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《
研
究
ノ
ー
ト
》

フ
ラ
ソ
ス
啓
蒙
思
想
に
お
け
る

「
宗
教
問
題
」
研
究
の
意
義
に
つ
い
て

　
　
　
　
ー
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
を
め
ぐ
っ
て
－

一
　
は
じ
め
に

、j1

澤
　
　
亘

　
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
は
、
王
権
神
授
説
、
あ
る
い
は
、
聖
書
に
論
拠
を

お
く
家
父
長
制
的
国
家
論
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
、
い
わ
ぱ
、
「
宗
教
」

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
政
治
体
制
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

ナ
ン
ト
令
の
廃
止
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会
の
単
独
支
配
が
断
行
さ
れ

た
結
果
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
と
の
間
の
政
治
権

カ
を
め
ぐ
る
大
規
模
な
内
乱
の
恐
れ
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
十
八
世
紀

に
入
っ
て
も
、
依
然
、
宗
教
紛
争
の
火
種
は
絶
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
近
代
的
な
社
会
の
実
現
を
模
索
し
て
い
た
フ
ラ
ン

ス
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
、
「
市
民
社
会
の
形
成
」
と
「
宗
教
」
と
の
関

係
を
い
か
に
考
え
る
ぺ
き
か
と
い
う
「
宗
教
問
題
」
に
、
厳
し
く
直
面
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
彼
ら
の
抱
え
た
宗
教
論
上
の
課
題
の
本
質
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の

「
宗
教
間
題
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
の
課
題
は
、
政
治
問
題
に
干
渉
し
、
世
俗
権
力
と
た
え
ず
抗
争
を

惹
き
起
こ
す
教
会
権
力
を
抑
制
す
る
と
同
時
に
、
「
教
会
の
ほ
か
に
救
い

な
し
」
と
い
う
宗
教
的
不
寛
容
諭
を
打
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス

ト
教
会
を
市
民
的
秩
序
の
う
ち
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
第
二
の
課
題
は
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
抑
圧
的
性
格
を
打
ち
砕
き
、

新
し
い
市
民
的
秩
序
を
担
う
人
間
を
創
出
す
る
た
め
に
、
新
た
な
信
条
体

系
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
「
宗
教
間
魑
」
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ

ヅ
パ
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
が
、
一
様
に
担
っ
た
共
通
課
題
で
も
あ
り
、
す

で
に
、
様
々
な
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
ロ
ヅ
ク
は
、
自

由
主
義
を
追
求
す
る
立
場
か
ら
、
「
政
治
」
と
「
宗
教
」
と
を
明
確
に
分

離
す
る
原
則
を
打
ち
立
て
、
近
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
寛
容
に
関
す
る

基
礎
理
論
を
提
出
す
る
と
同
時
に
、
聖
書
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を

市
民
社
会
を
支
え
る
糟
神
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の

啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
先
進
的
な
ロ
ヅ
ク
理
論
を
受
容
し
つ

つ
も
、
そ
の
う
ち
に
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
問
魍
点
を
見
い
出
し
た
。

　
そ
の
一
つ
は
、
市
民
社
会
観
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
、

新
し
い
市
民
祉
会
に
お
い
て
、
「
自
由
」
を
重
視
す
る
（
自
由
主
義
）
か
、

「
自
由
」
と
と
も
に
「
平
等
」
を
重
視
す
る
（
平
等
主
義
）
か
と
い
う
問

題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
と
く
に
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
強
く
提
起
さ

れ
た
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
深
刻
さ
を
増
し
て
い
た
下
層
民
の
貧

困
を
憂
慮
し
、
ロ
ヅ
ク
の
自
由
主
義
理
諭
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
社
会
的
不

平
等
の
問
麺
を
楽
観
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
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ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
初
め
と
す
る
他
の
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
恩
想
家
た
ち

は
、
ロ
ヅ
ク
の
自
由
主
義
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ
を
継
承
し
て
い
こ
う
と

し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
宗
教
論
も
対
照

的
な
相
異
を
生
じ
て
い
く
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
市
民
社
会
を
支
え
る
新
た
な
信
条
体
系
を
い
か

に
形
成
す
る
か
と
い
う
第
二
の
宗
教
論
上
の
課
題
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ

る
。
ロ
ッ
ク
は
、
感
覚
と
自
然
理
性
に
基
づ
く
経
験
的
な
認
識
原
理
に
よ

っ
て
、
人
間
が
も
ち
う
る
内
面
的
道
徳
を
模
索
し
つ
つ
も
、
結
局
、
啓
示

宗
教
に
基
づ
い
て
内
面
的
適
徳
の
原
理
を
確
立
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
道

徳
が
服
従
調
達
の
手
段
工
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
絶
対
主
義
体
制
の
下
で
、

そ
の
抑
圧
と
闘
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
、
こ
の
点
を
問

題
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
、
ロ
ヅ

ク
が
基
盤
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
「
奇
蹟
」
「
原
罪
」
「
復
活
」
と
い
う
諸

概
念
は
、
自
然
理
性
と
背
反
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、

内
面
的
適
徳
の
基
礎
原
理
と
さ
れ
た
福
音
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
教
え
は
、

市
民
的
秩
序
と
矛
眉
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
問
題

提
起
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
寛
容
を
、
激

し
い
宗
教
弾
圧
の
続
く
な
か
で
、
い
か
に
実
現
し
て
い
く
か
、
そ
し
て
、

自
然
理
性
に
基
づ
く
新
た
な
信
条
休
系
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
て
い
く
か

と
い
う
「
宗
教
間
題
」
に
つ
い
て
、
自
由
主
義
と
平
等
主
義
と
い
う
二
つ

の
立
場
か
ら
議
論
が
闘
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
代
表
的
恩
想
家
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
を
取
り
上
げ
、
二
人
が
、
上
記
の
宗
教
論
上
の
二
つ
の

課
題
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
か
な
る
解
答
を
与
え
た
か
、
ロ
ソ
ク
理

論
と
対
比
さ
せ
つ
つ
比
較
・
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
「
宗
教
問
題
」
の
政
治
学
的
位
置
づ
け
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

＝
　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
の
宗
教
論

　
　
〕

　
　
A
　
　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
宗
教
論

　
　
〔

　
ま
ず
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
第
一
の
宗
教
論
上
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、

教
会
権
力
の
抑
制
と
宗
教
的
寛
容
の
問
題
に
対
し
て
、
い
か
な
る
解
答
を

与
え
た
か
、
彼
の
『
寛
容
論
』
（
一
七
六
三
年
）
を
見
て
い
こ
う
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
寛
容
論
を
支
え
る
基
本
的
信
念
は
、
形
而
上
学
的
・

神
学
的
問
題
に
お
け
る
真
理
は
、
人
間
の
力
で
は
、
正
し
く
論
議
し
え
な

い
、
ま
た
、
強
制
さ
れ
た
信
仰
は
、
も
は
や
、
信
仰
で
は
な
い
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
恩
想
・
出
版
の
自
由
お
よ
ぴ
信
仰

の
自
由
は
、
人
間
社
会
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

さ
ら
に
、
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
、
寛
容
が
進
ん
だ
社
会
の

現
状
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
寛
容
が
、
必
ず
し
も
、
社
会
的
混
乱
を
も

た
ら
さ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
一
方
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
・
ユ
ダ
ヤ
の

歴
史
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
聖
書
・
自
然
法
の
分
析
か
ら
、
寛

容
原
則
の
普
遍
性
を
証
明
す
る
。
そ
し
て
、
不
寛
容
が
認
め
ら
れ
る
唯
一

の
場
合
は
、
そ
の
宗
教
が
「
社
会
の
平
和
」
を
乱
し
、
「
王
国
の
法
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

違
反
す
る
場
合
に
眼
ら
れ
る
と
す
る
。

　
し
か
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
ロ
ッ
ク
理
論
を
高
く
評
個
し
つ
つ
も
、

そ
の
理
論
的
核
心
で
あ
る
政
治
権
カ
制
限
論
や
自
由
主
義
的
な
教
会
組
織
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論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
言
及
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
は
、
実
際
の
寛
容
政
策
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
妥
協
的
な
提
案
し

か
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ニ
ハ
八
五
年
以
来
、
国
内
で
禁
止
さ
れ
て
い

た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
を
寛
容
せ
よ
と
い
い
つ
つ
も
、
そ
の
法
的
地
位
は
、
回

ン
ド
ン
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
程
度
で
よ
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
カ

ル
ヴ
ァ
ン
教
徒
に
は
、
縞
婚
の
権
利
・
相
続
権
・
身
体
の
自
由
な
ど
の
自

然
法
的
嚢
は
認
め
ら
れ
る
が
、
公
職
に
つ
く
鋪
や
公
認
の
礼
拝
堂
を

も
つ
権
利
は
認
め
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
寛
容
諭
は
、
基
本
的
信
念
に
お
い
て
は
、
ロ
ヅ
ク
を

継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
問
魍
性
と
限
界
性
を
は
ら
む

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
お
け
る
寛
容
論
の
不
徽
底

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
的
弾
圧
の
厳
し
さ
を
反
映
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
つ
ぎ
に
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
第
二
の
宗
教
論
上
の
課
魑
、
す
な

わ
ち
、
新
た
な
信
条
形
成
の
間
魍
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
解
答
を
与
え
て

い
た
か
見
て
い
こ
う
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
『
形
而
上
学
論
』
（
一
七
三
四
年
頃
執
筆
、
存
命
中

は
公
表
せ
ず
）
を
初
め
と
す
る
彼
の
諸
著
作
の
な
か
で
、
理
神
諭
を
展
開

し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
人
間
は
自
然
理
性
に
よ
っ
て
神
を
把
握
で
き

る
と
し
、
神
は
、
世
界
に
不
変
的
秩
序
を
あ
た
え
た
創
造
者
で
あ
る
と
同

時
に
、
正
義
の
担
い
手
で
あ
り
、
人
間
の
幸
福
に
つ
い
て
配
慮
す
る
善
良

な
至
高
存
在
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
神
に
よ
っ

て
、
人
間
は
自
然
理
性
を
媒
介
と
し
て
、
「
自
分
に
し
て
欲
し
く
な
い
こ

と
は
、
自
分
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
自
然
法
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
基
づ
き
、
内
面
的
道
徳
お
よ
ぴ
外
面
的
道
徳
（
法
体
系
）
が
形
成

で
き
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
神
慮
に
基
づ
く
調
和

的
世
界
の
存
在
（
神
の
摂
理
）
へ
の
信
仰
と
寛
容
・
人
聞
愛
と
を
内
容
と

す
る
理
神
諭
的
宗
教
を
、
市
民
社
会
を
支
え
る
信
条
と
し
て
最
も
望
ま
し

い
と
す
る
。

　
こ
の
よ
、
つ
な
立
場
か
ら
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
『
五
十
人
の
説
教
』
（
一

七
六
二
年
）
『
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
卿
の
重
要
な
検
討
』
（
一
七
六
七

年
）
『
解
明
さ
れ
た
聖
書
』
（
一
七
圭
ハ
年
）
な
ど
の
一
連
の
著
作
に
よ
っ

て
、
聖
曹
を
自
然
学
・
歴
史
学
・
文
献
挙
的
側
面
か
ら
徹
底
的
に
批
判
す

る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
概
念
で
あ
る
「
奇
蹟
」
「
原

罪
」
「
復
活
」
と
い
う
諸
概
念
を
否
定
す
る
と
同
時
に
、
モ
ー
ぜ
や
キ
リ

ス
ト
の
存
在
に
さ
え
凝
間
を
投
じ
る
。
こ
う
し
て
、
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教

に
よ
っ
て
否
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
「
自
已
愛
」
を
、
人
間
に
と
っ

て
自
然
で
健
全
な
も
の
で
あ
る
と
強
く
肯
定
す
る
一
方
、
「
私
は
物
体
で

あ
り
、
そ
し
て
、
私
は
思
考
す
る
」
と
述
ぺ
、
霊
魂
の
存
在
に
関
す
る
従

来
の
理
論
的
説
明
を
否
定
し
、
霊
魂
に
関
し
て
は
、
人
間
は
自
ら
の
カ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茗
）

よ
っ
て
は
知
り
え
な
い
と
い
う
不
可
知
論
を
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

グ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
理
神
論
的
立
場
か
ら
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
に
痛
打

を
浴
ぴ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
ぴ
と
の
信
条
を
現
世
化
・
世
俗
化
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
既
成
宗
教
を
全
面
的
に
否
定
し

よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
政
治
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
一
応
、

こ
れ
を
評
価
し
た
。
彼
は
、
既
成
宗
教
が
公
衆
の
目
か
ら
隠
さ
れ
た
犯
罪

を
防
止
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
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え
、
彼
は
、
安
定
し
た
杜
会
に
は
、
「
宗
教
」
は
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
。

む
し
ろ
、
危
険
な
の
は
無
神
論
で
あ
り
、
「
国
王
に
と
っ
て
も
民
衆
に
と

っ
て
も
、
創
造
者
・
支
配
者
・
応
報
者
・
復
響
者
で
あ
る
至
高
存
在
と
い

う
観
念
が
、
糟
神
の
う
ち
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
」

　
（
一
）

と
す
る
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
当
面
、
既
成
宗
教
を
容
認
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

社
会
的
秩
序
の
維
持
を
計
ろ
う
と
す
る
一
方
、
他
方
で
、
理
神
論
的
宗
教

を
徐
々
に
普
及
さ
せ
、
人
び
と
を
啓
発
す
る
こ
と
に
よ
ウ
て
、
市
民
的
自

由
を
拡
大
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、

調
和
的
秩
序
観
（
摂
理
論
）
に
基
づ
き
、
人
間
の
現
世
的
欲
求
を
全
面
的

に
肯
定
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
論
理
に
は
、
「
不
幸
（
悪
）
は
、
ど
こ

か
ら
人
間
世
界
に
や
っ
て
く
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
と

い
う
本
質
的
欠
陥
が
内
在
し
て
い
た
。
彼
は
、
結
局
、
善
悪
の
間
題
は
誠

㌶
鴻
磁
派
㍗
師
雛
簑
鮎
鐵
“
㍗
ザ
肘
ぺ

れ
に
対
し
て
強
い
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
摂
理
へ
の
疑
問
は
、
や
が
て
、
宗
教
的
懐
凝
へ
と
突
き
進
ま
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
）

え
な
い
性
樒
を
内
包
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
キ

リ
ス
ト
教
に
対
し
て
根
本
か
ら
揺
さ
ぷ
り
を
か
け
る
論
理
を
提
出
す
る
こ

と
に
は
成
功
し
た
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
市
民
社
会
を
支
え
る
安
定
的
な
信

条
体
系
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
つ
ぎ
に
、
ル
ソ
ー
の
宗
教
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
〕

　
　
B
　
　
ル
ソ
ー
の
宗
教
論

　
　
〔

　
ま
ず
、
ル
ソ
ー
は
、
宗
教
論
上
の
第
一
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
教
会
権

カ
の
抑
制
と
宗
教
的
寛
容
の
問
題
に
対
し
て
、
い
か
な
る
解
答
を
与
え
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
『
社
会
契
約
諭
』
（
一
七
六

二
年
）
に
お
け
る
市
民
宗
教
論
の
な
か
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
市
民
宗
教
諭
と
は
、
つ
ぎ
の
五
つ
の
諸
点
　
　
①
強
く
賢
く
善
意
に
満

ち
、
未
来
を
予
見
し
配
慮
す
る
神
の
存
在
、
②
来
世
の
存
在
、
③
正
し
い

者
の
幸
福
、
悪
人
の
懲
罰
、
④
社
会
契
約
お
よ
ぴ
法
律
の
神
聖
、
⑤
宗
教

的
寛
容
1
に
つ
い
て
社
会
を
構
成
す
る
市
民
が
全
員
一
致
で
同
意
す
る

こ
と
（
市
民
的
信
仰
告
白
）
、
そ
し
て
、
も
し
そ
の
行
為
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
合
意
に
違
反
し
た
場
合
は
死
刑
に
処
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る

　
　
　
　
（
7
）

も
の
で
あ
う
た
。

　
こ
の
よ
う
な
提
案
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
は
、
市
民
社
会
に
適
合
し
う
る

「
宗
教
」
の
条
件
を
明
示
し
た
の
だ
が
、
そ
の
際
、
死
刑
と
い
う
厳
し
い

罰
則
を
付
加
し
た
こ
と
は
、
彼
が
、
暴
カ
的
に
自
派
の
宗
教
信
条
を
強
制

し
よ
う
と
す
る
既
存
の
宗
教
勢
力
を
、
市
民
社
会
を
形
成
し
て
い
く
上
で
、

い
か
に
大
き
な
陣
害
と
見
な
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ
う

し
た
「
宗
教
」
に
関
す
る
市
民
全
員
の
合
意
に
よ
っ
て
、
教
会
権
カ
に
対

す
る
世
俗
権
カ
の
優
越
性
が
保
障
さ
れ
る
一
方
〔
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
主
張
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

り
具
体
的
に
、
教
会
法
の
改
善
を
提
案
し
て
い
た
〕
、
不
寛
容
な
宗
教
勢

カ
は
、
全
て
、
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〔
こ
の
点
に
お
い
て

は
、
ル
ソ
ー
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
よ
り
、
は
る
か
に
徹
底
し
て
い
た
と
い

え
る
〕
。

　
こ
の
よ
う
に
、
市
民
宗
教
論
は
、
教
会
権
カ
の
抑
制
と
い
う
点
に
お
い
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て
は
、
強
い
カ
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
以
下

の
二
つ
の
間
題
点
を
内
包
し
て
い
た
。

　
第
一
の
間
題
は
、
ル
ソ
ー
が
、
神
概
念
や
来
世
の
存
在
に
つ
い
て
全
員

一
致
を
も
と
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
・

神
挙
的
な
間
魑
に
関
し
て
、
画
一
的
な
思
想
を
強
制
す
る
こ
と
は
愚
か
な

こ
と
だ
と
す
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
立
場
か
ら
は
、
ル
ソ
ー
の
提
案
は
、
断

じ
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

に
と
っ
て
、
来
世
の
存
在
は
、
そ
れ
を
認
め
る
か
否
か
、
苦
慮
し
て
い
た

間
魎
で
も
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
が
、
こ
う
し
た
提
案
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
は
、
彼
が
、
エ
リ
ー
ト
層
に
多
く
見
ら
れ
る
無
神
論
や
哲
学
的
宗
教

論
が
一
般
民
衆
の
精
神
を
不
安
定
化
さ
せ
る
危
険
性
を
も
つ
と
考
え
、
そ

れ
ら
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
ル

ソ
ー
に
お
い
て
は
、
回
ツ
ク
や
ヴ
ォ
ル
テ
i
ル
で
は
明
確
に
さ
れ
て
い
た

「
信
仰
」
と
「
理
性
」
の
分
離
の
原
則
が
確
立
さ
れ
ず
、
「
恩
想
の
自
由
」

が
、
一
部
、
拘
東
さ
れ
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
問
題
は
、
「
市
民
的
信
仰
告
白
」
に
よ
っ
て
、
「
法
偉
」
が
神
聖

化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
金
員
一
致

に
よ
っ
て
結
ぱ
れ
た
「
社
会
契
約
」
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
「
法
律
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
利
益
や
良
心
に
合
致
す
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、

現
実
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
想
に
反
し
て
、
「
法
偉
」
が
一
部
の
人
ぴ
と

の
利
益
・
良
心
を
侵
害
し
て
し
ま
う
場
合
が
起
こ
り
う
る
。
確
か
に
、
ル

ソ
ー
は
、
人
ぴ
と
の
間
に
重
大
な
対
立
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
再
び
、
全

員
一
致
の
合
意
に
戻
っ
て
、
「
法
偉
」
を
形
成
し
直
す
必
要
性
を
説
い
て

い
た
が
、
「
法
律
」
の
神
聖
化
の
規
定
が
存
在
す
る
と
、
そ
れ
を
理
由
に
、

多
数
者
側
が
少
数
者
の
主
張
を
認
め
ず
、
少
数
者
が
抑
圧
さ
れ
て
し
ま
う

危
険
性
が
、
十
分
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
間
題
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
宗
教
の
論
理
は
、
既
成

宗
教
を
市
民
的
秩
序
に
適
合
さ
せ
て
い
く
た
め
の
論
理
と
し
て
は
極
め
て

強
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
新
し
い
市
民
的
秩
序
を
形

成
し
て
い
く
主
体
者
を
創
出
す
る
論
理
と
し
て
は
・
十
分
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
る
。

　
で
は
、
ル
ソ
ー
は
、
第
二
の
宗
教
諭
上
の
課
魑
、
す
な
わ
ち
、
市
民
的

秩
序
を
担
う
主
体
者
の
た
め
の
新
た
な
信
条
形
成
の
問
魍
に
対
し
て
は
、

い
か
な
る
解
答
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
は
、

『
社
会
契
約
論
』
と
同
時
に
発
表
し
た
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
な
か
で
展
開
し

た
白
然
宗
教
論
に
よ
っ
て
答
え
て
い
る
。

　
ル
ソ
ー
の
自
然
宗
教
論
は
、
三
つ
の
基
本
信
仰
箇
条
よ
り
な
う
て
い
る
。

第
一
、
第
二
の
信
仰
箇
条
は
、
「
善
な
る
神
」
、
「
正
義
を
意
志
す
る
神
」

に
よ
ウ
て
、
世
界
に
不
変
的
秩
序
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
第
三
の
信
仰
箇
条
は
、
「
人
間
は
、
そ
の
行
為
に
お
い
て
、
自

由
で
あ
り
、
霊
的
存
在
（
神
）
に
よ
っ
て
、
自
由
な
も
の
と
し
て
生
命
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
ル
ソ
ー
の
理
論
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
理
神
諭
的
立
場
と
、

一
見
、
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
つ
ぎ
の
三
点
に
お
い

て
、
両
者
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
第
一
に
、
ル
ソ
ー
が
、
自
然
秩
序
の
善
性
と
人
間
の
自
由
意
志
と
を
強

調
し
、
人
間
が
被
る
不
幸
（
悪
）
は
、
全
て
、
人
間
側
の
責
任
で
あ
る
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
見
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
理
神
論
の
問
魑
点
、
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つ
ま
り
、
人
間
社
会
に
お
け
る
悪
の
存
在
の
根
拠
を
説
明
し
え
な
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
欠
陥
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
、
そ
う
断
言
で
き
た

の
は
、
彼
が
、
『
不
平
等
起
源
論
』
に
お
い
て
、
人
間
の
不
幸
の
原
因
を

構
造
的
な
社
会
矛
層
（
不
平
等
問
題
）
の
う
ち
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き

て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
、
自
然
宗
教
に
よ
っ
て
、
民
衆
が
自

ら
の
不
幸
の
真
の
社
会
構
造
的
原
因
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
、
彼

ら
が
そ
れ
を
自
ら
の
カ
で
取
り
除
こ
う
と
す
る
社
会
変
革
の
主
体
者
と
し

て
育
ウ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
ル
ソ
ー
が
、
「
霊
的
存
在
」
を
認
め
、
霊
魂
と
物
体
の
＝
元

論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
来
世
の
存
在
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
点

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
来
世
の
存
在
は
、
「
信

仰
」
に
よ
っ
て
確
信
さ
れ
る
に
し
て
も
、
「
自
然
理
性
」
に
よ
っ
て
は
、

け
っ
し
て
、
確
証
さ
れ
な
い
と
繰
返
し
主
張
し
て
い
た
。
ル
ソ
ー
が
来
世

の
存
在
に
固
執
し
た
理
由
は
、
二
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

一
つ
に
は
、
人
ぴ
と
が
来
世
の
応
報
賞
罰
へ
の
期
待
や
恐
怖
を
も
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
社
会
秩
序
の
維
持
が
容
易
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、

も
う
一
つ
に
は
、
何
の
罪
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
に
お
い
て
抑

圧
さ
れ
死
ん
で
い
く
下
屑
の
民
衆
が
抱
く
来
世
で
の
救
済
に
対
す
る
期
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

を
踏
み
醐
る
こ
と
は
理
不
尽
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
氏
衆
の
不
幸
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
同
感
能
カ
の
高
さ
は
、
ル
ソ
ー
と
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
と
の
相
異
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
自
然
宗
教
の
論
理
が
、
実
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
、

他
者
の
不
幸
に
対
す
る
人
ぴ
と
の
同
感
能
力
（
ビ
テ
ィ
エ
）
の
発
達
を
助

長
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
自
由

主
義
的
立
場
か
ら
、
利
己
主
義
的
人
間
諭
を
展
開
し
て
い
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
に
対
し
て
、
平
等
主
義
的
立
場
に
立
つ
ル
ソ
ー
は
、
ピ
テ
ィ
エ
の
共
有

を
平
等
社
会
実
現
の
た
め
の
必
須
の
条
件
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ル

ソ
ー
に
お
い
て
は
、
自
然
宗
教
は
、
「
社
会
契
約
」
の
基
盤
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
二
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
の
自
然
宗
教
論
は
、
不
平
等
間
題
の
解
決
に
向
け

て
、
抑
圧
さ
れ
た
民
衆
を
社
会
変
革
の
主
体
者
と
し
て
立
ち
上
が
ら
せ
よ

う
と
す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
自
然
宗
教
論

は
、
民
衆
か
ら
主
体
性
を
引
き
出
す
諭
理
と
し
て
は
、
卓
絶
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
等
社
会
実
現
の
た
め
に
自
然
宗
教
を
新
し
い
市
氏

社
会
の
精
神
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
既
存
の
啓
示
奈
教

は
全
て
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
○
　
両
者
の
比
較

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
自
然
理
性
を

重
視
す
る
立
場
か
ら
、
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
点
に
お
い
て
も
〔
た
と
え
、

そ
の
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
〕
、
ま
た
、
教
会
権
カ
を
可
能
な
隈
り

抑
制
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
態
度
を
と
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
宗
教
論
は
、
そ
の
政
治
的
立
場
の
違
い
の
ゆ
え
に
、

全
く
正
反
対
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
を
目
標
と
し
て
、
君
主
政
を
維

持
し
つ
つ
、
所
有
権
の
保
護
・
交
易
と
商
業
の
自
由
な
ど
の
市
民
的
白
由

を
徐
々
に
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
的
発
展
を
追

求
す
る
自
由
主
義
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
深
刻
化
し
つ
つ
あ
っ
た
不
平
等
問
魑
に
注
目
し
、
民
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衆
を
貧
困
と
隷
属
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
絶
対
王
政
と
も
、

ま
た
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
他
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
に
よ
る
自
由
主
義
的
主

張
と
も
、
真
っ
向
か
ら
全
面
対
決
し
よ
う
と
す
る
平
等
主
義
の
立
場
を
と

　
　
　
（
旭
）

っ
て
い
た
。

　
そ
の
た
め
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
理
神
諭
に
基
づ
き
、
現
世
的
欲
求
を

金
面
的
に
強
く
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
商
業
社
会
に
お
け
る

市
民
的
信
条
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
は
、
異
衆
を

貧
困
か
ら
解
放
す
る
社
会
変
革
の
た
め
の
、
つ
ま
り
、
民
衆
の
た
め
の
宗

教
諭
を
展
開
し
た
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
寛
容
政
策
に
お
い
て
は
、
妥
協
的
提
案
し
か
行
え

な
か
っ
た
が
、
「
政
治
権
カ
は
い
か
な
る
信
条
を
も
強
制
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
い
う
ロ
ッ
ク
寛
容
諭
の
原
則
を
堅
持
し
た
た
め
に
、
理
神
論

を
寛
容
論
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
理
神
論
は
、
そ
の
楽
観
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
、

現
実
の
社
会
矛
層
に
は
対
応
で
き
な
い
と
い
う
欠
陥
を
も
っ
て
い
た
と
い

え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
は
、
平
等
主
義
を
追
求
し
、
大
多
数
を
上
］
め

る
貧
し
い
民
衆
を
自
立
さ
せ
る
論
理
を
模
索
し
た
た
め
に
、
先
に
見
た
よ

う
に
、
市
民
宗
教
論
は
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
問
魑
を
内
包
せ
ざ
る
を
え

ず
、
自
然
宗
教
諭
は
、
寛
容
の
原
則
と
の
間
に
葛
藤
を
生
じ
さ
せ
る
傾
向

を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
ル
ソ
ー
の
宗
教
論
は
、

革
命
時
に
お
け
る
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
ー
ル
ら
の
最
高
存
在
の
祭
典
な
ど
〔
す
な

わ
ち
、
強
権
に
よ
る
民
衆
の
宗
教
的
指
導
〕
へ
と
繋
が
．
っ
て
い
く
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

を
内
在
さ
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

三
　
む

す
　
ぴ

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
の
宗
教
論
は
、
確
か
に
、
ロ
ソ
ク
理
諭
に
比

し
て
、
寛
容
論
に
お
い
て
は
限
界
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
が
、
信
条
形

成
の
間
魑
に
対
し
て
は
、
自
然
理
性
に
基
づ
き
、
新
し
い
市
民
的
秩
序
の

た
め
の
理
論
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な

二
人
の
宗
教
論
の
分
析
を
通
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
お
い
て
「
宗

教
問
魑
」
を
研
究
す
る
意
義
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
お
い
て
は
、
「
宗
教
」
を
、
自
然
理

性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
合
理
化
し
て
い
く
試
み
が
様
々
に
な
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
①
自
然
理
性
に
基
づ
く
宗
教
に
よ
っ
て
、
民

衆
か
ら
政
治
的
主
体
性
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
の
場
合
、
②
自
然

理
性
に
基
づ
く
宗
教
を
追
求
し
つ
つ
も
、
宗
教
的
懐
凝
を
抱
え
て
し
ま
う

ブ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
場
合
、
そ
し
て
、
本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ
た
が
、
③
神

概
念
自
体
を
抑
圧
的
と
し
て
否
定
し
、
脱
宗
教
を
め
ざ
す
場
合
〔
た
と
え

ぱ
、
ド
ル
パ
ッ
ク
〕
、
と
い
う
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
・
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

「
宗
教
」
を
合
理
化
し
て
い
く
と
き
に
生
じ
る
宗
教
諭
上
の
問
題
点
を
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
恩
想
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
「
自
由
」
・
「
平

等
」
．
「
社
会
的
安
定
」
と
い
っ
た
政
治
的
価
値
と
「
宗
教
」
と
の
関
係
が

明
確
に
問
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
そ

れ
ら
の
価
値
を
追
求
し
た
宗
教
論
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
絶
対

王
政
側
の
宗
教
論
独
、
も
っ
ぱ
ら
、
民
衆
の
服
従
を
確
保
す
る
こ
と
を
追
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求
し
、
「
社
会
的
安
定
」
を
最
重
要
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
は
、
「
社
会
的
安
定
」
を
維
持
し
つ
つ
も
、
徐
々
に
「
自
由
」
を

拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
ま
た
、
ル
ソ
ー
は
、
「
平
等
」
を

求
め
、
社
会
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
革
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
、
体
制
側
の
宗
教
論
と
闘
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
諭
の

分
析
に
よ
っ
て
、
政
治
権
カ
は
、
「
宗
教
」
を
服
従
調
達
の
手
段
と
し
て

利
用
し
よ
う
と
す
る
欲
望
を
禁
じ
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
宗
教
」

と
「
政
治
」
の
分
離
を
主
張
す
る
自
由
主
義
的
宗
教
論
は
高
く
評
価
さ
れ

ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
、
し
か
し
、
「
平
等
」
と
い
う
政
治
的
価
値
が
重
視

さ
れ
る
と
、
再
ぴ
、
「
宗
教
」
と
「
政
治
」
の
葛
藤
と
い
う
問
魑
が
生
じ

る
こ
と
、
な
ど
が
理
解
さ
れ
る
。
「
宗
教
」
と
「
政
治
」
と
の
関
係
を
い

か
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
依
然
、
未
解
決
の
問
題
で
あ
る
が
、
わ

れ
わ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
研
究
を
通
じ
て
、
そ
の
一
断
面
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
本
稿
で
使
用
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ル
ソ
ー
の
テ
キ
ス
ト
は
、
つ

　
　
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
括
弧
内
に
は
、
そ
の
略
記
法
を
示
し
た
。
な
お
、

　
　
邦
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
が
、
硅
に
お

　
　
い
て
は
省
略
し
た
。

　
　
・
く
o
岸
巴
篶
一
s
ミ
竈
ミ
㎞
o
o
§
、
竈
、
雨
吻
軋
雨
＼
o
“
§
軌
ミ
，
吊
串
ユ
y
o
p
H
邑
彗
一

　
　
　
－
o
0
N
N
l
o
o
㎝
’
（
o
l
o
．
＜
’
）

　
　
・
肉
o
昌
蜆
器
彗
一
s
ミ
ミ
雰
s
ミ
§
軸
｝
き
㌧
§
ミ
く
§
｛
§
㎞
勾
o
§
肺
㎞
亀
ぎ

　
　
　
＆
．
申
o
晶
冨
σ
旦
声
肉
串
く
冒
o
■
早
勺
彗
皿
o
凹
≡
冒
胃
♀

　
　
｝
巳
〕
－
9
す
⑭
o
自
耐
旦
o
厨
勺
示
－
嘗
o
9
一
〇
㎞
o
1
o
o
・
（
O
・
O
・
司
・
）

　
＊
＊
　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
蒙
教
理
論
に
関
し
て
は
、
ポ
モ
の
古
典
的
な

研
究
が
あ
る
（
ヵ
竃
㎞
勺
o
冒
轟
ξ
卜
s
ミ
翁
“
§
昏
「
o
§
叫
ぶ

市
彗
皿
＝
σ
轟
巨
o
2
庁
g
一
H
8
α
）
。
ま
た
、
宗
教
諭
に
お
け
る
ル
ソ

　
ー
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
比
較
を
諭
じ
た
も
の
に
、
川
合
清
隆
「
ヴ
ォ

　
ル
テ
ー
ル
、
ル
ソ
ー
と
理
神
論
の
諸
問
題
」
『
甲
南
大
学
文
学
部
紀

要
4
2
』
一
九
八
二
年
三
月
、
同
「
ル
ソ
ー
の
弁
神
論
1
そ
の
箪
命

性
」
『
恩
想
』
一
九
九
〇
年
四
月
、
岩
波
書
店
が
あ
る
。
な
お
、
ル

　
ソ
ー
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
比
較
研
究
と
し
て
注
目
す
ぺ
き
文
献
と
し

　
て
は
、
■
o
目
ユ
Ω
o
口
巨
o
『
一
勾
o
ミ
薯
耐
s
ミ
＆
§
ミ
亀
時
♪
、
ミ
ミ
s
良
吻
、
s
s
吻

§
§
ミ
§
雲
一
霊
・
貫
ご
9
巴
ま
害
旨
8
吾
旦
冨
』
・
＜
ユ
目
一

　
老
o
o
い
が
あ
る
o

　
　
ル
ソ
ー
の
宗
教
諭
に
関
す
る
研
究
文
献
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、

　
「
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
「
政
治
」
L
『
恩
想
』
一
九
九
〇
年

　
四
月
、
岩
波
薔
店
の
誌
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
）
　
＜
o
岸
芭
庁
9
　
ミ
s
“
急
㎞
ミ
、
ざ
冒
忘
、
o
s
S
－
o
す
宅
・
－
o
o
．
◎
・
O
・
＜
』

　
“
1
×
×
く
一

（
2
）
き
辻
’
i
二
N
l

（
3
）
　
＜
o
冒
巴
H
9
卜
更
ミ
＄
心
“
ミ
o
｝
魯
｝
母
§
w
“
O
・
O
・
＜
’
“
・
×
×
－
－
一

　
i
．
嵩
㎞
・

（
4
）
　
く
o
】
冨
マ
ρ
　
b
討
ミ
o
s
ミ
ミ
ミ
　
心
“
｝
ざ
竃
、
ミ
｛
s
♪
　
O
・
O
・
＜
・
一
一
・

　
×
く
昌
一
や
ミ
㎞
・

（
5
）
　
“
s
㌻
o
．
㎞
o
o
α
．

（
6
）
　
楽
天
的
な
世
界
観
を
も
つ
理
神
論
に
共
通
す
る
欠
陥
は
、
そ
れ

　
が
社
会
矛
盾
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヴ

　
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
こ
の
た
め
生
じ
た
崇
教
的
懐
凝
を
抱
き
つ
つ
も
、
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摂
理
へ
の
信
仰
を
生
涯
け
っ
し
て
放
棄
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

（
7
）
射
。
。
蜆
眈
§
』
§
ミ
ミ
§
真
O
．
ρ
戸
こ
貝
事
毫

　
I
p

（
8
）
＜
集
等
ρ
寒
ぎ
§
目
ざ
ミ
ぎ
、
喜
§
一
〇
I
O
．
＜
二
1

　
×
－
×
一
〇
勺
一
α
N
㎞
－
ひ
一

（
9
）
　
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ツ
ク
は
、
良
心
と
法
と
が
対
立
す
る
場
合

　
を
想
定
し
、
「
ま
ず
第
一
に
、
神
に
、
し
か
る
後
に
、
法
に
服
従
す

　
ぺ
き
で
あ
る
」
と
述
ぺ
、
良
心
に
従
う
こ
と
を
勧
め
て
い
た
。

　
　
（
o
－
』
。
巨
■
o
o
ざ
一
』
ト
ミ
ミ
8
§
ミ
ミ
奏
ぎ
苧
§
§
ぎ

　
ト
昌
、
ぎ
§
、
向
秦
ミ
餉
杏
“
§
章
＆
・
声
旨
昌
巨
o
貝
H
ぼ
｝
晶
焉
一

　
暑
胃
庄
昌
冨
z
｛
旨
o
貝
勺
や
o
o
｛
1
㎞
1
）

（
1
0
）
雰
婁
彗
』
§
“
ρ
O
ら
‘
一
二
く
；
？
婁
よ
o
．

（
u
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
川
合
清
隆
氏
の
二
論
文
を

　
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
2
）
ぎ
嚢
彗
し
§
こ
さ
§
“
長
O
－
O
1
戸
＝
＜
．

（
1
3
）
　
絶
対
王
政
側
、
最
大
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
ボ
シ
ュ
エ
に
対

　
す
る
二
人
の
態
度
も
極
め
て
対
照
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
ヴ
ォ
〃
テ

　
ー
ル
は
、
ボ
シ
ュ
エ
の
不
寛
容
政
策
の
主
張
に
は
反
対
す
る
も
の
の
、

　
「
フ
ラ
ン
ス
教
会
の
自
由
」
の
主
張
や
社
会
的
秩
序
維
持
の
た
め
の

　
「
宗
教
」
の
政
治
的
利
用
の
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に

　
評
個
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
は
、
ボ
シ
＾
工
理
論
を

　
全
面
的
に
否
定
し
よ
う
と
し
た
。

（
1
4
）
　
拙
稿
、
「
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
察
教
」
と
「
政
治
」
」
『
恩
想
』

　
一
九
九
〇
年
四
月
、
岩
波
書
店
で
は
、
ル
ソ
ー
の
宗
教
論
に
内
在
す

　
る
こ
れ
ら
の
間
趨
点
の
指
摘
が
欠
け
て
い
た
。

　
　
民
衆
の
た
め
の
宗
教
論
を
め
ざ
し
た
ル
ソ
ー
の
自
然
宗
教
諭
の
最

　
犬
の
欠
陥
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

　
民
衆
の
宗
教
的
情
念
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ

　
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
宗
教
の
普
及
の
た
め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
権

　
威
に
基
づ
く
民
衆
の
侶
条
操
作
が
必
須
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
大
学
院
博
±
課
程
）

（199）研究ノート

299




