ
け
を
問
題
に
す
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
が
混
在

364 

「
観
念
論
は
歴
史
的
そ
し
て
神
学
的
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
」

し
て
い
る
神
秘
主
義
も
厳
し
く
退
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ

り
、
両
者
は
啓
示
と
い
う
結
節
点
で
の
み
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
『
救
済
の
星
』
の
第
一
部
で

展
開
さ
れ
た
思
想
も
、
基
本
的
に
は

「
無
神
論
的
神
学
」

の
中
で
語
ら
れ
た
思
想
と
近
い
位
置
に
あ
る
。

一
つ
の
本
質
へ
と
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
還
元
す
る
観
念
論
的
な
全
体
性
の
哲
学
か
ら
「
神
」
、
「
世
界
」
、
「
人
間
」
と
い
う
諸
要
素
を
解
放
し
、
区
別
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
『
救
済

の
星
』

の
第
一
部
の
主
要
テ
1
マ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

そ
の
独
立
し
た
諸
要
素
を
お
互
い
関
係
づ
け
る
の
は
、
第
二
部
の
テ
!
マ
で
あ

「
啓
示
」
に
つ
い
て
も
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
認
。
こ
う
し
て
我
々
は
、

り
、
そ
こ
で
は

「
無
神
論
的
神
学
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た

九
一
四
年
の
論
文
の
中
で
す
で
に
『
救
済
の
星
』
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

一
九

O
九
年
の
宗
教
的

渇
望
が
ユ
ダ
ヤ
教
に
回
帰
し
た
後
の
こ
の
論
文
の
中
で
は
宗
教
的
確
信
へ
と
変
化
し
た
こ
と
も
容
易
に
推
測
で
き
る
。

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ

ク
は
四
月
に
「
無
神
論
的
神
学
」
を
書
い
た
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
ヘ
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
こ
と
な
の
で
こ
れ
以
上
は

く
り
返
さ
な
い
が
、
彼
は
戦
場
の
中
で
同
胞
た
ち
の
死
に
直
面
し
、

へ
l
ゲ
ル
哲
学
に
別
れ
を
告
げ
る
。
彼
の
宗
教
的
確
信
は
、
皮
肉
に
も

戦
争
に
よ
っ
て
人
間
の
実
存
と
い
う
深
み
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

6 

お
わ
り
に

さ
て
、
我
々
は
一
九
一

O
年
の
手
紙
か
ら
考
察
を
始
め
な
が
ら
、

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
思
考
の
歩
み
を
た
ど
っ
て
き
た
。

レ
ヴ
ィ
ナ



ス
が
言
う
よ
う
に
「
全
体
性
の
観
念
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
」
が
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
思
想
を
形
成
す
る
中
心
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

一
九
一

O
年
の

そ
れ
は
『
救
済
の
星
』
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
思
想
の
至
る
と
こ
ろ
で
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

手
紙
か
ら
し
て
、
す
で
に
そ
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
戦
争
を
経
験
し
た
た
め
に
、
自
ら
の
へ

l
ゲ
ル

論
に
新
た
な
序
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
戦
場
の
中
で
書
か
れ
た
『
救
済
の
星
』
は
死
の
描
写
か
ら
始
め
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
戦
争
と
い
う
国
家
的
暴
力
こ
そ
全
体
化
の
極
限
形
態
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
中
で
は
人
間
の
死
は
何
の
意
味

を
持
た
ず
、
自
ら
の
実
存
は
全
体
性
と
し
て
の
戦
争
の
中
へ
と
、
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
批
判
は
観
念

論
的
な
哲
学
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
神
学
に
も
む
け
ら
れ
て
い
た
。
神
的
な
も
の
を
人
間
的
な
も
の
に
従
属
さ
せ
る
合
理
的
な
神
学
や
両
者

を
合
一
す
る
神
秘
主
義
は
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
神
の
啓
示
の
声
を
無
視
し
た

「
無
神
論
的
神
学
」

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
ま

た
、
我
々
は

「
全
体
性
の
観
念
」
に
対
す
る
彼
の
批
判
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
彼
に
と
っ
て
神
的
な
も
の
と
人
間
的

な
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
中
で
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
全
体
性
批
判
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
哲
学
的
な
モ
チ
ー
フ
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
し
か

し

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
思
想
の
展
開
を
さ
ら
に
解
明
す
る
た
め
に
は
『
救
済
の
星
』

の
よ
り
詳
細
な
読
解
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、

同
時
に
彼
の
手
紙
や
「
自
由
ユ
ダ
ヤ
学
院
」

で
行
わ
れ
た
彼
の
講
義
も
視
野
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
今
後
の
課
題
と

し
て
浮
上
す
る
の
は
、

モ
l
ゼ
ス
が
言
う
よ
う
に
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
が
へ

l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、
彼
が
回
帰
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
と
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
形
成
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
が
ど
の

よ
う
に
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
観
念
論
的
な
哲
学
、
特
に
ヘ

1
ゲ
ル
へ
の
批
判
は
ユ
ダ
ヤ
人
ロ

l
ゼ

ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
と
決
別
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
断
言
す
る
に
は
ま
だ
早
す
ぎ
る
だ
ろ

〉
つ
。
こ
の
占
小
に
つ
い
て
、

シ
ョ

l
レ
ム
が
自
ら
の
伝
記
の
中
で
述
べ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
我
々
に
と
っ
て
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

シ
ョ

l
レ
ム
に
よ
れ
ば
、

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
は
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
文
化
を
内
部
か
ら
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
、
彼
は
フ
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ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
「
自
由
ユ
ダ
ヤ
学
院
」
を
創
設
し
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
成
人
教
育
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、

シ
ョ
ー

レ
ム
は

「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
文
化
と
し
て
知
ら
れ
る
折
衷
に
も
う
希
望
を
託
す
こ
と
な
ど
な
く
、

の
で
あ
る
。
す
で
に
一
九
二
三
年
に
エ
ル
サ
レ
ム
ヘ
移
住
し
て
い
た
シ
ョ

1
レ
ム
は
、

ユ
ダ
ヤ
文
化
の
更
新
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
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で
の
再
生
に
し
か
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
」

そ
の
後

の
ヒ
ト
ラ
ー
の
台
頭
に
よ
っ
て
自
ら
の
判
断
の
正
し
さ
を
確
信
し
た
で
あ
ろ
う
。

一
九
二
九
年
に
こ
の
世
を
去
っ
た
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク

を
あ
ま
り
に
楽
観
的
す
ぎ
た
と
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
は
へ

1
ゲ
ル
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
彼
の
歴
史
哲
学
を
真
に

受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
(
教
)
世
界
が
キ
リ
ス
ト
教
と
関
わ
り
を
絶
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
の
不
可
能
性
を
察
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
多
く
の
戦
渦
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
国
際
政
治
の
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
我
々
は
ユ
ダ

ヤ
人
を
世
界
史
か
ら
排
除
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、

(
印
)

な
い
。
こ
の
意
味
で
、
我
々
は
最
初
に
カ
ス
パ

1
が
述
べ
た
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
研
究
の
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
|
|
「
ド
イ
ツ
観
念
論
」

つ
ま
り
「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ユ
ダ
ヤ
思
想
を
思
想
史
の
脇
役
と
し
て
扱
う
こ
と
に
も
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

と

「
歴
史
主
義
」

|
l
に
、
三
つ
目
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、

九

二
六
年
に
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は

N
Sミ
良
さ
さ
向
。
ミ
一
一
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
集
を
出
版
し
た
。

こ
の
タ
イ
ト
ル
を
固
有
名
詞
と
し
て
受

け
取
れ
ば
、

「
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
」
を
意
味
す
る
が
、

し
か
し
ロ
!
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
意
図
は
こ
れ
を
「
二
つ
の
川
が
流
れ
る
国
」

と
解
す

る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

「
二
つ
の
川
」

と
は
、

お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ

ア
イ
ク
の
哲
学
的
な
モ
チ
ー
フ
と
は
別
に
、
彼
の
思
想
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
も
ま

た
、
我
々
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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m
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(3)
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
お
い
て
ま
っ
た
く
研
究
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
代
人
の
ハ
イ
デ
ガ

1
や
べ
ン
ヤ
ミ
ン
に
比
べ
れ

ば
、
驚
く
ほ
ど
研
究
の
差
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
次
の
三
つ
の
論
文
は
こ
れ
か
ら
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
を
研
究
す

る
者
は
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
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稲
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秀
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時
間
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学
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会
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岡
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学
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学
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九
八
八
年
)
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村
岡
晋
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歴
史
か
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宗
教
へ
|
|
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ゼ
ン
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ヴ
ア

イ
ク
の
場
合
」
(
『
現
代
思
想
』
、
青
土
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、
一
九
九
五
年
五
月
)
、
合
田
正
人
「
星
々
の
友
情
l
|
ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
|
|
」

(
『
ナ
マ

1
ル
』
第
七
号
、
日
本
・
ユ
ダ
ヤ
文
化
研
究
会
、
二

O
O二
年
)

(4)
カ
ッ
シ

l
ラ
1

『
英
国
の
プ
ラ
ト
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
(
花
田
圭
介
監
修
/
三
井
礼
子
訳
、
工
作
舎
、
一
九
九
三
年
)
、
一
八
八
頁
。

(5)
回
q
ロ
FmwEnmw毎
号
¥
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ω
手
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司
同
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ロ
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出
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口
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己
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由
0
・

(6)

フ
ッ
サ
1
ル
に
よ
れ
ば
、
極
端
な
歴
史
主
義
者
は
「
学
的
見
解
の
動
揺
、
す
な
わ
ち
、
き
ょ
う
は
証
明
さ
れ
た
理
論
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る

も
の
を
、
あ
す
は
無
価
値
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
」
と
語
る
者
で
あ
り
、
「
歴
史
主
義
は
、
も
し
そ
れ
が
徹
底
し
て
遂
行
さ
れ
れ
ば
極
端
な
懐
疑

的
主
観
主
義
に
移
行
す
る
」
の
で
あ
る
。
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ

l
ル
「
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」
(
小
池
稔
訳
、
『
世
界
の
名
著
日
』
、
中
央



公
論
社
、
一
九
七

O
年
)
、
一
五

0
1
一
五
一
頁
。

(7)

エ
マ
ニ
ユ
エ
ル
・
レ
ヴ
イ
ナ
ス
『
全
体
性
と
無
限
|
|
外
部
性
に
つ
い
て
の
試
論
|
|
』
(
合
田
正
人
訳
、
国
文
社
、
一
九
八
九
年
)
、
二
五
頁
。

(8)

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
問
題
を
戦
争
と
の
関
連
で
も
指
摘
し
て
い
る
。
「
戦
争
に
お
い
て
顕
示
さ
れ
る
存
在
の
様
相
を
定
め
る
の
が
全
体
性
の
概
念

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
全
体
性
の
概
念
が
西
欧
哲
学
を
牛
耳
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
欧
哲
学
に
お
い
て
は
、
個
体
は
力
の
担
い
手
に
還
元

さ
れ
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
こ
の
力
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
。
諸
個
体
は
そ
の
意
味
を
全
体
性
か
ら
借
り
受
け
る
(
こ
の
意
味
は
全
体
性

の
外
で
は
不
可
視
の
も
の
で
あ
る
)
」
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
前
掲
訳
書
、
一
五
頁
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ま
た
、
ロ

1
ゼ
ン
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ヴ
ア
イ
ク
や
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ヴ
イ
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の
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「
同
一
性
の
超
越
」
や
「
存
在
論
的
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元
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(
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S
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官
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CE--ω
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課
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想
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流
れ
の
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お
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と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

(9)

ロ
1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
次
の
著
作
に
依
拠
し
て
い
る
。

~
勺
ミ
ミ
同
ashSAm--
司
令

h
$
h
S
-弘
同
出

s
h
p円・日)お
ω
g青
島
げ
可

ZmHFEHHZ・。
FRmwp
ロ
04『向。
5
4司。
E
V可
宮
巳
早
向
。
ロ
円
四
命
中
目
。
宵

(hmwBσ
ユ門
-mo-

-
D
円山一国内問。

-
S
F
一S

m
w
m
w
)

(
叩
)
の
ωHaYHHNEHHω(
一
九
一

O
年
九
月
二
六
日
、
ハ
ン
ス
・
ェ
!
レ
ン
ベ
ル
ク
へ
の
手
紙
)

(日
)HVmE一
宮
O
D
門田
g
a目。
FF4d-mENHN。
ωめロ
N巧
巴
m
d弓ユ件。
ω
F
o
g
s
M
1
a〉
忌
巳
ω誌
の

H
，

F
g
z
m可J
二
回
対
之
内
向
。
選
、
。
ミ
ミ
言
、

sh句』ザ司司、凡なお
hhN3h

s
s
h
pミ
誌
の
ミ
さ
hS
〔
リ
ミ
雪
之
、
島
・
∞
自
己
q
F・の出
B
g
m
H
E
Y岳
N
e
g
(
z
o
d司
司
君
。
RM1MLmw
巴
包
括
耳
石
司
5
2・同也市当)い
Nω
・

(ロ
)
5
5・

(
日
)
の
ω円

E
Y
E
(
一
九

O
九
年
一
一
月
二
日
、
両
親
へ
の
手
紙
)

(U)
目
立
品
・
(
一
九

O
九
年
一
一
月
六
日
、
両
親
へ
の
手
紙
)

(日

)
H
F
E・

(
日
)
ス
テ
フ
ア
ヌ
・
モ

l
ゼ
ス
『
歴
史
の
天
使
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
シ
ョ

1
レ
ム
』
(
合
田
正
人
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二

O

O
三
年
)
、
六

O
頁。

フランツ・ローゼ、ンツヴァイクの観念論批判369 



(
口
)

ど
~
~
τ
ミ

『斑
Q
事罰金ドjJ

(
髄
建
立
捻

F
嶋
聞
を
同
議
揺
，

IF車
l駄

な
明
1栴
お
j
J
'

モト唱く
<4程

~
'

1
 ~K
~
社
)
'

1
K
兵岡(。

(~) 
ロ
~
'
~
入
守
\
~
ト
ャ
~
Q
n
時
幡
宮
問
機
~
r
ユ
ド
~
'
出

σ~
~
4
♀
b
ど
穏
な

i国r，g
Q
~
~

告示
Q;程

科
会

J$，~m~
キ

J，.1..{，O
N
a
h
u
m
 N. Glatzer

，
 

"Franz Rosenzweig: T
h
e
 Story of a

 Conversion
，" 
in Essays in Jewish Thought (Alabama: University of Ala

b
a
m
a，

 
1978) 

(~) 
GSIII (Vo

何
ortzu

“Hegel
u
n
d
 der Staat")

，
 

51. 

(~) 
Ibid. 

(Sj) 
Stephane M

o
s
e
s
，
 System a

n
d
 Revelation: 

The Philosophy 01 Franz Rosenzweig
，
 foreword b

y
 E
m
m
a
n
u
e
l
 L
evinas

，
 translated b

y
 

Catherine Tihanyi (Detroit: 
W
a
y
n
e
 State University Press

，
 1992)

，33. 

(~) 
G
S
I
I
，3. 

(
お
)

Ibid.
，

 14. 

(
お
)

G
S
 III 

(Das N
 eue Denken: Einige nachtragliche B

e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
m
“Stern der Erlosung")

，
 

143. 

(
お
)

Bernhard Casper，
 

D
αs Dialogische Denken: Franz Rosenzweig，

 Ferdinand Ebner u
n
d
 Martin Buber (Freiburg/Munchen: Verlag 

K
arl 

Alber
，
 

2002
，
 

2. 
A
ufl)， 

80. 

(
お
)

G
S
I
I
，3. 

(
お
)

Ibid.
，

 
4. 

(~) 
Ibid. 

(Ri) 
ロ
~
'
~
入
ト
b
ト
ヘ
ャ
ホ
Q
+
t
z
斑
程
~
r
ユ
ド
主
将
@
榊
赴
会

J~私
盟

iキ
j吋
。
吋
~
~
~
く
.
~
ト
ム
令
入
『
吋
~
ト
事
担
金
ト
副
制

E宮
乞
ゐ

w
î
\
!
ト
入

ト
・
ロ
~
'
~
入
ト
b
ト
ヤ
~
~
~
判
的
j
J

(
司
自
国
同
〈
揺
毛
ド
恥
制
1
l
I
1~'

1
1
0
0
0
叶
)
'

111~コ
111-111~

g:r回(0
Stephane M

o
s
e
s
，
 System 

a
n
d
 Revelatio

肌
55-62.

(~) 
G
S
I
I
，
 25.

リ
ト
J
~
~
ユ
。
￡
ド
ユ
~
I
誕
1
?
<
:
g
;
:
~
叫
制
〈
起
」
斗

Iil1K~記...\.l~二小
l1mlf眠

~
'
ロ
ー
奇

1入
ト
b

トヤ~...\.l，>，吋
b
入
、
Q

lllÆ~

~
1

JE，t
~
~
ド
ユ
~
。
組
事
i
l
1
K
'
揺
さ
25忠

臣
ふ
パ
=
ヘ
入
、

F
よ
J
D
兵
士
~
Q
I
F
車

l昧
宮
乞
j
J

(
W
e
Uα
lter) 

-R
w-!<

初
指
輪
馴
会

j野
(
士
ド
ユ
~
O

トJ
Q

~
m
週
土
」
や
ユ
ド
~
j
宴
会
]
書
当
官
ド
程
υ
お
士
￡
湿
布
w
~

ユ
。
初
J
荊
~
心

F
告示

Q
t栴
母
会

J~私
堕

iキ
J
，.1..{，

0
 
S
t
e
p
h
a
n
e
 M
o
s
e
s
，
 System α

n
d
 

Revelation
，
 

42-45; Bernhard Casper
，
 

D
a
s
 Dialogische D

e
n
k
e
n
，
 155-167. 

例
記

r
当
甘
宮
e
刊
、
ト

-<mê
要
ê~時

ど
Q

，>，l-\
~
入
、
Q
面
白
脚
立
や
ユ
ド
~
'

Steven M
.
 W
a
s
s
e
r
s
t
r
o
m
，
 Religion after Religion: 

Gershom 

ohm 



'pp。町内選、』白書
S
巴
芯
号
、

S
民ー同
S
ミ
町
。
s
s
ミ
同
遣
さ
的
(
司
ユ
ロ
2
Z
R
M】江口
2
件
。
ロ
ロ
ロ
円
認
可
ω戸時対間半。
ω
ω
L
S
S
W
H
H
N
E
H訟
を
参
照
せ
よ
。

(
出
)
の
∞
戸
N

∞・

(認

)
F
E
-
-
。∞・

(
お
)
の
∞

HEN-g∞
(
一
九
一
八
年
九
月
八
日
、
ハ
ン
ス
・
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
へ
の
手
紙
)

(
鈍
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
霊
魂
論
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
:
:
:
或
る
人
々
は
〔
宇
宙
〕
全
体
の
う
ち
に
霊
魂
が
混
合
さ
れ
て
い
る

と
主
張
す
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
お
そ
ら
く
ま
た
タ
レ
ス
も
万
物
は
神
々
に
充
ち
て
い
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
」
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

「
霊
魂
論
」
(
山
本
光
雄
訳
、
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
6
』
、
岩
波
書
底
、
一
九
六
八
年
)
、
三
四
頁
。

(
お
)
の
∞
-
F
H
吋・

(部

)
H
E
p
w
g
'
g・

(

幻

)

目

E
P
L
H・

(お

)
H
E
P・
E
・

(鈎

)
F
E
-
-
吋∞・

(
州
制

)
F
E
-
-
J
?
F

(MU)FE--uy吋・

(
必
)
こ
の
意
味
で
は
ハ
イ
デ
ガ

l
の
「
非
本
来
性
」
の
概
念
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
と
ハ
イ
デ
ガ

l
の
比
較
と
し
て
注
1

に
あ
げ
た
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
論
文
の
他
に
、
次
の
著
作
を
参
照
せ
よ
。
自
の
Fmw吋門日

ι
p
n。
F
o
p
巴
s
aミ
ミ
~
$
内
町
内
命
芝
ミ
忌
ぬ
の
き
礼
宮

旬。
h
S
N
S
A
m
h
g
h
N
h
s
s
h
g
(
(リE
g
m
o
¥円
。
足
。
口
一
任
。
ロ
巳
認
可
ω-q
ぇ
nEnmw向
。
司
Bω
タ
呂
志
)
・
特
に
、
ち

1
8
(メ
ロ
吾
g
位
。
∞
色
白
色
閉
山
富
。
弓
一

g
k
z
B
ω
号
。
吉
田
包
門
目
。
mm-01)
・
ま
た
、
よ
り
包
括
的
な
研
究
と
し
て
は
、
司
2
2
巴
目
。
。
三
。
P
同
S
S
N
S内
命
令
3
h
hミ
号
h
h
R
句
ミ
ミ
S

E
包むなさ

hS札
口
町
、
さ
hghvp凡
向
。
き
も
と
(
回
q
g
-
4
¥円。
ω〉口問。
-g¥円
。
ロ
品
。
口
一
口
口
町
。
「
包
守
色
(
リ
包
問
。
B
E
同)志
ωPNCCω)
を
参
照
せ
よ
。

(
必
)
の
∞
戸
∞

h
F

・

(斜

)
F
E
-
-
∞吋・

(必
)HFE-w
∞∞・

(
日
刊

)
F
E
-
-
∞む・

フランツ・ローゼンツヴァイクの観念論批判371 



(
幻
)
の
∞
同

BNWHH忠
(
一
九
一
一
七
年
六
月
二
七
日
、
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
1
ル
へ
の
手
紙
)

(必

)
F
E・

(
却
)
の
∞
呂
(
旨
『
巳

ω民
ωnFod出。-。柱。
)wS0・

(
印
)
目
立
己
・

(
日
)
円
豆
島
-
w

。沼山・

(臼

)
E己
宮

g
品。

ω'目。
FFE甲
山
口
NHN。
ω
8
2
0日間巧ユ件。
2
F
o
g
g可
長
Fo-ω
民の同，
F
g吉
岡
司

¥dNN・

(
臼
)
の
∞
口
円
(
k
r
p
巳
ω巴
ω
の
『
。
↓
日
出
。
-
。
位
。

)
w

∞∞∞・

(
日
)
目
立
与
-
w

由
也

ω・

(
日
)
の
∞

HErHHN(
一
九
一

O
年
九
月
二
六
日
、
ハ
ン
ス
・
エ

1
レ
ン
ベ
ル
ク
へ
の
手
紙
)

(
白
川
)
宮
山
岳
山
巳

5
F
4
5ロ
N
F
2
D
N
E
m
.
2ロ
Z
E
E
g
g
-
z
i
g
ω
ぱ(リユ
t
S
5
丘

E
S
S
E
g
-
-
s
d
3
2号
任
命

o
z
m
F
w
w
g
h
s
s
ミ

同
色
合
守
ミ
∞
ω

(』
mw
ロロ
RM刊

N
C
C
ω
)
…
8
・

(
幻
)
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
!
と
の
比
較
に
お
い
て
、
両
者
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
対
す
る
態
度
の
違
い
な
ど
を
あ
げ
、
「
と
も
か
く
そ

れ
は
啓
示
に
か
ん
す
る
彼
ら
の
違
い
と
無
関
係
で
は
な
い
」
と
言
い
、
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
啓
示
概
念
に
注
目
し
て
い
る
。

円
。
。
∞
可
g
g
w
旬、一言。
NG山
向
。
司
、
注
意
向
ミ
.
同
色
合
守
3
・
片
岡
・
自
己
防
青
色
ず
可
一
円
冨
・
巴
ロ
己
包
吋
(
Z
m
w
d司

4
2
r…
∞
岳
。
。
r
g
目。。

}
a
L
g印
)L0・
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
宗

教
批
判
(
英
語
版
へ
の
序
文
)
」
(
高
木
久
夫
訳
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
l
ナ
』
第
一
号
、
一
九
九
九
年
)
、
八
三
頁
。

(
回
)
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ

i
レ
ム
『
ベ
ル
リ
ン
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
ヘ
』
(
岡
部
仁
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
)
、
一
五
四
ー
一
五
五
頁
。

(
印
)
こ
の
問
題
は
、
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
国
家
観
や
歴
史
観
そ
し
て
シ
オ
ニ
ズ
ム
理
解
と
の
関
連
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ロ

1
ゼ

ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
自
身
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
メ
タ
歴
史
的
な
存
在
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
世
界
史
の
真
只
中
に
い
る
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の

状
況
が
、
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
日
か
ら
見
れ
ば
ど
の
よ
う
に
映
る
か
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
テ
1
マ
で
あ
る
。
ま
た
、
グ
ッ
ト
マ
ン
の

次
の
文
章
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
大
変
示
唆
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
永
遠
な
る
民
で
あ
る
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
教
の
本
質
は
、
国
家
な
ら

び
に
歴
史
か
ら
分
離
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
の
見
地
は
、
国
家
に
関
す
る
彼
の
根
本
的
な
態
度
に
由
来
す
る

0

・

国
家
は
、
主
権
と
力
の
独
占
を
通
じ
て
法
律
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
戦
争
と
革
命
だ
け
が
、
国
家
の
承
認
す
る
事
柄
で
あ
る
。
生
の
流
れ
と

つ
ね
に
交
戦
状
態
に
あ
る
国
家
の
こ
れ
ら
の
法
令
は
、
永
遠
の
民
の
真
の
永
遠
と
対
立
し
て
い
る
」
。
グ
ッ
ト
マ
ン
、
『
ユ
ダ
ヤ
哲
学
聖
書
時
代

372 



か
ら
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ

1
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
至
る
』
、
三
九
五
|
三
九
六
頁
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
次
の

論
文
に
お
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

p
.
2
Z
4・
4
0呈
ω『

E
E。
E
ロ
ω
5・3

宮
町
主
。
ミ
ミ
阜
、
ぬ
さ
な
P
N
U
P
九
言
。
忘
示
。
仏
・
ロ
自
主
国
・
司
自
}
内

問
ロ
門
目
。

-zqFめ
巴
同
岡
山
口
(
円
。
ロ
門
目
。
ロ
¥
Z
0
4『
J

問
。
『
}
内
一
一
問
。
ロ
己
め
門
官
ク

smv吋
)

w

吋
G
H
E寸
寸
印
・

フランツ・ローゼンツヴァイクの観念論批判373 




