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啓
蒙
と
イ
ロ
ニ
ー
の
間
で

　
　
　
ー
宗
教
研
究
と
「
批
判
的
思
考
」

を
め
ぐ
っ
て

　
宗
教
の
学
問
的
研
究
は
、
そ
の
長
い
前
史
を
度
外
視
し
、
大
学

に
講
座
を
も
つ
制
度
的
学
科
と
し
て
成
立
し
た
時
点
か
ら
数
え
て

も
、
す
で
に
一
〇
〇
年
近
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

宗
教
研
究
の
基
本
的
な
性
格
や
、
そ
の
可
能
性
と
固
有
の
困
難
な

ど
が
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

に
加
え
て
、
現
実
社
会
に
お
い
て
宗
教
が
何
ら
・
か
の
顕
著
な
動
き

を
示
す
と
、
宗
教
研
究
の
内
容
や
そ
の
研
究
態
度
が
、
と
き
に
十

分
な
理
解
も
な
い
ま
ま
に
、
社
会
の
側
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
こ
れ
ま
で
一
度
な
ら

ず
起
こ
っ
て
き
た
が
、
昨
年
来
の
日
本
に
お
い
て
も
、
正
に
そ
う

■
し
た
状
況
が
生
じ
て
い
る
土
言
、
つ
こ
上
が
ヤ
き
る
だ
ろ
う
。

深
　
　
澤

英
　
　
隆

　
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
宗
教
の
学
問
的
研
究
の
紹
介
を
す
る
に

は
、
少
な
く
と
も
ふ
た
つ
の
仕
方
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、

す
で
に
長
い
歴
史
を
も
ち
、
相
応
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
宗
教
研

究
の
既
存
の
諸
分
野
と
そ
の
多
彩
な
対
象
や
方
法
を
改
め
て
列
挙

し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
宗
教
研
究
の
成
立
の
条
件
や

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
と
い
ウ
た
根
本
的
間
題
を
論
じ
る
こ
と
に

よ
り
、
宗
教
研
究
の
可
能
性
と
限
界
を
浮
か
ぴ
上
が
ら
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
文
献
が
こ
れ

　
　
　
　
（
1
）

を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
い
ず
れ
に
し
て
も
本
稿
の
限
ら
れ
た
紙
幅

で
は
不
十
分
に
し
か
な
し
え
な
い
。
ま
た
宗
教
研
究
を
め
ぐ
る
今

日
の
状
況
を
考
え
て
み
る
と
、
宗
教
研
究
自
身
の
自
己
反
省
の
契

機
を
含
む
と
い
う
意
味
で
も
、
後
者
の
作
業
の
方
が
よ
り
重
要
か

つ
適
切
ヤ
あ
喝
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
て
は
、
ひ
と
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つ
の
問
い
、
今
日
宗
教
の
研
究
者
に
し
ぱ
し
ぱ
投
げ
か
け
ら
れ
る

ひ
と
つ
の
問
い
か
ら
出
発
し
、
宗
教
研
究
の
根
本
的
性
格
を
輪
郭

づ
け
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。
そ
の
問
い
と
は
す
な
わ
ち
、
「
宗
教

研
究
は
宗
教
批
判
と
は
両
立
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
も

そ
も
宗
教
研
究
は
、
近
代
の
批
判
的
思
考
一
般
と
接
点
を
も
ち
う

る
の
か
、
も
ち
う
る
と
す
れ
ぱ
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ

ろ
う
か
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

二
　
宗
教
学
と
近
代
的
批
判
意
識

　
a
宗
教
学
と
護
教
論

　
広
義
の
「
宗
教
研
究
」
の
内
、
近
代
的
な
学
と
い
う
自
己
理
解

の
も
と
に
な
さ
れ
る
宗
教
研
究
の
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
は
「
宗
教
学
」
と
総
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
て
、
そ
の
宗

教
学
が
、
今
日
ひ
と
つ
の
転
回
点
を
迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
否

定
し
が
た
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
転
換
を
迫
っ

て
い
る
も
の
は
、
宗
教
学
に
内
在
す
る
諸
問
題
の
み
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
う
し
た
内
在
的
諸
問
題
へ
の
宗
教
学
の
根
本
的
な
反
省

の
遅
れ
を
凌
駕
す
る
か
の
よ
う
に
、
宗
教
学
の
外
部
か
ら
、
宗
教

学
の
存
立
の
基
盤
を
問
う
声
が
強
ま
っ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
う
し
た
場
合
に
し
ば
し
ぱ
見
ら
れ
る
疑
義
の
ひ
と
つ
に
、
上

に
あ
げ
た
宗
教
学
の
批
判
的
機
能
へ
の
問
い
が
あ
る
。
現
代
日
本

の
よ
う
に
、
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
理
解
が
主
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
よ
り
供
給
さ
れ
て
い
る
社
会
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
へ
の
批
判

的
態
度
が
世
論
の
基
調
を
な
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
は
、

宗
教
を
立
ち
入
っ
て
理
解
し
よ
う
と
の
宗
教
学
の
立
場
は
、
そ
れ

だ
け
で
宗
教
寄
り
の
立
場
と
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
。
宗
教
学
は

し
か
し
、
信
仰
を
前
提
と
す
る
神
学
で
は
な
い
か
ら
、
直
接
的
に

護
教
的
な
立
場
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
学
の
中
こ
く
一
部
が
、

あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
下
で
偶
発
的
に
護
教
的
な
機
能
を
果
た
し

う
る
こ
と
を
も
っ
て
、
宗
教
学
全
体
を
宗
教
擁
謹
の
学
と
す
る
こ

と
は
不
適
切
で
あ
る
。
そ
う
し
た
誤
解
は
、
宗
教
学
の
現
状
に
ふ

れ
る
こ
と
で
自
ず
と
解
消
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
問
い
か
け
を
ま
う
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス

な
疑
問
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
ふ
れ
た
よ
う
に
、

あ
る
文
脈
の
も
と
で
現
に
宗
教
学
が
特
定
の
宗
教
を
擁
護
す
る
よ

う
な
副
機
能
を
果
た
し
う
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
宗
教
学
は
護

教
的
立
場
に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
般
人
の
疑
問
は
、
ま

っ
た
く
無
根
拠
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
事

態
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
を
十
分
に
把
握
し
、
さ
ら
に
宗
教
学
の
果

た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
反
省
へ
と
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
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必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
一
見
し
た
と
こ
ろ
単
純
な

こ
の
問
い
は
、
宗
教
学
の
生
成
の
「
系
譜
学
的
」
な
諸
事
情
に
深

く
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
透
明
な
反
省
を
部
分
的
に
拒
む

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
宗
教
学
は
広
義
の
ク
リ
テ

ィ
カ
ル
な
思
考
と
無
縁
な
の
で
は
な
い
。
し
か
し
歴
史
的
な
文
脈

の
な
か
で
、
宗
教
、
宗
教
の
学
、
近
代
の
批
判
的
思
考
は
非
常
に

屈
折
し
た
結
び
つ
き
を
も
っ
て
お
り
、
外
な
ら
ぬ
そ
う
し
た
歴
史

的
事
情
が
、
今
日
の
宗
教
学
の
地
平
に
な
お
作
用
し
続
け
て
い
る

こ
と
が
、
問
題
を
複
雑
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
b
啓
蒙
主
義
・
ロ
マ
ン
主
義
と
宗
教
学

　
宗
教
研
究
が
批
判
的
思
考
と
背
反
す
る
か
に
思
わ
れ
る
原
因
の

ひ
と
つ
は
、
近
代
の
批
判
的
思
考
が
、
「
宗
教
批
判
」
に
根
差
し

て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
古
代
に
お
け
る
批
判
的
思
考
が
す
で

に
神
話
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
成
立
を
見
た
よ
う
に
、
近
代
啓
蒙

主
義
や
そ
れ
を
受
け
た
社
会
患
想
に
お
い
て
も
、
社
会
批
判
は
ま

・
ず
既
成
教
会
や
宗
教
的
ド
グ
マ
ヘ
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

た
。
こ
こ
・
か
ら
す
る
と
、
直
接
的
に
批
判
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら

ぬ
宗
教
理
解
は
、
自
動
的
に
反
動
的
な
も
の
と
の
烙
印
を
押
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
ま
ず
確
認
し
て
お

か
右
は
店
ち
な
い
の
は
、
近
代
宗
教
学
の
成
立
を
可
能
に
心
次
、

の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
宗
教
へ
の
こ
の
批
判
的
疎
隔
で
あ
っ
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
物
語
る
の
は
、
後
の
宗

教
学
の
宗
教
理
解
の
原
形
、
あ
る
い
は
諸
宗
教
の
比
較
と
い
う
方

法
的
前
提
、
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
と
い
う
一
般
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
成
立
そ
の
も
の
が
、
一
七
・
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
宗
教

論
に
そ
の
起
源
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

啓
蒙
主
義
の
伝
統
に
反
対
の
立
場
に
立
つ
あ
る
宗
教
学
者
で
す
ら
、

「
近
代
宗
教
学
は
啓
蒙
主
義
の
子
で
あ
る
」
と
い
う
名
高
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ば
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
学
の
成
立
の
最
初
の
き
う
か
け

と
な
っ
た
の
は
、
啓
蒙
主
義
に
よ
る
実
定
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）

へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。

　
経
験
主
義
的
認
識
原
理
と
計
量
化
的
自
然
理
解
の
一
般
化
、
地

理
上
の
発
見
と
他
宗
教
に
関
す
る
知
見
の
獲
得
、
宗
教
改
革
に
よ

る
信
仰
分
裂
と
世
俗
社
会
の
自
律
化
、
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

は
、
無
比
の
「
啓
示
宗
教
」
と
い
う
観
念
を
決
定
的
に
相
対
化
し
、

こ
こ
に
啓
蒙
主
義
に
よ
る
制
度
的
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
批
判
が
可
能

と
な
っ
た
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
的
・

反
省
的
距
離
の
確
保
は
、
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
超
え
て
、

新
た
な
宗
教
理
解
へ
の
道
を
ひ
ら
く
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
こ
う
し
た
実
定
的
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
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教
を
そ
の
歴
史
的
形
象
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
つ
よ
う
な
、
普
遍

的
「
宗
教
」
の
観
念
が
そ
こ
に
浮
上
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
啓
蒙
主
義
に
は
積
極
的
な
宗
教
思
想
も
あ
る
こ
と
を
、

見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
思
想
の
中
核
を
な

す
の
が
、
「
自
然
的
宗
教
」
（
竃
巨
邑
邑
魯
昌
）
あ
る
い
は

「
理
神
論
」
（
箒
尉
昌
）
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
宗
教
理
念
で
あ
る
。

英
独
仏
の
諸
伝
統
に
お
い
て
、
ま
た
個
々
の
恩
想
家
に
よ
っ
て
も
、

こ
の
理
念
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。
し
か
し
、
今

や
克
服
さ
れ
る
べ
き
「
啓
示
宗
教
」
に
代
わ
っ
て
、
人
間
の
自
然

的
「
本
性
」
（
冨
↓
昌
①
）
に
根
差
す
普
遍
的
宗
教
と
し
て
の
「
自

然
的
宗
教
」
が
時
代
に
か
な
っ
た
宗
教
と
し
て
信
奉
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
、
と
の
考
え
方
は
そ
こ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
超
越
者

に
代
わ
っ
て
「
人
間
」
を
宗
教
成
立
の
直
接
の
基
体
と
し
て
主
題

化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
定
宗
教
の
比
較
を
通
じ
て
、
諸
宗
教
の
根

底
に
あ
る
共
通
本
質
と
し
て
の
「
宗
教
」
一
般
を
想
定
す
る
と
い

っ
た
こ
の
啓
蒙
主
義
宗
教
論
の
発
想
こ
そ
が
、
近
代
宗
教
学
を
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
啓
蒙
主
義
の
宗
教
恩
想
は
、
こ
う
し
た
形

式
的
特
徴
の
み
で
は
な
く
、
具
体
的
内
実
を
も
も
っ
て
い
る
。
そ

の
宗
教
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
内
容
は
、
自
然
本
性
を
理
性
と
等
置
す

る
理
性
主
義
的
態
度
、
超
越
的
救
済
論
か
ら
モ
ラ
ル
主
義
的
宗
教

理
解
へ
の
シ
フ
ト
、
さ
ら
に
宗
教
の
社
会
統
合
機
能
へ
の
関
心
な

ど
と
い
う
た
啓
蒙
思
想
の
特
徴
を
強
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
最
初
の
点
は
、
続
く
時
代
に
批
判
的
に
克

服
さ
れ
る
が
、
他
の
点
は
、
後
の
時
代
の
宗
教
思
想
や
、
よ
り
下

っ
て
は
宗
教
社
会
学
の
宗
教
機
能
論
な
ど
に
直
結
す
る
内
容
を
も

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
代
宗
教
学
の
第
一
前
提
が
啓
蒙

の
批
判
的
思
考
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
啓
蒙
主
義
宗
教
論
の
理
性
主
義
へ
の
批
判
は
、
続
く
時

代
に
二
つ
の
方
向
か
ら
な
さ
れ
た
。
第
一
は
、
啓
蒙
主
義
の
陣
営

に
あ
づ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
ら
が
提
起
し
た
批
判
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム

は
理
神
論
を
鋭
く
批
判
し
、
先
天
的
な
神
の
イ
デ
ー
や
自
然
の
理

性
的
観
照
で
は
な
く
、
不
安
や
願
望
な
ど
の
情
念
的
・
心
理
的
要

因
こ
そ
が
、
宗
教
の
源
泉
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
「
自
然
主

義
的
」
な
宗
教
理
解
や
一
種
の
「
投
影
論
」
は
、
続
く
世
紀
の
一

連
の
「
宗
教
批
判
」
や
宗
教
心
理
学
を
準
備
す
る
こ
と
と
な
ウ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
説
明
学
」
の
系
譜
に
属
す
る
と
目
さ
れ
る
宗
教
理
論

は
、
こ
う
し
た
発
想
の
系
列
に
あ
る
。

　
一
方
、
啓
蒙
主
義
の
拓
い
た
地
平
に
立
ち
つ
つ
、
そ
の
対
抗
運
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動
と
し
て
生
じ
た
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
近
代
宗

教
学
の
も
う
ひ
と
つ
の
源
泉
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
理
神
論
や

自
然
宗
教
論
は
、
確
・
か
に
宗
教
を
人
間
の
現
象
と
考
え
、
歴
史
主

義
的
に
相
対
化
す
る
た
め
の
舞
台
づ
く
り
を
し
た
。
し
か
し
同
時

に
、
啓
示
宗
教
に
代
え
て
、
あ
る
種
の
哲
学
的
理
性
宗
教
を
歴
史

的
相
対
化
を
超
え
た
普
遍
宗
教
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
絶
対
性
を

主
張
し
た
。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
歴
史
上
の
実
定
宗
教
は
す
べ
て

普
遍
宗
教
か
ら
の
逸
脱
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
宗
教
史
の
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
展
開
は
、
根
源
宗
教
と
し
て
の
普
遍
宗
教
へ
と
解
消
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
、

歴
史
的
実
定
宗
教
の
意
味
を
再
認
識
し
、
ま
た
歴
史
と
人
間
を
通

じ
て
も
う
一
度
無
限
と
超
越
を
透
見
し
よ
う
と
す
る
精
神
運
動
が

起
こ
っ
た
。
こ
れ
が
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
る
が
、
こ
の
精
神
運
動
に

つ
い
て
も
、
そ
の
発
端
に
あ
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
振
れ
と
で
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

う
べ
き
も
の
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
マ
ン
主
義
は
、
ナ

イ
ー
ヴ
な
復
古
主
義
で
は
な
い
。
む
し
ろ
宗
教
的
直
接
性
の
喪
失

と
精
神
世
界
の
分
裂
を
近
代
の
不
可
避
の
運
命
と
考
え
な
が
ら
、

そ
の
再
統
合
へ
の
志
向
と
、
更
な
る
分
裂
や
解
体
の
意
識
と
の
あ

い
だ
で
、
危
う
い
均
衡
を
生
き
る
こ
と
が
、
ロ
マ
ン
主
義
の
基
調

を
な
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
ロ
マ
ン
主
義
は
啓
蒙
主
義
と
同

じ
土
壊
の
う
え
に
成
立
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は

い
え
い
く
つ
か
の
点
で
、
ロ
マ
ン
主
義
は
啓
蒙
主
義
を
批
判
的
に

超
え
出
る
試
み
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
、
一
連
の
狭

義
の
ロ
マ
ン
主
義
者
を
経
て
へ
ー
ゲ
ル
に
至
る
思
想
家
た
ち
に
お

い
て
、
啓
蒙
主
義
に
と
づ
て
二
義
的
で
あ
っ
た
歴
史
的
・
実
定
的

な
る
も
の
が
、
無
限
な
る
も
の
の
い
わ
ぱ
自
己
実
現
の
ミ
デ
ィ
ア

ム
と
し
て
、
前
景
に
出
て
き
た
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
表
す
の
が
、

い
わ
ゆ
る
「
未
開
宗
教
」
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
っ
て
、
啓
蒙
主

義
の
宗
教
思
想
に
お
い
て
は
一
顧
だ
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
「
非

理
性
的
宗
教
」
に
対
し
、
ロ
マ
ン
主
義
ま
積
極
的
な
存
在
意
義
を

見
出
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
宗
教
の
「
本
質
」
が
、
理
性

的
モ
ラ
ル
命
題
の
承
認
と
実
践
か
ら
、
感
情
・
情
動
的
レ
ベ
ル
を

も
含
む
自
己
意
識
に
お
け
る
無
限
な
る
も
の
の
直
観
に
置
き
か
え

ら
れ
た
。
歴
史
的
・
偶
然
的
な
る
も
の
を
「
真
理
」
か
ら
の
逸
脱

で
は
な
く
、
そ
の
「
表
現
」
と
と
ら
え
る
こ
と
、
動
的
な
自
已
意

識
を
、
無
限
な
る
も
の
の
進
化
・
発
展
す
る
（
自
己
）
知
覚
と
考

え
る
こ
と
は
、
宗
教
を
静
的
な
命
題
体
系
と
と
ら
え
る
理
神
論
や

自
然
的
宗
教
論
の
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
マ

ン
主
義
の
宗
教
理
解
は
、
あ
る
意
味
で
普
遍
的
理
性
批
判
や
形
而

上
学
批
判
に
立
つ
、
後
述
の
意
味
で
の
イ
ロ
ニ
ー
的
転
換
の
試
み
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で
あ
っ
た
。

　
C
近
代
宗
教
学
と
批
判
的
意
識

　
通
常
、
近
代
宗
教
学
成
立
の
里
程
標
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、

マ
ヅ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
…
票
ζ
巨
胃
）
に
よ
る
「
宗
教
学
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

（
ω
色
竃
8
o
申
篶
＝
阻
昌
）
の
由
目
一
揚
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
後
半

に
お
い
て
宗
教
学
の
成
立
が
可
能
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
力
学
が
働
い
て
い
た
。
ロ
マ
ン
主
義
の
歴
史
観
や
主
観
意
識

論
が
宗
教
学
の
発
生
に
与
え
た
イ
ン
バ
ク
ト
は
、
容
易
に
想
像
で

き
る
で
あ
ろ
う
が
、
近
代
宗
教
学
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ロ
マ

ン
主
義
や
観
念
論
哲
学
自
身
が
紡
ぎ
出
し
た
「
大
き
な
物
語
」
と

し
て
の
新
た
な
形
而
上
学
が
解
体
、
あ
る
い
は
よ
り
適
切
に
言
え

ば
潜
在
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
方
、
啓
蒙
思
想
に
含
ま
れ

て
い
た
い
く
つ
か
の
モ
チ
ー
フ
が
宗
教
学
の
モ
チ
ー
フ
と
な
る
た

め
に
は
、
そ
れ
ら
も
や
は
り
理
神
論
の
枠
組
み
を
脱
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
一
九
世
紀
中
葉
前
後
に
お
け
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
解
体

や
「
宗
教
批
判
」
の
台
頭
に
よ
り
、
啓
蒙
神
学
や
ロ
マ
ン
主
義
の

批
判
意
識
は
む
し
ろ
神
話
化
的
意
識
の
如
く
み
な
さ
れ
、
批
判
的

克
服
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
宗
教
学
成
立
の
触
媒
の
役

を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
す
で
に
マ
ル
ク
ス
が
一
八
四
四

年
の
『
へ
－
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』
で
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗

教
批
判
の
終
了
」
至
旦
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
俗
化
の
進
行
は

制
度
お
よ
び
世
界
観
と
し
て
の
宗
教
の
力
を
著
し
く
失
わ
し
め
て

い
た
が
、
こ
こ
か
ら
宗
教
の
真
偽
問
題
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、

歴
史
的
現
象
と
し
て
の
宗
教
の
機
能
や
、
ま
た
人
問
学
的
意
味
を

主
題
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
近
代
宗
教
学

は
誕
生
し
た
。
も
っ
と
も
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
宗
教
学

が
地
歩
を
築
い
た
の
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
学
は
神

学
の
補
助
学
と
し
て
の
地
位
か
ら
徐
々
に
自
立
を
遂
げ
て
い
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
近
代
宗
教
学
は
、
そ
の
成
立
時
に

　
　
　
、

お
い
て
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
を
内
に
も
っ
て
い
た
。
方

法
的
に
も
、
古
典
的
な
学
問
論
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
説
明
学
と
理

解
学
に
属
す
る
手
続
き
が
輻
鞍
し
て
お
り
、
ま
た
明
確
な
還
元
論

的
意
図
か
ら
、
漠
然
と
し
た
超
越
へ
の
志
向
を
経
て
、
は
っ
き
り

と
し
た
神
学
的
存
在
論
へ
と
い
う
宗
教
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
幅

も
見
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
こ
に
は
、
近
世
の
初
め
以
来
の

宗
教
と
反
省
的
思
考
の
屈
曲
し
た
歩
み
が
折
り
畳
ま
れ
て
い
た
。

　
宗
教
学
の
成
立
は
、
こ
の
よ
う
に
宗
教
か
ら
の
近
代
的
疎
隔
と

「
宗
教
」
の
客
体
化
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
宗

教
学
は
そ
う
し
た
疎
隔
を
も
た
ら
し
た
近
代
の
（
狭
義
の
「
宗
教
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批
判
」
を
も
含
む
）
批
判
的
思
考
と
無
縁
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
を
前
提
に
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
宗
教

学
は
同
時
に
、
「
宗
教
」
を
解
消
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
再
定
義
し
、
再
記
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
別
の
次
元
に
お

い
て
宗
教
を
「
再
獲
得
」
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
宗
教
に
付
与

さ
れ
た
意
味
や
特
徴
づ
け
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
だ
精
神
史
的

に
見
る
な
ら
ぱ
、
宗
教
学
が
制
度
的
に
定
着
し
、
ま
た
思
想
界
に

も
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
時
期
（
前
世
紀
末
よ
り
今
世
紀
の
三

〇
年
代
、
こ
ろ
ま
で
）
は
、
近
代
合
理
主
義
へ
の
「
非
合
理
主
義

的
」
な
反
対
運
動
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
文
化
批
判
」
（
丙
巨
巨
『
・

ζ
－
葦
）
の
興
隆
期
に
あ
た
ウ
て
い
た
。
そ
の
た
め
こ
の
時
期
の

宗
教
学
は
こ
の
精
神
潮
流
と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
、
近
代
的
・
合

理
主
義
的
な
宗
教
批
判
に
抗
し
て
、
「
宗
教
」
を
い
わ
ぱ
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ヴ
な
実
在
認
識
と
実
践
の
通
路
と
し
て
再
確
保
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
エ
ト
ス
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
こ

で
は
「
批
判
的
思
考
」
は
む
し
ろ
制
度
化
し
た
近
代
に
対
し
て
向

け
ら
れ
て
お
り
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
疎
隔
を
前
提
と
し
て
い
た
に

せ
よ
、
そ
こ
で
は
宗
教
へ
の
批
判
的
思
考
の
発
動
は
後
退
し
た
か

に
見
え
る
外
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
「
宗
教
」
と
い
う
近
代
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
共
同
的
投
企
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
す
で
に
、
宗
教
学

の
営
み
は
、
そ
れ
が
た
と
え
実
定
宗
教
へ
の
批
判
を
前
提
と
す
る

に
せ
よ
、
し
ば
し
ぱ
批
半
的
思
考
に
背
反
す
る
も
の
と
す
ら
受
け

と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
今
日
宗
教
学
に
欠
け
て
い
る
も
の
と
し
て
外
部
か
ら

し
ぱ
し
ぱ
指
摘
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
外
な
ら
ぬ
近
代

的
・
「
啓
蒙
」
的
な
意
味
で
の
宗
教
批
判
の
立
場
に
外
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
は
し
か
し
、
宗
教
学
が
ポ
ス
ト
宗
教
批
判
の
一
現
象
で
あ

る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
、
単
な
る
批
判
意
識
の
欠
如
と
同
一
視
さ
れ

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
文
化
批
判
の
時
代
以
来
半
世
紀

以
上
の
と
き
が
過
ぎ
、
宗
教
学
も
専
門
分
化
の
度
を
加
え
、
方
法

論
と
学
聞
史
に
お
い
て
反
省
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
対
象
た
る
宗

教
か
ら
の
デ
タ
ヅ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
中
心
的
主
題

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
は
い
う
も
の
の
、
近
代
と
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
群
は
、
解
消

さ
れ
た
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
見
方
に
よ
ウ
て
は
、
宗
教
学
は
今

日
な
お
、
客
観
主
義
的
な
硬
直
化
と
、
非
合
理
主
義
的
な
古
い
モ

チ
ー
フ
の
ナ
イ
ー
ヴ
な
露
呈
と
を
両
極
と
す
る
二
極
分
裂
に
陥
っ

て
い
る
き
ら
い
が
な
く
も
な
い
。
宗
教
学
は
、
宗
教
へ
の
自
己
の

固
有
の
コ
ミ
ソ
ト
メ
ン
ト
が
も
つ
歴
史
性
を
忘
却
す
る
こ
と
に
よ

り
、
批
判
的
思
考
を
ど
の
よ
う
に
自
己
に
接
続
す
る
ぺ
き
か
、
考
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え
あ
ぐ
ね
て
い
る
と
圭
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、

今
宗
教
学
に
と
り
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
ナ
イ
ー
ヴ

な
宗
教
批
判
へ
の
全
面
的
逆
行
で
も
、
あ
る
い
は
文
化
批
判
の
継

続
に
よ
る
宗
教
へ
の
批
判
的
距
離
の
喪
失
で
も
な
く
、
反
省
性
を

よ
り
高
め
た
批
判
的
思
考
の
獲
得
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
　
イ
ロ
ニ
ー
的
思
考
の
可
能
性

　
a
ブ
ラ
ウ
ン
と
「
弁
証
法
的
イ
ロ
ニ
ー
」

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
と

し
て
、
近
年
の
社
会
科
学
や
哲
学
に
お
け
る
「
イ
ロ
ニ
ー
」
の
概

念
を
め
ぐ
る
論
議
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
ポ
ス
ト
近
代
論
や
ポ

ス
ト
構
造
主
義
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
い
か
に
批
判
的
思

考
を
確
保
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
学
に
限
ら
ず
、
あ

ら
ゆ
る
領
域
で
模
索
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
共
通

の
認
識
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
固
定
的
な
実
在
観
や
真

理
観
を
前
提
と
し
基
準
と
す
る
批
判
様
式
の
終
焉
と
、
脱
中
心
化

し
、
脱
真
理
化
し
た
思
想
世
界
の
な
か
で
の
新
た
な
批
判
的
思
考

ス
タ
イ
ル
の
要
請
で
あ
る
。
そ
の
後
者
の
類
型
と
し
て
、
「
イ
ロ

ニ
ー
」
と
い
う
概
念
が
し
ぱ
し
ぱ
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

　
（
8
）

あ
る
。

　
例
え
ぱ
社
会
学
者
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
H
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
g
）

『
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
社
会
」
（
一
九
八
七
）
に
お
い
て
、
「
今
日

で
は
お
そ
ら
く
唯
一
可
能
な
、
開
放
的
で
公
共
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
の
形
式
」
と
し
て
「
弁
証
法
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
取
り
出
そ
う
と
す
る
（
｝
曽
H
）
。
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
弁
証

法
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
、
「
正
統
派
の
社
会
科
学
や
抑
圧
的
な
社

会
条
件
が
も
た
ら
す
一
次
的
思
考
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
て
く

れ
る
、
知
的
行
為
の
形
式
」
（
ω
N
畠
）
で
あ
り
、
「
実
証
主
義
の

公
的
断
言
」
と
「
ロ
マ
ン
主
義
の
私
的
撤
退
」
を
と
も
に
超
脱
・

包
摂
す
る
（
｝
N
震
）
思
考
態
度
と
圭
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
弁
証
法
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
る
超
越
は
、
事
物
が
あ
る
が
ま
ま

と
は
異
な
る
こ
と
を
想
像
す
る
能
力
、
現
実
を
脱
現
実
化
す
る
能

力
を
、
そ
の
前
提
と
し
て
要
求
す
る
。
弁
証
法
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
の

力
を
介
し
て
得
ら
れ
る
反
対
命
題
を
前
面
に
呼
び
出
す
こ
と
が
、

遺
徳
的
自
由
と
想
像
カ
の
基
盤
な
の
だ
。
ロ
マ
ン
主
義
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
も
実
証
主
義
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
も
、
そ
う
し
た
想
像
カ

を
欠
い
て
い
る
」
（
ω
曽
O
。
）
。
あ
る
い
は
「
意
識
の
諸
形
態
を
す

べ
て
相
対
化
し
て
同
等
だ
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
的

ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
い
っ
さ
い
が
象
徴
的
構
築
過
程
で
あ
る
こ
と
、
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い
っ
さ
い
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
他
の

も
の
よ
り
究
極
的
に
優
越
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
」
（
｝
N
O
。
－
）
。
ブ
ラ
ウ
ン
の
議
論
は
、
文
芸
理
論
を
も

援
用
し
た
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
ブ
ラ

ウ
ン
は
、
弁
証
法
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
名
の
も
と
に
、
「
否
定
的
な

理
性
」
と
し
て
の
「
弁
証
法
的
理
性
の
力
」
と
、
自
由
な
構
想
力

に
よ
る
投
企
の
可
能
性
と
を
結
ぴ
つ
け
、
ひ
と
つ
の
限
界
的
な
身

振
り
と
し
て
定
式
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
な
く
も
な
い
。
こ

う
し
て
、
「
自
己
愛
を
の
り
こ
え
、
自
分
が
崇
拝
し
て
い
る
も
の

を
恩
想
的
に
打
ち
砕
く
」
こ
と
に
よ
る
自
己
超
越
を
要
求
す
る
シ

ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
イ
ロ
ニ
ー
論
の
名
高
い
一
節
を
引
用
し
つ
つ
ブ
ラ

ウ
ン
が
確
保
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
な
お
形
式
的
な
も
の
に
と

ど
ま
づ
て
は
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
意
味
で
の
弁
証
法
的
ア
イ

ロ
ニ
ー
の
適
用
を
免
れ
う
る
何
ら
か
の
論
証
や
実
践
が
あ
る
か
ど

う
か
、
定
か
で
は
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
b
イ
ロ
ニ
ー
と
「
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
」

　
一
方
、
今
目
の
有
力
な
哲
学
者
の
ひ
と
り
、
R
・
ロ
ー
テ
ィ
も
、

わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
可
能
な
立
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
「
ア
イ

ロ
ニ
ー
」
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
著
書
、
『
偶
発
性
・
ア
イ
ロ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

1
・
連
帯
』
（
一
九
八
九
）
と
お
い
て
ロ
ー
テ
ィ
は
、
認
識
論
的

な
側
面
と
モ
ラ
ル
論
的
な
側
面
と
に
ま
た
が
る
か
た
ち
で
、
ア
イ

ロ
ニ
ー
概
念
の
彫
琢
を
試
み
る
。
口
⊥
ア
ィ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
概
念

の
中
核
を
な
す
の
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
「
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
プ

ラ
リ
ー
」
（
⇒
冨
－
く
O
S
σ
巨
胃
く
）
を
解
体
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
「
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
テ
ィ
が
固
有
の

ア
ク
セ
ン
ト
と
と
も
に
用
い
る
概
念
で
あ
る
。
個
々
の
こ
と
ば
や

そ
れ
を
用
い
た
言
説
の
シ
ス
テ
ム
を
ロ
ー
テ
ィ
は
「
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ

ラ
リ
ー
」
と
呼
ぶ
が
、
例
え
ぱ
「
観
念
」
や
「
思
考
」
や
「
認

識
」
と
い
う
た
語
が
使
わ
れ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
ロ
ー
テ
ィ

は
こ
と
さ
ら
に
こ
の
用
語
を
用
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
「
言

語
論
的
転
回
」
の
主
唱
者
の
ひ
と
り
と
し
て
の
ロ
ー
テ
ィ
の
意
図

を
反
映
し
て
い
る
。
口
⊥
ア
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
や

科
学
の
試
み
は
、
実
在
や
自
然
と
認
識
と
の
対
応
な
い
し
一
致
、

こ
と
ぱ
を
か
え
れ
ば
実
在
そ
の
も
の
の
も
つ
先
在
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ

ラ
リ
ー
に
自
ら
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
一
致
さ
せ
る
、
と
い
う

理
念
に
導
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
言
語
を
超

え
て
何
ら
か
の
実
在
を
直
接
認
識
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
ヴ

ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
結
局
わ

れ
わ
れ
が
な
し
う
る
の
は
、
自
他
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
相
互
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調
整
と
、
生
き
生
き
と
し
た
「
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
希
望
」
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

出
す
る
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
創
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
「
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
は
ロ
ー
テ
ィ
の
こ

と
ば
に
よ
れ
ぱ
、
「
自
ら
の
行
為
と
信
念
と
生
と
の
正
当
化
の
た

め
に
す
べ
て
の
人
間
が
持
っ
て
歩
く
一
連
の
こ
と
ぱ
」
（
宛
お
）

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
終
極
的
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
非
循

環
的
に
論
証
し
、
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、

終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
言
語
の

限
界
と
し
て
、
「
そ
れ
を
超
え
て
は
た
だ
、
何
も
な
し
え
ぬ
受
動

性
か
力
へ
の
訴
え
か
け
以
外
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
」

に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
；
o
）
。
そ
う
し
た
ヴ
才
キ
ャ
ブ

ラ
リ
ー
の
例
と
し
て
ロ
ー
テ
ィ
は
ラ
ン
ダ
ム
に
、
「
キ
リ
ス
ト
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
革
命
」
な
ど
と
い
っ
た
限
定
的
な
語
や
、
真
・

善
．
美
な
ど
の
よ
り
フ
レ
ク
シ
ブ
ル
か
つ
一
般
的
な
語
を
挙
げ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
か
な
る
語
彙
で
あ
れ
、
そ
れ
を
限
界
概
念
と

し
て
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
営
ま
れ
る
言
語
実
践
の
要
と
な
る
語
は
、

終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
な
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ

の
概
念
を
受
け
て
ロ
ー
テ
ィ
は
、
「
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
」
を
、
以
下

の
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
人
間
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、

他
者
の
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
に
接
す
る
こ
と
で
、
目
己
の

終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
常
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
い
直
し
続

け
る
こ
と
。
二
、
現
在
の
自
己
の
語
彙
に
よ
る
論
証
で
は
、
こ
の

疑
い
を
承
諾
す
る
こ
と
も
、
解
消
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
の

自
覚
。
三
、
自
ら
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
他
の
そ
れ
と
比
べ
て

特
権
的
に
実
在
に
近
接
し
て
い
る
な
ど
と
考
え
な
い
こ
と
。
ま
た

ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
選
択
の
際
に
、
普
遍
的
な
メ
タ
・
ヴ
ォ
キ

ャ
ブ
ラ
リ
ー
や
実
在
に
訴
え
た
り
し
な
い
こ
と
（
旨
e
。
以
上

の
条
件
は
み
な
自
己
へ
と
向
け
ら
れ
た
イ
ロ
ニ
ー
を
表
し
て
い
る

が
、
近
代
認
識
論
と
基
礎
づ
け
主
義
に
対
す
る
ロ
ー
テ
ィ
の
極
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜆
）

て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
解
体
作
業
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ロ
ー

テ
ィ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
自
己
と
他
者
の
区
別

な
く
発
動
さ
れ
る
批
判
的
思
考
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
対
極
を
な
す
も
の
は
何
か
。

ロ
ー
テ
ィ
は
こ
れ
を
形
而
上
学
（
昌
g
岩
耳
ω
一
8
）
と
呼
ぷ
。
も

っ
と
も
初
歩
的
か
つ
広
範
に
見
ら
れ
る
形
而
上
学
は
、
憤
習
化
し

た
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
に
安
住
し
た
「
常
識
」

（
8
昌
昌
昌
ω
彗
窒
）
で
あ
る
。
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
結
局
形

而
上
学
の
本
質
は
、
語
彙
の
存
在
が
す
で
に
そ
の
指
示
対
象
の
実

在
的
本
質
性
を
保
証
す
る
も
の
と
見
な
す
点
に
あ
る
（
丙
虞
）
。

も
ち
ろ
ん
形
而
上
学
も
常
識
を
覆
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
場
合
形

777



一橋論叢　第115巻　第4号　平成8年（1996年）4月号　（60）

而
上
学
は
、
「
実
在
」
や
「
真
理
」
の
名
に
お
い
て
そ
れ
を
行
う
。

形
而
上
学
は
、
実
在
が
真
な
る
も
の
を
教
え
、
ま
た
実
在
が
終
極

的
語
彙
を
教
示
す
る
と
の
映
像
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
は
、
そ
の
時
々
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
超
え
た

普
遍
的
規
準
や
実
在
の
こ
と
ぱ
を
持
ち
出
す
こ
と
は
し
な
い
。
自

他
の
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
停
滞
を
揺
る
が
す
ア
イ
ロ
ニ

ス
ト
の
対
案
は
、
「
再
記
述
」
（
『
＆
霧
S
冒
饒
旨
）
の
形
で
な
さ

れ
る
（
宛
畠
け
）
。
再
記
述
は
い
か
な
る
意
味
で
も
形
而
上
学
的

な
真
理
主
張
を
立
て
ず
、
事
実
や
実
在
の
「
発
見
」
（
饒
邑
ま
O
q
）

と
い
う
よ
り
は
「
制
作
」
（
昌
算
ぎ
O
q
）
に
外
な
ら
な
い
（
宛
ミ
）
。

ロ
ー
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
何
も
の
も
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
超
え
る

も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
終
極
的
語
彙
の
批
判
は
、
他
の
終
極

的
語
彙
で
な
さ
れ
る
外
は
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
ロ
ー
テ
ィ
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
相
対
主
義
一
般
へ
の
あ
ら
ゆ
る
疑
義
が
寄
せ
ら
れ
よ
う
し
、

ま
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
イ
ロ
ニ
ー
論
に
対
し
へ
ー
ゲ
ル
が
つ
と
に

呈
し
た
疑
義
、
す
な
わ
ち
無
制
約
な
イ
ロ
ニ
ー
は
結
局
終
り
な
き

否
定
と
無
限
の
認
識
論
的
後
退
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
何
ら
の
積
極

的
定
立
も
な
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
異
議
が
な
さ
れ
て
も

不
思
議
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■
－

　
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
ロ
ー
テ
ィ
は
、
モ
ラ
ル
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
形
成
の
問
題
と
、
ま
た
イ
ロ
ニ
ー
と
積
極
的
自
由

主
義
と
の
両
立
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
に
よ
り
応
じ
て
い
る
。

そ
の
詳
細
は
省
く
外
な
い
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
ロ
ー
テ
ィ
は
、
公

的
・
政
治
レ
ト
リ
ッ
ク
は
今
日
な
お
形
而
上
学
的
で
あ
る
も
の
の
、

自
由
と
連
帯
は
形
而
上
学
や
哲
学
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
必
要
と
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
必
要
な
の
は
、
他
の
個
人

や
共
同
体
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
的
実
践
を
繊
細
に
理
解
・
記
述

す
る
技
能
の
増
大
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
「
（
人
間
相
互
の
）

連
帯
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
聞
き
届
け
る
や
必
ず
認
知
す
る
よ

う
な
厘
言
語
と
い
っ
た
形
で
わ
れ
わ
れ
を
待
ち
受
け
て
い
る
も
の

の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
さ
さ
や
か
な
断
片
の
数
々
か

ら
構
築
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
カ
寒
）
。
結
局
、

形
而
上
学
の
映
像
か
ら
の
解
放
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
自
由
な
自

己
構
築
と
、
他
者
と
の
連
帯
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
ロ
ー
テ
ィ
は

強
調
す
る
。
そ
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
そ
う
し
た
解
放
を
獲
得
す

る
た
め
の
、
批
判
的
な
思
考
と
実
践
の
ス
タ
イ
ル
な
の
で
あ
る
。

四
　
宗
教
学
と
イ
ロ
ニ
ー
的
思
考

a
宗
教
・
宗
教
学
と
イ
ロ
ニ
ー
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イ
ロ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
ウ
ン
や
口
⊥
ア
ィ
ら
の
こ
う
し
た
議

論
の
妥
当
性
は
、
別
に
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
と

り
あ
え
ず
イ
ロ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
宗
教
学
と
批

判
的
思
考
と
の
関
わ
り
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に

結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
そ
も
そ
も
宗
教
自
体
が
極
め
て
イ
ロ
ニ
ー
的
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
を
な
す
の
は
、
日
常
的
現
実
の
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
で
批
判
的
な
異
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
ロ
ニ
ー
は
、

宗
教
の
思
想
と
修
辞
的
手
段
の
核
心
を
な
し
て
い
る
と
も
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
一
方
で
宗
教
は
、
そ
れ

に
劣
ら
ず
形
而
上
学
的
で
あ
り
、
固
有
の
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ

リ
ー
を
固
守
す
る
立
場
に
立
う
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
宗
教
が
形

而
上
学
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
堅
固
な

有
神
論
体
系
を
築
き
上
げ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
形
而
上
学
を
拒
絶

す
る
場
合
も
あ
る
（
初
期
仏
教
、
否
定
神
学
な
ど
）
。
と
は
い
え

後
者
に
お
い
て
も
、
狭
義
の
形
而
上
学
を
否
定
し
、
生
や
実
践
を

強
調
す
る
こ
と
ば
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
終
極
的
な
」
こ
と
ば
と

な
う
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
宗

教
は
、
「
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
」
を
核
と
し
て
形
成
さ
れ

る
思
想
と
実
践
と
憤
習
の
シ
ス
テ
ム
と
な
る
。

　
宗
教
学
が
ま
ず
な
す
べ
き
こ
と
は
、
．
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の

了
解
と
記
述
で
あ
る
。
そ
の
際
ま
ず
は
、
研
究
者
自
ら
の
先
入
観

を
カ
ッ
コ
に
入
れ
る
こ
と
、
古
典
的
な
用
語
に
言
う
「
価
値
中

立
」
の
態
度
が
や
は
り
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
上
で

な
お
、
宗
教
の
記
述
・
研
究
と
は
、
宗
教
の
側
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ

リ
i
と
研
究
者
の
側
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
を
対
時
さ
せ
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
く
つ
か

の
選
択
肢
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
ず
は
イ
ロ
ニ
ー
の
発

動
を
お
さ
え
て
、
対
象
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
了

解
に
努
め
る
こ
と
が
、
や
は
り
基
本
と
な
る
だ
ろ
う
。
ロ
ー
テ
ィ

は
、
そ
も
そ
も
イ
ロ
ニ
ー
的
な
再
記
述
の
態
度
は
他
者
の
ヴ
ォ
キ

ャ
ブ
ラ
リ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
イ
ロ
ニ
ー
が
他
者
を
根
本
的
に
傷
つ
け
損
な

う
可
能
性
に
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
言
う
（
宛
8
声
）
。

ロ
ー
テ
ィ
に
よ
れ
ぱ
「
自
由
主
義
的
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
」
は
、
破
壊

者
で
あ
る
以
前
に
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
や
共
同
体
が
そ
の
ま
わ

り
に
自
分
た
ち
の
幻
想
や
生
活
を
繰
り
広
げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

の
さ
さ
や
か
な
事
物
を
認
知
し
、
記
述
す
る
技
量
を
高
め
る
」
べ

き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
礎
づ
け
主
義
的
な
哲
学
や
科
学
が
担
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っ
た
「
形
而
上
学
的
文
化
」
の
次
に
来
る
べ
き
「
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト

文
化
」
に
お
け
る
「
厚
い
記
述
（
…
鼻
監
ω
O
ユ
9
一
昌
）
」
の
学

の
興
隆
を
口
ー
テ
ィ
が
要
請
し
て
い
る
（
丙
漫
）
こ
と
に
も
つ
な

が
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
究
極
性
を
戴
く
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
・
シ

ス
テ
ム
の
思
想
と
実
践
が
、
社
会
的
文
脈
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に

批
判
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
存
在
す
る
。
こ
こ
に
、
「
宗
教
学
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
機
能
」
を
語
り
う
る
、
ま
た
語
ら
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
（
肥
）

な
い
理
由
が
あ
る
。
近
代
啓
蒙
主
義
の
宗
教
批
判
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
無
効
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
現
実
の
宗
教
に
お
け
る
抑

圧
的
な
る
も
の
の
批
判
は
絶
え
ず
継
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
宗
教
学
が
イ
ロ
ニ
ー
の
果
て
に
、
逆
説
的
に
実
定
宗
教
に

加
担
し
う
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
宗
教
学
へ
の
啓
蒙
的
批
判

と
、
啓
蒙
的
学
へ
の
転
身
の
要
求
は
、
十
分
に
理
解
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
う
し
た
啓
蒙
的
な
批
判
の
諸
々
の
実
定
的

規
準
が
、
そ
れ
自
身
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
し
て
温
存
さ

れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
や
は
り
相
対
化
さ
れ
る
余
地
を
残

し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
啓
蒙
と

イ
ロ
ニ
i
と
は
、
共
属
す
べ
き
も
の
で
あ
う
て
、
あ
れ
か
こ
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
）

と
い
う
固
定
的
な
選
択
肢
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
，
啓
蒙
に
せ
よ

イ
ロ
ニ
i
に
せ
よ
、
そ
れ
自
身
が
終
極
的
な
る
も
の
と
し
て
立
て

ら
れ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
者
理
解

の
繊
細
な
技
法
と
、
何
よ
り
も
自
己
自
身
へ
の
イ
ロ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

な
視
線
を
も
内
包
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
イ
ロ
ニ
ー
的
な
立

場
は
宗
教
学
に
ふ
さ
わ
し
い
批
判
的
思
考
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

　
b
イ
ロ
ニ
ー
的
思
考
と
宗
教
学
の
可
能
性

　
前
章
で
見
た
ブ
ラ
ウ
ン
の
議
論
に
強
調
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

イ
ロ
ニ
ー
的
思
考
の
も
う
一
つ
重
要
な
働
き
は
、
現
実
の
自
明
性

を
動
揺
さ
せ
、
他
の
現
実
の
可
能
性
を
構
想
せ
し
め
る
こ
と
に
あ

づ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
的
思
考
は
、
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ

リ
ー
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
固
定
性
に
ば
か
り
は
還
元
で
き
な
い
、

こ
う
し
た
イ
ロ
ニ
ー
的
異
化
の
運
動
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
宗
教
の
も
つ
こ
う
し
た
否
定
的
・
批
判
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を

見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
近
代

宗
教
学
の
最
も
有
力
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
「
文
化
批
判
」
へ
の

傾
き
は
、
宗
教
に
お
け
る
こ
う
し
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
注
目
し
、

ま
た
そ
こ
に
宗
教
学
者
自
身
の
批
判
的
構
想
力
を
重
ね
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
り
加
速
さ
れ
て
い
う
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ロ

ニ
ー
は
容
易
に
固
定
的
シ
ス
テ
ム
に
転
落
し
う
る
。
宗
教
研
究
が

対
象
の
終
極
的
ヴ
ォ
キ
け
ブ
ラ
J
ー
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
究
極
概
■
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念
と
す
る
、
す
な
わ
ち
実
定
神
学
へ
と
逆
行
す
る
こ
と
は
少
な
く

な
い
。
さ
ら
に
、
啓
蒙
的
近
代
と
実
定
宗
教
両
者
の
終
極
的
語
彙

を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
相
対
化
す
る
営
み
と
し
て
出
現
し
た
は
ず
の

宗
教
学
自
身
が
、
今
度
は
一
連
の
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を

産
出
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
っ
た
。
例
え
ぱ
超
伝
統
的
・
普
遍
的

「
宗
教
体
験
」
や
「
神
秘
体
験
」
、
こ
れ
も
伝
統
を
超
え
た
、
元
型

的
な
「
宗
教
的
人
間
」
や
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
な
ど
の
一
連
の

概
念
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
一
般
概
念
と
し
て
の

近
代
的
な
「
宗
教
」
（
§
雨
零
一
雪
昌
）
の
概
念
そ
の
も
の
が
、

す
で
に
し
て
そ
う
し
た
語
彙
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
鳴
し
れ
な
い
。

か
く
し
て
、
宗
教
学
は
往
々
に
し
て
、
特
定
の
究
極
概
念
を
戴
く

「
形
而
上
学
」
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
古
典
的
典
型
と
し
て
、

自
他
の
イ
ロ
ニ
ー
的
解
体
と
、
イ
ロ
ニ
ー
的
修
辞
学
の
高
揚
、
そ

し
て
「
宗
教
的
感
情
」
と
い
う
新
た
な
終
極
的
語
彙
の
確
保
を
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

現
し
た
シ
ュ
ラ
イ
ヱ
ル
マ
ヅ
ハ
ー
を
想
起
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
経
験
学
と
い
う
宗
教
学
の
自
己
理
解

と
、
そ
の
隠
さ
れ
た
形
而
上
学
的
真
理
主
張
と
の
間
に
組
鱈
が
あ

る
限
り
で
、
宗
教
学
に
対
す
る
形
而
上
学
批
判
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
問
題
は
し
か
し
、
そ
の
際
の
批
判
の
視
点
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
や
は
り
啓
蒙
主
義
的
な
神
学
批
判
を
も
ち
だ
す
だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
っ
て
、
宗
教
学
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
一
般
理
論
に
む
け

て
今
日
対
置
す
べ
き
イ
ロ
ニ
ー
的
態
度
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
社
会
的
世
界
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
用
い
う

る
終
極
的
語
彙
に
対
す
る
ラ
ジ
カ
ル
で
持
続
的
な
疑
い
と
い
う
ス

タ
ン
ス
を
受
け
入
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
と
折
り
合
い
を
つ
け

る
か
、
あ
る
い
は
拒
む
の
か
。
社
会
理
論
が
今
日
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
い
ず
れ
か
を
超
え
た
選
択
肢
は
ほ
と
ん
ど

　
（
脆
）

な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
反
省
的
な
自
己
相
対
化
を
果
た
す

こ
と
に
よ
り
、
宗
教
学
に
お
け
る
イ
ロ
ニ
ー
の
遺
産
は
生
き
て
く

る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
イ
ロ
ー
ニ
ソ
シ
ュ
な
批
判
的
思

考
と
結
ぴ
つ
い
て
こ
そ
、
宗
教
学
は
理
論
上
の
更
新
を
果
た
し
う

る
だ
ろ
う
。

　
ポ
ス
ト
近
代
論
の
多
彩
な
議
論
を
ど
う
理
解
す
る
に
せ
よ
、

「
実
在
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
基
礎
づ
け
や
終
極
性
を
帯
び
た
特
権

的
塗
言
説
と
い
う
考
え
方
が
も
は
や
不
可
能
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
は
、
明
ら
か
な
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
月
並
み
で
は
あ
る
が
、
多

元
主
義
的
な
状
況
を
尊
重
し
、
そ
こ
で
の
「
対
話
」
と
「
寛
容
な

（
1
7
）

抗
争
」
の
な
か
で
、
社
会
や
文
化
を
更
新
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
か

れ
わ
れ
の
選
ぶ
ぺ
き
適
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
対
話
や
討

議
に
お
け
ゑ
示
教
学
の
役
割
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
過
去
の
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諸
世
紀
と
同
様
、
今
日
の
世
界
に
お
い
て
、
宗
教
の
諸
勢
力
は
決

し
て
無
視
し
え
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
と
に
七
〇
年
代
以
降
、
原

理
主
義
、
新
（
新
）
宗
教
、
ニ
ュ
ー
・
エ
イ
ジ
運
動
な
ど
と
い
っ

た
宗
教
現
象
が
台
頭
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
を
ど
う
理
解
し
、
ま

た
こ
れ
ら
の
信
奉
者
と
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
を
図

っ
て
ゆ
く
か
は
、
今
日
の
社
会
形
成
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
運
動
は
し
ば
し
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
「
終

極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
」
を
も
ち
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
対

話
す
ら
も
拒
絶
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
別
の
（
例
え
ぱ
科
学
主
義

的
な
、
あ
る
い
は
常
識
的
な
）
終
極
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
ぶ

つ
け
る
だ
け
で
は
、
問
題
は
解
決
し
な
い
。
む
し
ろ
必
要
と
さ
れ

る
の
は
、
繊
細
で
反
省
的
な
対
話
者
で
あ
り
、
理
解
と
批
判
を
循

環
的
に
深
め
て
ゆ
く
よ
う
な
イ
ロ
ニ
ー
的
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
う

し
た
対
話
者
と
し
て
の
役
割
を
宗
教
学
が
果
た
し
う
る
な
ら
ぱ
、

宗
教
学
は
今
日
の
世
界
に
お
け
る
自
由
な
社
会
形
成
と
自
己
形
成

を
助
け
る
有
力
な
声
の
ひ
と
つ
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
宗
教
が
こ
の
時
代
の
何
か
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
が
「
ポ
ス
ト
・
イ
回
二
－
的
文

化
」
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
う
る
こ
と
も
、
皆
無
だ
と
は
言
え
な
い
の

で
あ
る
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
－
■

（
1
）
最
初
の
て
が
か
り
と
し
て
は
、
例
え
ぱ
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

石
田
慶
和
・
薗
田
坦
編
『
宗
教
学
を
学
ぷ
人
の
た
め
に
』
（
世
界
恩

想
社
　
一
九
八
九
）
、
ア
エ
ラ
・
ム
ヅ
ク
ー
1
『
宗
教
学
が
わ
か
る
』

　
（
朝
日
新
闘
社
　
一
九
九
五
）
、
井
上
順
孝
編
『
現
代
日
本
の
宗
教
社

　
会
学
』
（
世
界
思
想
社
　
一
九
九
四
）
。

（
2
）
　
「
宗
教
学
」
の
語
は
か
な
り
多
義
的
で
あ
る
。
最
広
義
に
は
、

宗
教
研
究
一
般
を
能
う
か
ぎ
り
広
く
表
す
が
、
狭
義
に
は
神
学
は
も

　
と
よ
り
、
宗
教
哲
学
を
も
除
外
し
た
、
経
験
的
研
究
の
み
を
指
す
。

　
一
方
後
者
に
つ
い
て
も
、
歴
史
学
、
人
類
学
、
社
会
学
、
心
理
学
な

　
ど
の
諸
領
域
で
な
さ
れ
る
宗
教
研
舟
を
広
く
含
む
場
合
も
あ
れ
ぱ
、

　
そ
れ
ら
の
学
科
と
並
立
す
る
独
立
学
科
と
し
て
の
「
宗
教
学
」
を
意

　
味
す
る
場
合
も
あ
る
（
こ
の
場
合
後
者
は
、
「
宗
教
史
学
」
「
宗
教
社

　
会
学
」
「
宗
教
心
理
学
」
な
ど
と
い
っ
た
下
位
分
化
を
も
つ
こ
と
に

　
な
る
）
。
本
稿
で
は
、
独
立
学
科
と
し
て
の
宗
教
学
に
も
う
と
も
密

　
接
に
関
わ
る
問
題
状
況
を
論
じ
る
が
、
こ
れ
は
広
義
の
宗
教
学
全
体

　
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。
従
づ
て
以
下
で
「
宗
教
学
」
の
語
は
、

　
神
学
を
除
い
た
広
義
の
そ
れ
を
意
昧
を
表
す
も
の
と
す
る
。
な
お
宗

　
教
学
の
学
史
と
根
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
田
丸
徳
善
『
宗
教
学
の
歴

　
史
と
課
題
』
（
山
本
書
店
　
一
九
八
七
）
を
参
照
。

（
3
）
O
房
片
彗
冬
彗
ω
o
巨
畠
も
雨
竃
ミ
き
鳶
き
『
§
膏
ざ
§
ミ
｝
富
§
－

　
｝
o
ぎ
§
（
｝
o
＝
＝
o
目
～
①
冨
津
叫
威
－
く
o
二
印
o
o
－
岨
｛
o
o
）
一
ω
一
ω
㊤
．

（
4
）
　
啓
蒙
主
義
の
宗
教
論
と
宗
教
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
以
下

　
の
文
献
な
ど
を
参
照
。
黒
后
『
＝
彗
ユ
閉
昌
一
オ
§
亀
o
s
，
s
註
き
雨

　
完
“
ミ
的
ざ
茗
｝
　
｛
茗
　
吊
ぎ
雨
　
b
轟
S
ω
寺
　
b
ヨ
ー
慧
膏
ミ
§
雨
ミ
＾
（
O
與
冒
げ
ユ
｛
的
o
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○
印
昌
σ
ユ
旦
胴
o
C
I
市
．
－
o
岨
o
）
一
～
o
↓
0
H
｝
｝
H
目
ρ
き
§
§
－
完
9
暗
ざ
S

　
§
包
§
雨
き
ミ
ミ
ミ
完
⑮
ミ
亀
§
（
－
o
ま
昌
＼
z
く
カ
昌
巨
＆
o
q
o

　
－
畠
o
）
1

（
5
）
　
ロ
マ
ン
主
嚢
の
宗
教
論
の
概
観
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。

　
雰
H
昌
a
巨
．
ρ
カ
8
a
o
p
完
雨
－
耐
｛
§
ぎ
§
雨
㌧
篶
ミ
亀
o
§
§
邑
－

　
○
サ
§
1
（
O
凹
目
1
げ
ユ
α
胴
o
O
由
目
一
σ
ユ
α
O
目
①
⊂
．
「
－
o
o
o
蜆
）
．

（
6
）
　
O
－
①
ω
P
｝
ユ
o
o
且
o
7
】
≦
．
】
≦
昌
＝
⑭
■
O
“
曹
餉
、
o
§
亀
O
“
ミ
s
s
昌

　
§
き
隻
8
（
－
o
o
雪
－
ざ
）
一
§
｝
§
軋
ミ
§
§
き
き
帖
ω
9
§
s
ミ
完
軸
－
、

　
曽
サ
茗
（
－
o
o
↓
o
o
）
’

（
7
）
春
一
』
．
ρ
ら
君
彗
σ
雪
o
目
＼
申
巨
争
鶉
二
葭
岬
）
ら
9
雪
ぎ
餉
－

　
ミ
竃
§
眈
き
§
　
§
包
　
宗
ミ
§
き
ミ
き
（
…
胃
σ
…
o
q
　
冒
品
o
畠
〒

　
＜
實
5
o
目
冨
昌
）
．

（
8
）
　
社
会
理
論
と
イ
回
二
－
概
念
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
以
下
を
参

　
照
。
O
註
二
鶉
－
o
昌
9
戸
O
彗
雪
竺
ω
O
o
邑
↓
訂
O
q
一
斤
昌
｝
㌔
O
吻
寸

　
ヨ
o
ま
；
尿
昌
二
三
望
婁
昌
ω
o
巳
o
昌
彗
＼
U
彗
己
ρ
ミ
品
冒
『

　
（
向
O
し
’
き
吻
｝
§
O
』
雨
§
沫
§
俸
ω
0
9
亀
－
§
値
o
ミ
（
O
O
冒
σ
ユ
O
胴
o
｝
－
甲

　
鼻
ξ
o
二
冨
竃
）
ら
o
ー
ミ
ム
①
．

（
9
）
　
リ
チ
ヤ
ー
ド
一
H
一
ブ
ラ
ウ
ン
『
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
社
会
』

　
（
安
江
・
小
林
訳
　
紀
伊
國
屋
書
店
　
一
九
八
九
）
。
以
下
同
訳
書
か

　
ら
の
引
用
は
、
B
の
記
号
と
頁
数
に
よ
り
、
文
中
に
示
す
。

（
1
0
）
　
雲
o
訂
邑
内
o
『
9
0
§
§
鷺
昌
§
ぎ
§
§
包
旨
§
s
ぎ
セ

　
（
O
団
昌
写
己
O
q
o
O
凹
昌
耳
己
O
q
o
C
．
｝
屋
o
。
岨
）
。
以
下
同
書
か
ら
の
引

　
用
は
、
R
の
記
号
と
頁
数
に
よ
り
、
文
中
に
示
す
。

（
1
1
）
　
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
概
念
の
詳
し
い
展
開
は
以
下
を
参
照
。
ロ

　
ー
テ
ィ
『
哲
学
の
脱
構
築
』
（
室
井
他
訳
　
御
茶
の
水
書
房
　
　
一
九

　
九
四
）
。

（
1
2
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
著
作
を
参
照
。
目
－
テ
ィ
『
哲
学
と

　
自
然
の
鏡
』
（
野
家
啓
一
監
訳
　
産
業
図
書
　
一
九
九
三
）
。

（
1
3
）
　
宗
教
学
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
機
能
」
に
つ
い
て
は
、
ル

　
ー
ド
ル
フ
が
早
く
か
ら
提
言
を
し
て
い
た
が
、
宗
教
学
の
一
般
的
傾

　
向
は
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
ル
ー
ド
ル
フ
の
批
判
理
論

　
は
、
な
お
更
新
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
く
o
司
一
■
丙
昌
け
宛
巨
－

　
○
旨
戸
冒
①
忍
冨
一
〇
冨
ζ
箒
一
ω
｝
彗
箏
ぎ
彗
昌
彗
ま
忌
『
寄
冨
・

　
－
o
畠
三
窃
昌
8
訂
p
－
三
穴
－
署
彗
悪
轟
芦
；
＝
窃
一
8
．
o
芦
ω
．

　
－
｛
岨
－
－
蜆
①
．

（
1
4
）
　
「
啓
蒙
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
化
と
し
て
の
脱
構
築
」
に
つ
い
て
は
、

　
以
下
を
参
照
。
霊
↓
彗
雪
貝
b
討
§
ミ
暮
ぎ
㌧
§
§
蔓
轟
（
U
胃
昌
■

　
血
訂
睾
奉
－
留
．
里
』
o
す
鷺
器
＝
8
臣
津
－
彗
o
o
）
一
〆
顯
o
．
｛
．

（
1
5
）
　
F
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ソ
ハ
ー
『
宗
教
論
』
（
高
橋
英
夫
訳

　
筑
摩
書
房
　
一
九
九
一
）
、
参
照
。

（
1
6
）
　
－
o
昌
彗
ゴ
S
1
9
ご
P
心
9

（
1
7
）
　
村
上
淳
一
『
仮
想
の
近
代
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
九
二
）
、

　
一
七
三
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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