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一
、
は
じ
め
に

　

後
期
田
辺
哲
学
は
通
常
、
宗
教
哲
学
が
そ
の
基
本
的
な
性
格
を
な
し

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
後
期
田
辺
哲
学
と
称
す
る
も
の

は
、
そ
の
哲
学
の
内
的
転
換
と
発
展
に
基
づ
く
思
想
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
田
辺
元
（
一
八
八
五
〜
一
九
六
二
）
は
敗
戦
の
直
前
、
京
都
哲

学
会
に
お
け
る
「
懺
悔
道―

M
etanoetik

― （
１
）
」
と
い
う
題
目
の
講
演

で
、
自
ら
の
哲
学
の
転
向
を
説
き
、
他
力
信
仰
に
導
か
れ
て
従
来
の
理

性
的
な
性
格
を
も
つ
「
種
の
論
理
」
を
、
理
性
と
信
仰
が
対
立
し
つ
つ

も
媒
介
し
あ
う
懺
悔
道
哲
学
に
変
貌
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
出
版

さ
れ
た
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
一
九
四
六
）
は
、
そ
の
さ
ら
な

る
展
開
で
あ
る
。
後
期
田
辺
哲
学
は
「
懺
悔
」
と
い
う
田
辺
自
身
の
宗

教
的
体
験
に
よ
っ
て
、
絶
対
媒
介
の
論
理
を
標
榜
す
る
「
種
の
論
理
」

の
弁
証
法
的
展
開
を
徹
底
的
に
推
進
し
て
そ
の
論
理
の
自
己
同
一
性
を

突
破
し
、
つ
い
に
論
理
の
絶
対
矛
盾
を
き
た
し
た
の
ち
、
そ
の
矛
盾
を

本
質
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
後
期
田
辺
哲
学
の
言
葉
を
借
り
て
言
え

ば
、
自
同
性
の
残
滓
が
残
る
「
種
の
論
理
」
が
自
力
哲
学
に
属
す
る
の

に
対
し
て
、
懺
悔
道
哲
学
は
ま
さ
に
絶
対
他
力
に
よ
る
他
力
哲
学
に
属

す
る
。

　

田
辺
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
自
力
哲
学
と
他
力
哲
学
の
区
分
は
、
哲

学
を
行
ず
る
主
体
自
身
に
、
絶
対
者
の
一
切
を
生
か
す
自
己
否
定
的
な

慈
悲
行
な
い
し
救
済
行
が
纏
綿
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
絶
対
者
の
は
た
ら
き
を
受
動
的
に
受
け

入
れ
て
哲
学
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
て
行
ず
る
こ
と
は
、
田
辺
の
他
力
哲
学

の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

　

上
述
し
た
後
期
田
辺
哲
学
の
宗
教
哲
学
的
な
性
格
に
は
、
他
力
と
い

う
不
可
思
議
な
は
た
ら
き
と
論
理
の
「
自
己
同
一
即
絶
対
矛
盾
」
と
い

う
徹
底
し
た
循
環
態
と
の
不
可
分
の
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
は
な
お
従
来
の
神
秘
主
義
的
な
他
力
信
仰
の
不
透
明

さ
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
田

後
期
田
辺
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題

―
 

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
を
中
心
に ―
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��

辺
が
積
極
的
に
他
力
信
仰
の
脱
神
話
化
、
換
言
す
れ
ば
宗
教
の
哲
学
化

や
合
理
化
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
理
由
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
田
辺
は

「『
神
を
開
く
』の
頌
」（
一
九
五
八
）に
お
い
て
、
曽
我
量
深（
一
八
七
五

〜
一
九
七
一
）
の
『
神
を
開
く
』（
一
九
五
八
）
が
法
然
の
「
称
名
往
生
」

説
と
比
較
し
た
場
合
の
親
鸞
の
信
心
に
基
づ
く
「
現
生
正
定
」
説
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
を
、「
宗
教
の
非
神
話
化
」
と
し
て
理
解
し
て

い
る
。
田
辺
は
さ
ら
に
、
曽
我
の
南
無
阿
弥
陀
仏
論
が
一
般
の
「
仏
に

南
無
せ
よ
（
帰
命
せ
よ
）」
と
い
う
一
方
的
命
法
で
は
な
く
、「
仏
、
法

蔵
菩
薩
、
衆
生
」
三
者
の
往
還
循
環
の
交
互
態
を
表
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
（T

1�

・���

を
参
照
）
と
指
摘
し
、
そ
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る

貢
献
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
の
脱
神
話
化
の
重

要
性
を
示
す
と
同
時
に
、
田
辺
が
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
で
構
築

し
た
法
蔵
菩
薩
論
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
し
て

い
る
の
で
あ
る
（
２
）
。

　

そ
も
そ
も
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
法

蔵
菩
薩
論
は
、
仏
の
召
喚
に
対
す
る
衆
生
の
往
生
な
い
し
救
済
成
就
と

い
う
直
接
的
で
平
面
的
な
媒
介
な
き
交
渉
関
係
を
、「
仏

⇔

法
蔵
菩
薩

⇔

衆
生
」
三
者
の
立
体
的
な
往
還
循
環
関
係
に
転
換
さ
せ
る
役
割
を

も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
絶
対
者
が
相
対
者
と
し
て
の
衆
生
を
生
か

し
、
救
う
た
め
に
、
相
対
者
と
相
対
者
と
の
対
立
し
つ
つ
媒
介
し
あ
う

関
係
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
田
辺
の
絶
対
媒
介
の
論
理
が

潜
ん
で
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
田
辺
に
お

い
て
、
他
力
と
い
う
わ
れ
わ
れ
人
間
が
い
か
に
し
て
も
触
れ
る
こ
と

の
で
き
な
い
絶
対
者
の
力
は
、
直
接
的
に
で
は
な
く
法
蔵
菩
薩
の
因

位
修
業
を
媒
介
と
し
て
、
衆
生
の
救
済
を
は
た
す
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
（T

9

・19�-�01

を
参
照
）。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
法
蔵
菩
薩

の
修
行
に
そ
の
二
重
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
の

往
還
二
相
の
循
環
運
動
と
如
来
の
自
己
内
循
環
運
動
と
い
う
二
重
性
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
田
辺
が
絶
対
媒
介
の
論
理
で
法
蔵
菩
薩
を
再
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
絶
対
媒
介
性
を
強
調
す
る
に
至
っ
て
い
る

形
跡
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
絶
対
媒
介
性
を
基
底
と
す
る
「
仏

⇔

法

蔵
菩
薩

⇔

衆
生
」、
つ
ま
り
三
者
の
立
体
的
な
往
還
循
環
の
交
互
態
こ

そ
、
田
辺
の
目
指
す
宗
教
的
実
存
の
交
わ
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

こ
か
ら
、
宗
教
の
哲
学
化
あ
る
い
は
合
理
化
（
宗
教
の
非
神
話
化
あ
る

い
は
現
実
化
）
を
希
求
し
た
田
辺
の
歴
史
主
義
的
、
現
世
主
義
的
な
立

場
を
容
易
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
論
が
「
後
期
田
辺
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
」
を
テ
ー
マ
と

し
、
偶
然
性
の
問
題
を
究
明
す
る
理
由
は
、
後
期
田
辺
哲
学
の
宗
教
哲

学
的
な
性
格
が
歴
史
哲
学
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
偶

然
性
は
後
期
田
辺
哲
学
に
お
い
て
、
も
は
や
知
性
や
形
而
上
学
の
問
題

で
は
な
く
な
り
、「
懺
悔
」
を
通
じ
て
時
間
や
歴
史
の
問
題
に
か
か
わ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
後
期
田
辺
哲
学
に
お
い
て
、
偶

然
性
は
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
偶
然
性
は
い
か

な
る
意
味
で
歴
史
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
。
偶
然
性
と
田
辺
の
い
う
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「
懺
悔
」
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
西
洋
の
偶
然
論
は
日
本

で
は
い
か
な
る
展
開
を
見
せ
る
に
至
っ
た
の
か
。
本
論
は
以
上
の
問
題

意
識
を
踏
ま
え
て
、
後
期
田
辺
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
を
解
明

し
て
み
た
い
。

二
、
宗
教
と
歴
史

　

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
仏

⇔

法
蔵
菩
薩

⇔

衆
生
」
と
示
さ
れ
る
三

者
の
往
還
循
環
の
交
互
態
は
、
浄
土
真
宗
を
し
て
有
神
論
か
ら
脱
却
さ

せ
た
絶
対
媒
介
の
論
理
で
あ
る
（T

9
・197-�01

を
参
照
）。
こ
れ
に

関
し
て
、
田
辺
は
キ
リ
ス
ト
教
を
想
定
し
、
絶
対
者
と
し
て
の
神
と
相

対
者
と
し
て
の
人
間
と
は
完
全
な
る
存
在
と
不
完
全
な
る
存
在
だ
と
規

定
す
る
。
そ
し
て
、
前
者
が
後
者
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
の
に
対
し

て
、
両
者
は
、
仏
と
衆
生
と
の
相
依
相
対
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い

う
。
そ
う
し
た
絶
対
と
相
対
と
の
関
係
は
、
以
下
の
内
容
に
よ
っ
て
も

明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

 

本
来
相
対
絶
対
の
関
係
を
、
二
元
論
に
も
相
対
論
に
も
陥
ら
し
め

ず
、
又
二
元
と
一
元
と
を
神
秘
主
義
に
依
っ
て
統
一
し
よ
う
と
も

せ
ず
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
媒
介
の
関
係
に
於
て
捉
へ
よ
う

と
欲
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
否
定
的
媒
介
の
徹
底
と
い
う
絶

対
弁
証
法
に
依
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
こ
に
立
脚
す
れ

ば
、
絶
対
は
絶
対
媒
介
と
し
て
飽
く
ま
で
自
ら
の
媒
介
た
る
相
対

の
自
立
性
対
自
性
を
認
め
、
相
対
を
し
て
そ
れ
の
相
対
性
す
な
わ

ち
相
対
と
相
対
と
の
対
自
的
関
係
に
於
て
、
媒
介
と
し
て
の
自
立

性
を
発
揮
せ
し
め
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
、
自
ら
の
は
た
ら
き
な

る
転
換
の
大
非
大
悲
を
行
ず
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。（T

9

・199-�00

）

　

こ
の
よ
う
に
、
絶
対
の
自
己
顕
示
や
現
成
実
現
（
つ
ま
り
慈
悲
の
発

露
）
は
相
対
と
相
対
と
の
相
互
媒
介
運
動
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
相
対
の
自
己
保
持
や
救
済
成
就
も
ま
た
絶
対
の

自
ら
に
よ
る
否
定
的
媒
介
運
動
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
相
依
相
対
の
論
理
は
、
ま
さ
に
「
仏

⇔

法
蔵
菩
薩

⇔

衆
生
」
三
者

の
往
還
循
環
の
交
互
態
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
田
辺
は
そ
う
し

た
往
還
循
環
の
交
互
態
を
「
歴
史
の
構
造
」（T

9

・199

）
と
称
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
の
脱
神
話
化
、
あ
る
い
は
還
相
思
想
の
歴
史

哲
学
化
を
図
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
宗
教
と
歴
史
の
相
即
不
離
の
関

係
が
後
期
田
辺
哲
学
の
核
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
と
歴
史
と
の
関
係
を
探
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
田

辺
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（A

urelius A
ugustinus, 35�-�30

）
の
時

間
論
に
お
け
る
神
の
永
遠
と
人
間
世
界
の
時
な
い
し
人
間
の
歴
史
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
告
白
』

（C
onfessiones

）
の
第
十
一
巻
に
お
い
て
、
独
自
の
時
間
論
を
展
開
し
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て
い
る
。
異
教
徒
の
「
神
は
天
地
を
創
造
す
る
前
に
、
い
っ
た
い
何
を

し
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
端
を
発
し
た
彼
の
時
間
論
は
、
自
ら

は
時
間
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
神
に
告
白
し
、
そ
の
う
え
で
時

間
の
問
題
を
探
究
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
運
動
の
数
値
的
時
間

で
も
な
け
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
後
の
自
然
科
学
に
基
づ
く
客
観
的
な

存
在
と
し
て
の
時
間
で
も
な
い
、
精
神
活
動
あ
る
い
は
意
識
活
動
に
よ

る
時
間
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
時
間
を
過
去
、
現
在
、
未
来
に
区
分
し
て
お

り
、
過
去
と
は
現
在
の
意
識
の
記
憶
で
あ
り
、
現
在
と
は
現
在
の
意
識

の
直
視
で
あ
り
、
未
来
と
は
現
在
の
意
識
の
期
待
で
あ
る
と
し
、
三

者
を
現
在
の
意
識
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
る
（『
告
白
』
第
十
一
巻
第

二
十
節
を
参
照
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
時
を
捉
え
ら
れ
る

の
は
、
神
の
は
た
ら
き
（
愛
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

神
の
永
遠
と
人
間
の
時
（
宗
教
と
歴
史
）
の
関
係
は
い
か
に
し
て
理
解

さ
れ
う
る
の
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
、
そ
れ
は
神
と
人
と
の

交
渉
関
係（
合
一
関
係
）に
よ
っ
て
の
み
究
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
る（『
告

白
』
第
十
一
巻
第
二
十
九
節
を
参
照
）。
田
辺
は
そ
う
し
た
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
が
も
た
ら
し
た
神
の
永
遠
と
人
間
の
時
間（
歴
史
）

と
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
　

 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
永
遠
は
無
で
な
く
有
で
あ
る
か
ら
、
時
を

包
む
包
越
者
と
な
り
、
其
内
に
包
ま
れ
る
時
は
最
早
突
破
を
容
さ

れ
ず
従
っ
て
否
定
を
容
れ
な
い
静
に
帰
し
、
時
が
時
で
な
く
な
り

空
間
化
せ
ら
れ
る
危
険
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
…
…
我
々
は

時
を
包
越
す
る
永
遠
を
有
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
有
限
な
る
我
々
に
斯
か
る
永
遠
は
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
出
来

ぬ
の
で
あ
る
。
永
遠
の
今
の
内
在
を
要
求
す
る
の
は
自
己
を
神
と

合
一
せ
し
め
ん
と
す
る
僭
取
越
権
に
外
な
ら
な
い
。（T

9

・�0

）

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
神
は
絶
対
有
で
あ
る
た
め
、
相
対

有
と
し
て
の
人
間
の
時
間
は
あ
く
ま
で
絶
対
有
に
よ
っ
て
包
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
は
絶
対
と
し
て
の
神
は
決
し
て
人
間
に

よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
時
が
永
遠
に
包
ま
れ
る

の
は
人
間
の
神
と
の
抱
合
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
神
秘
主
義
者
と
称
さ
れ
た
所
以
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
「
神
秘
主
義
と
は
超
越
的
存
在
が
何
等
か
の
仕
方
で

我
々
有
限
者
に
内
在
的
と
な
る
体
験
を
肯
定
し
、
我
々
の
自
己
は
自
己

を
脱
し
て
此
超
越
的
存
在
に
合
一
す
る
直
観
を
有
し
得
る
と
す
る
主
張

に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
者
の
超
越
隔
絶
と
、
相
対
者
の
そ
れ
に

も
拘
ら
ざ
る
前
者
へ
の
直
接
合
一
と
い
う
正
反
対
な
る
矛
盾
し
た
要
求

を
満
足
す
る
為
に
、
尋
常
の
認
識
能
力
を
超
え
る
脱
自
冥
合
の
直
観
を

肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
」（T

9

・�0-�1

）。
田
辺
に
と
っ
て
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
神
と
の
合
一
は
ま
さ
に
神
秘
的
な
直
観
能
力
に
よ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
時
と
神
の
永
遠
に
つ
い
て
、
ア
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ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
立
場
で
は
、「
時
を
包
越
す
る
永
遠
を
以
て
基
体

と
す
る
観
に
と
っ
て
は
、
所
詮
時
は
影
と
し
て
そ
の
自
立
性
が
奪
わ
れ

ざ
る
を
得
な
い
」（T

9

・�1

）
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
時
が
あ

る
に
よ
っ
て
永
遠
も
あ
る
」（T

9

・�1

）
と
い
う
よ
う
な
媒
介
思
想
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

田
辺
は
上
述
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
が
も
た
ら
し
た
宗

教
と
歴
史
と
の
関
係
性
を
重
ん
じ
つ
つ
も
、
彼
の
神
秘
主
義
的
な
傾
向

を
警
戒
し
、
絶
対
者
と
し
て
の
神
と
時
間
を
切
り
離
し
て
、
存
在
と
時

間
を
探
究
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1��9-197�

）

の
自
覚
存
在
学
に
着
目
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
不
可
思
議

に
埋
没
し
な
い
宗
教
的
実
存
の
自
由
な
る
行
為
と
現
実
の
歴
史
が
説
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
偶
然
性
と
歴
史

　

田
辺
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚
存
在
学
に
着
目
し
た
の
は
、
そ
こ

に
、
一
切
が
神
か
ら
作
り
出
さ
れ
、
ま
た
神
に
回
帰
す
る
と
い
う
中
世

の
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
近
代
精
神
、
つ
ま

り
個
体
の
自
由
精
神
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
重

視
し
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
秘
主
義
的
傾
向
に
よ
っ
て
軽

視
さ
れ
た
歴
史
世
界
に
お
け
る
人
間
の
自
立
性
や
自
由
意
志
で
あ
る
。

田
辺
に
お
い
て
、
宗
教
と
歴
史
と
の
関
係
性
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
両

者
が
対
立
し
つ
つ
媒
介
し
あ
う
緊
張
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
畢

竟
絶
対
者
と
相
対
者
と
（
神
と
人
と
、
あ
る
い
は
仏
と
衆
生
と
）
の
否

定
的
媒
介
関
係
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

場
合
、
神
人
合
一
と
い
う
状
況
に
お
い
て
永
遠
と
時
が
説
か
れ
て
い

る
以
上
、
も
は
や
神
と
人
、
永
遠
と
時
、
宗
教
と
歴
史
と
の
絶
対
媒

介
関
係
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ

（Friedrich W
ilhelm

 N
ietzsche, 1���-1900

）
の
無
神
論
と
実
存
の

立
場
を
継
承
し
、
神
を
時
間
（
歴
史
）
か
ら
切
り
離
し
て
、
人
間
と
時

間
（
歴
史
）
と
の
関
係
を
模
索
す
る
と
い
う
点
は
、
ま
さ
に
田
辺
の
関

心
を
ひ
き
つ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
辺
に
と
っ
て
、
宗

教
と
歴
史
と
の
関
係
性
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
と
時
間
な
い
し
歴

史
と
の
関
係
を
追
究
す
る
の
も
、
ま
た
必
要
不
可
欠
な
作
業
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
作
業
の
中
で
、
田
辺
は
特
に
歴
史
に
含
ま
れ
る
偶
然
性
の

問
題
に
着
目
し
て
い
る
。

　

歴
史
に
関
し
て
は
、
田
辺
は
十
九
世
紀
の
西
洋
の
歴
史
学
派
が
自
然

法
則
に
基
づ
く
歴
史
観
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
同
意
し
、
歴
史
は
決
し
て

普
遍
法
則
か
ら
演
繹
し
た
産
物
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、「
一
般
に
歴
史
的
事
実
の
個
別
的
存
立
と
い
う
も
の
は
、
普
遍
の

原
理
法
則
か
ら
は
完
全
に
理
由
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
そ
れ

の
根
本
性
格
と
す
る
」（T

9

・�9

）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
歴
史
的

事
実
は
唯
斯
く
あ
る
が
故
に
斯
く
あ
る
も
の
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
絶
対
の
偶
然
性
を
も
つ
。
普
遍
の
法
則
に
よ
っ
て
理
由
付
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け
必
然
化
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
演
繹
不
可
能
性
が
歴
史
を
特
色
付
け
る

の
で
あ
る
。
此
原
始
的
偶
然
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
得
る
も

の
が
あ
る
、
と
い
う
偶
然
性
は
、
正
に
歴
史
を
自
然
か
ら
区
別
す
る
特

徴
と
な
る
」（T

9
・�9

）。

　

田
辺
に
し
た
が
え
ば
、
歴
史
の
歴
史
で
あ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
普
遍

法
則
や
自
然
法
則
で
捉
え
ら
れ
な
い
突
発
性
や
不
可
測
性
、
つ
ま
り
偶

然
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
歴
史
は
過
去
に
起
き
た
既
定
の
事

実
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
自
身
に
は
「
存
在
し
な
い
こ
と
も
可
能

な
の
に
拘
ら
ず
存
在
す
る
」（T

9
・70
）
と
い
う
偶
然
性
が
含
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
過
去
が
完
全
に
自
然
法
則
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
れ
ば
、
か
え
っ
て
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
は
な
く
、「
一

切
が
繰
り
返
さ
れ
て
現
在
に
あ
り
（
と
い
う
よ
り
も
一
切
が
同
時
で
あ

る
）、
常
に
理
性
的
に
理
由
付
け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
」（T

9

・70

）

か
ら
で
あ
る
。
田
辺
か
ら
見
れ
ば
、
偶
然
性
と
歴
史
は
常
に
一
方
で
も

欠
い
て
は
な
ら
な
い
相
即
関
係
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
偶
然
性
を
も
つ
歴
史
と
い
か
な
る

関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
田
辺
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚

存
在
学
を
援
用
し
論
を
進
め
て
い
る
。
田
辺
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
現
存

在
の
過
去
的
あ
り
方
を
被
投
性
と
解
釈
す
る
の
に
し
た
が
っ
て
、
人
間

が
偶
然
性
の
た
め
に
こ
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
て
存
在
す
る
と
い
う
自

己
認
識
を
認
め
な
が
ら
（T

9

・70

を
参
照
）、「
現
実
の
歴
史
に
は
過

去
の
偶
然
性
と
共
に
、
却
て
之
を
媒
介
と
し
て
我
々
の
自
由
な
る
自
己

存
在
が
作
為
す
る
所
の
側
面
、
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
の
実
存
哲

学
が
投
企
と
呼
ぶ
未
来
の
側
面
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
」（T

9

・71

）

と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
て
存
在
す
る
わ
れ
わ
れ
が

過
去
の
偶
然
性
を
背
負
っ
て
受
動
的
に
生
き
て
い
く
こ
と
か
ら
脱
出
し

て
、
自
由
に
未
来
に
向
か
っ
て
世
界
を
企
画
し
て
能
動
的
に
生
き
て
い

く
こ
と
を
自
覚
す
る
と
い
う
の
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚
存
在
の
構

造
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
現
実
の
歴
史
に
は
、
上
述
し
た
人
間
の
「
被
投

的
投
企
」
と
い
う
転
換
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
現
実
の

歴
史
と
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
現
在
に
お
け
る
自
己
自
覚
に
よ
っ
て
構

築
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

田
辺
は
以
上
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
人
間
と
時
間
な

い
し
歴
史
と
の
関
係
を
論
究
し
て
、
彼
が
現
実
の
歴
史
に
過
去
の
偶
然

性
と
未
来
へ
の
自
由
な
る
行
為
を
見
出
し
た
こ
と
を
賞
賛
し
て
い
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
、
田
辺
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
現
存
在
に
お
け
る

「
被
投
と
投
企
」、「
偶
然
の
過
去
性
と
自
由
の
未
来
性
」
と
い
う
矛
盾

的
な
対
立
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
主
張
し
た
「
脱
自
」
の
同
一

性
的
性
格
を
批
判
し
て
い
る
。「
脱
自
と
は
一
度
限
定
せ
ら
れ
た
自
己

を
超
脱
す
る
こ
と
を
謂
う
」（T

9

・7�

）
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
行
為
の
自
覚
を
言
語
表
現
の
解
釈
に
投
射
し
た

解
釈
学
の
産
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
（T

9

・�3

を
参
照
）。
脱
自
と
い
う

行
為
の
自
覚
は
説
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
言
語
解
釈
に
よ

る
意
識
活
動
の
露
呈
に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
わ
け
で
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は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
絶
対
者
と
相
対
者
と
の

「
自
己
否
定
即
肯
定
」
と
い
う
否
定
的
媒
介
関
係
が
見
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚
行
為
は
絶
対
者
の
は
た
ら

き
（
た
と
え
ば
神
の
愛
や
仏
の
慈
悲
）
と
は
関
係
な
し
に
、
あ
く
ま
で

彼
自
身
の
内
的
倫
理
的
要
請
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
時

間
論
も
個
別
的
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚
存

在
学
は
、「
い
わ
ゆ
る
脱
自
に
よ
る
超
越
も
、
自
己
に
対
す
る
絶
対
者

へ
の
超
越
の
可
能
に
止
ま
り
、
絶
対
者
の
媒
介
と
し
て
相
対
者
の
自
立

が
同
時
に
確
保
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
」（T

9

・��

）
と
ま
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

田
辺
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
、
宗
教
の
神
秘
性
や
独
断
的
な
性
格
と

一
線
を
画
し
て
い
る
人
間
と
時
間
、
な
い
し
歴
史
と
の
関
係
性
を
扱
う

自
覚
存
在
学
を
学
び
つ
つ
も
、
つ
い
に
そ
の
論
理
の
自
己
同
一
性
を
批

判
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
道
で
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
道
で
も

な
い
第
三
の
道
へ
と
突
き
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
絶
対

性
、
歴
史
の
相
対
性
、
人
間
の
自
立
性
を
同
時
に
保
持
す
る
「
懺
悔
」

の
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四
、「
懺
悔
」
と
偶
然
性

　

田
辺
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚
存
在
学
に
お
け
る
人
間
と
時
間

（
歴
史
）
と
の
関
係
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
過
去
の
偶
然
性
を
、
未

来
へ
の
自
由
な
る
行
為
に
関
連
付
け
て
論
述
し
、
両
者
の
対
立
的
統
一

を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
田
辺
は
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
「
脱
自
」
と
い
う
自
己
超
越
、
自
己
突
破
の
代
わ
り
に
、

絶
対
者
と
相
対
者
と
の
交
互
否
定
媒
介
の
関
係
を
な
す
「
懺
悔
」
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
懺
悔
」
と
は
、
絶
対
他
力
に
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
、
自
ら
の
理
性

を
支
離
滅
裂
の
状
態
か
ら
救
い
出
す
と
同
時
に
、
絶
対
媒
介
の
論
理
を

標
榜
す
る
自
ら
の
哲
学
を
自
己
同
一
性
の
論
理
か
ら
遠
ざ
け
る
と
い
う

「
自
己
否
定
即
肯
定
」、
あ
る
い
は
「
死
復
活
」（T

9

・5,9

を
参
照
）

の
転
換
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。「
懺
悔
」
に
よ
っ
て
取
り
戻
さ
れ
た
理

性
や
哲
学
は
も
は
や
、
も
と
の
自
己
同
一
的
な
状
態
に
止
ま
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
必
ず
絶
対
他
力
と
相
対
者
と
の
相
互
に
否
定
し

な
が
ら
媒
介
し
あ
う
関
係
（
往
還
循
環
運
動
）
を
通
じ
て
、
信
仰
や
宗

教
と
と
も
に
否
定
的
媒
介
の
関
係
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、

理
性
や
哲
学
は
「
理
性
な
ら
ぬ
理
性
」、「
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
」
と
い
う

絶
対
矛
盾
の
状
態
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
理
性
や
哲
学

が
自
ら
を
保
持
す
る
道
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
相
対
者
が
絶
対

者
と
と
も
に
一
切
（
理
性
や
哲
学
も
含
む
）
を
生
か
す
「
自
己
否
定
即

肯
定
」
の
慈
悲
行
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
し
た
「
仏

⇔

法
蔵

菩
薩

⇔

衆
生
」
三
者
の
往
還
循
環
運
動
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
構
造
に

基
づ
い
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
懺
悔
」
が
も
つ
歴
史
主

義
的
側
面
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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既
述
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
自
覚
存
在
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
自
立
性
と
宗
教
の
不
可
思
議
性

を
軽
ん
じ
た
た
め
に
、
時
間
の
空
間
化
と
時
間
の
個
別
化
を
も
た
ら
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
の
懺
悔
道
哲
学
は
「
仏

⇔

法
蔵
菩
薩

⇔

衆

生
」
三
者
の
往
還
循
環
運
動
に
よ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
宗
教
、
哲
学
、

歴
史
三
者
の
関
係
を
堅
持
し
て
、
絶
対
者
の
永
遠
と
相
対
者
の
時
と
を

否
定
的
媒
介
の
関
係
と
し
て
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
絶
対
媒
介
の

論
理
が
徹
底
的
に
絶
対
者
と
相
対
者
、
宗
教
と
哲
学
、
宗
教
と
歴
史
と

の
関
係
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

後
期
田
辺
哲
学
は
そ
の
宗
教
哲
学
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト

教
や
浄
土
真
宗
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
の
神
秘
的
な
側

面
を
取
り
除
く
こ
と
を
免
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
と
歴
史
と
の

相
即
不
離
の
関
係
は
、
絶
対
媒
介
の
論
理
と
し
て
の
懺
悔
道
哲
学
の
論

理
的
な
帰
結
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
一
節
か
ら
窺
わ
れ

る
。

　
　

 

斯
く
て
宗
教
の
立
場
に
至
っ
て
精
神
は
そ
の
相
対
性
を
失
っ
て
絶

対
を
獲
得
す
る
こ
と
、
恰
も
時
の
転
換
が
永
遠
を
自
覚
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
転
換
の
統
一
を
確
保
す
る
如
き
も
の
が
あ
る
。

宗
教
の
絶
対
媒
介
か
ら
翻
っ
て
、
そ
れ
の
媒
介
と
し
て
の
相
対
の

各
段
階
が
絶
対
の
現
成
す
る
意
味
を
有
し
、
絶
対
に
参
す
る
こ
と

が
理
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
が
歴
史
の
相
対
を
絶
対
化
す

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
宗
教
も
ま
た
そ
の
示
す
、
絶
対
の
媒
介

と
な
る
と
こ
ろ
の
相
対
存
在
の
、
歴
史
性
に
従
っ
て
そ
れ
自
ら

歴
史
的
と
な
り
、
歴
史
的
宗
教
と
し
て
自
ら
を
具
体
化
す
る
。

（T
9

・100-101

）

　

注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
の
絶
対
性
は
歴
史
の
相
対
性
に
よ
っ
て
の
み

保
証
さ
れ
得
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
の
相
対
性
も
ま
た
宗
教
の
絶
対
性

に
よ
っ
て
し
か
成
立
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
宗
教
が
あ
っ
て
の
歴
史
」
と
「
歴
史
が
あ
っ
て
の
宗
教
」
と
い
う
、

い
ず
れ
か
一
方
を
も
欠
い
て
は
な
ら
な
い
媒
介
関
係
を
有
し
て
い
る
の

が
上
述
し
た
「
懺
悔
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宗
教
と
歴
史
と
の
、
対
立

し
つ
つ
媒
介
し
あ
う
関
係
は
、
上
掲
の
引
用
文
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で

あ
る
が
、
絶
対
者
と
相
対
者
と
の
間
の
宗
教
的
実
践
を
内
実
と
す
る

「
懺
悔
」
は
、
実
際
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
過
去
の
偶
然
性
に
関
連
付
け

ら
れ
て
い
る
の
か
。
田
辺
は
両
者
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。

　
　

 

時
の
過
去
と
い
う
も
の
は
単
に
偶
然
と
し
て
我
々
に
負
わ
さ
れ
た

限
定
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
限
定
そ
の
も
の
が
、
之
を
如

何
な
る
限
定
と
し
て
如
何
な
る
存
在
と
し
て
自
ら
肯
う
か
に
相
関

的
な
の
で
あ
る
。
斯
く
て
過
去
が
或
意
味
で
未
来
を
含
み
未
来
に

媒
介
せ
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
実
際
我
々
の
経
験
は
之
を
主
体
が
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如
何
に
肯
う
か
に
相
即
し
て
そ
の
存
在
性
が
定
ま
る
。
そ
の
意
味

で
未
来
的
に
如
何
に
之
を
媒
介
し
意
味
付
け
る
か
が
過
去
を
限
定

す
る
の
で
あ
っ
て
、
懺
悔
が
行
為
の
根
本
形
式
を
代
表
す
る
典
型

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
理
由
が
存
す
る
。
懺
悔
に
於
て
は
過
去
が

過
ぎ
去
っ
て
我
々
の
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
被
投
態
で
な
く

し
て
、
不
断
に
意
味
を
新
に
す
る
現
在
と
な
り
、
そ
れ
を
媒
介
す

る
未
来
に
相
即
し
て
無
限
に
循
環
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に

於
て
被
投
的
投
企
は
逆
に
投
企
的
被
投
性
に
ま
で
転
ぜ
ら
れ
る
。

自
覚
は
斯
か
る
循
環
的
発
展
即
還
帰
に
成
立
す
る
。（T

9

・79

）

　

わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
支
配
し
、
規
定
す
る
過
去
の
偶
然
性
を
い

か
に
受
け
止
め
る
の
か
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
に
お
け
る
行
動
、
あ
る

い
は
未
来
へ
向
か
う
た
め
に
い
か
に
す
べ
き
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
（
３
）
。
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
脱
自
」
に
よ
っ
て
過
去
の
被
投
性
を
未
来
の
投
企
に

転
ず
る
の
に
対
し
て
、
田
辺
は
「
懺
悔
」
に
よ
っ
て
過
去
の
偶
然
性
と

未
来
の
自
由
な
る
行
為
と
を
否
定
的
媒
介
の
関
係
に
統
一
し
よ
う
と
す

る
。
偶
然
性
は
こ
こ
に
お
い
て
、
も
は
や
「
斯
く
あ
る
が
故
に
斯
く
あ

る
も
の
」
と
し
て
承
認
さ
れ
る
概
念
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
偶

然
性
は
、
普
遍
法
則
や
自
然
法
則
で
捉
え
ら
れ
な
い
不
確
定
性
、
突
発

性
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
は
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に「
懺
悔
」

を
通
じ
て
未
来
に
向
か
っ
て
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
と
相
関
関
係
に
あ

る
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
田
辺
に
お
い
て
、

「
過
去
が
あ
っ
て
の
未
来
」
と
「
未
来
が
あ
っ
て
の
過
去
」
と
は
同
時

相
即
の
関
係
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
説
明
に
し
た
が
え
ば
、
過
去
の
偶
然
性
が
現
在
の
「
懺
悔
」

を
通
じ
て
の
み
、
未
来
の
自
由
な
る
行
動
に
繋
が
る
と
い
う
田
辺
の
主

張
に
は
、
偶
然
性
の
未
来
的
志
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
偶

然
性
が
こ
の
よ
う
に
、
後
期
田
辺
哲
学
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の

は
、
む
ろ
ん
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚

存
在
学
と
無
関
係
で
は
な
い
。
た
だ
、
田
辺
は
歴
史
を
記
述
史
と
し
て

で
は
な
く
、
一
種
の
「
救
拯
史
」（T

11

・�59

）
と
見
な
す
以
上
、
そ

こ
に
は
ど
う
し
て
も
歴
史
的
過
去
の
偶
然
性
に
未
来
の
自
由
な
る
行
動

を
加
え
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
両
者
を
結
び
つ
け
る
の
は
田
辺

自
身
の
宗
教
的
実
存
的
実
践
、
つ
ま
り
「
懺
悔
」
で
あ
る
こ
と
は
、
い

う
ま
で
も
な
い
。

　

さ
て
、
田
辺
の
絶
対
媒
介
の
論
理
を
通
じ
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来

と
い
う
三
つ
の
時
間
の
形
態
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
偶
然
性
は
い
っ
た

い
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
わ
れ

わ
れ
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
田
辺
に
と
っ
て
、
偶

然
性
は
過
去
に
起
き
た
既
定
事
実
の
叙
述
に
役
立
つ
も
の
に
止
ま
ら

ず
、
そ
れ
は
ま
た
未
来
に
お
け
る
人
間
の
救
済
を
保
障
す
る
も
の
で
も

あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
田
辺
の
い
う
偶
然
性
は
人
間
救
済
へ
の
積

極
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
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五
、
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
偶
然
性
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
覚
存

在
学
に
よ
っ
て
従
来
の
知
性
や
形
而
上
学
の
問
題
か
ら
、
実
存
と
時
間

（
歴
史
）
の
問
題
へ
と
移
り
、
ま
た
田
辺
の
懺
悔
道
哲
学
を
通
じ
て
さ

ら
に
宗
教
的
実
存
的
な
実
践
と
時
間
（
歴
史
）
の
問
題
に
ま
で
至
っ
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
（
４
）
。
偶
然
性
は
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
知
的
対
象
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
無
視
さ
れ
た
り
、
甚
だ
し
き
は
無
に
近

い
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
偶
然
性
は
西
洋
近

代
の
歴
史
学
派
に
お
い
て
、
歴
史
的
事
実
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
し

て
重
視
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
と
自
然
と
の
区
別
に
お
い
て
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
偶
然
性
に
は
、
人
間
の
過
去
的
志
向
性
が

含
ま
れ
て
い
る
。
田
辺
は
そ
う
し
た
過
去
的
志
向
性
を
も
つ
歴
史
学
の

偶
然
概
念
に
、
人
間
の
必
然
的
な
行
動
自
覚
が
潜
ん
で
い
る
と
見
て
、

そ
こ
に
は
未
来
に
向
っ
て
自
由
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
自
由
意
志

が
欠
落
し
て
い
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
偶
然
性
が
実
存
と
時
間
（
歴

史
）
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
こ

で
の
絶
対
他
力
（
あ
る
い
は
絶
対
者
の
慈
愛
）
に
よ
る
自
己
否
定
即
肯

定
、
ま
た
は
死
復
活
の
転
換
運
動
が
現
実
世
界
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て

い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

　

そ
れ
で
は
、
偶
然
性
は
後
期
田
辺
哲
学
に
至
っ
て
、
い
か
な
る
意
味

に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
の
か
。
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
後

期
田
辺
哲
学
が
宗
教
哲
学
的
な
性
格
を
本
質
と
し
て
い
る
た
め
に
、
哲

学
の
宗
教
化
と
宗
教
の
哲
学
化
を
要
求
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
田
辺
は
宗
教
の
脱
神
話
化
あ
る
い
は
歴
史
化
を
図
る
こ
と
で
、
宗

教
と
わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
歴
史
的
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
模
索
す
る
こ

と
に
な
る
。
絶
対
者
と
相
対
者
と
の
往
還
循
環
運
動
を
基
軸
と
し
て
再

構
築
さ
れ
た
絶
対
媒
介
の
論
理
は
か
く
し
て
、
宗
教
と
歴
史
と
の
交
渉

関
係
に
は
た
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
即
歴
史
、
歴
史
即
宗
教
の
交

互
循
環
態
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
田
辺
は
そ
う
し
た
宗
教
と
歴
史

と
の
交
渉
関
係
に
基
づ
い
て
、
西
洋
近
代
の
歴
史
学
派
が
主
張
し
た
過

去
的
志
向
性
を
も
つ
偶
然
性
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
田
辺
に
と
っ
て
、
歴
史
は
単
に
過
去
の
出
来
事
を
そ
の
ま

ま
叙
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
種
の
「
救
拯
史
」
と
し
て
認

識
さ
れ
、
過
去
に
対
す
る
懺
悔
や
現
在
の
信
心
の
み
な
ら
ず
、
未
来
に

お
い
て
救
済
さ
れ
る
人
々
の
証
も
必
要
な
た
め
、
必
然
的
に
未
来
的
志

向
性
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
歴
史
は
、
過
去
、
現
在
、
未

来
と
い
う
三
つ
の
時
間
の
形
態
を
同
時
に
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
偶
然
性
は
田
辺
の
い
う
宗
教
的
実
践
に

よ
っ
て
、
単
に
過
去
的
志
向
性
の
み
な
ら
ず
、
現
在
的
志
向
性
と
未
来

的
志
向
性
を
も
自
ら
の
本
質
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
田
辺
は
偶
然
性
の
問
題
を
自
ら
の
懺
悔
道
哲
学
の



77　後期田辺哲学における偶然性の問題

展
開
に
持
ち
込
ん
で
、
そ
れ
の
単
な
る
過
去
的
志
向
性
や
非
論
理
性
、

不
可
測
性
、
非
日
常
性
な
ど
と
い
っ
た
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
よ
う

と
し
た
。
後
期
田
辺
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
宗

教
、
哲
学
、
歴
史
と
の
関
係
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
田
辺
は

晩
年
『
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
芸
術
哲
学
』（
一
九
五
一
）
と
『
マ
ラ
ル
メ
の

覚
書―

『
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
』『
双
賽
一
擲
』を
め
ぐ
っ
て―

』（
一
九
六
二
）

を
著
し
て
、
さ
ら
に
偶
然
性
の
問
題
を
、
人
間
の
運
命
と
い
う
自
覚
存

在
や
芸
術
的
制
作
な
い
し
芸
術
活
動
に
関
連
付
け
て
論
究
し
、
独
特
な

芸
術
哲
学
や
時
間
的
弁
証
法
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
後
期

田
辺
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
の
解
明
を
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲

学
』
に
留
め
た
。
偶
然
性
と
宗
教
的
実
存
の
実
践
と
芸
術
制
作
の
活
動

三
者
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

　
※  『
田
辺
元
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
第
二
版
）
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
、（
Ｔ
巻
号
・

頁
数
）
と
記
し
、
旧
漢
字
と
旧
仮
名
遣
い
は
新
字
に
改
め
た
。

註（
１
）「
懺
悔
道―

M
etanoetik

―

」
は
上
田
泰
治
の
速
記
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
原
稿
は
『
求
真
』
第
十
五
号
（
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
に
収
録
さ
れ
、

藤
田
正
勝
編
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
に

再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
田
辺
の
浄
土
真
宗
に
対
す
る
非
神
話
化
的
解
釈
と
そ
の
法
蔵
菩
薩
に
関
す
る

論
述
に
つ
い
て
は
、
氷
見
潔
『
田
辺
哲
学
研
究―

宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら―

』

（
北
樹
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
の
一
五
三
―
一
五
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
過
去
の
歴
史
を
い
か
に
見
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
田
辺
は
す
で

に
『
歴
史
的
現
実
』（
一
九
四
〇
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
（T

�

・13�

を
参

照
）。
歴
史
は
、
人
間
が
い
か
に
し
て
未
来
に
向
っ
て
い
く
か
に
よ
っ
て
決

ま
る
と
い
う
の
は
、
田
辺
の
戦
前
戦
後
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
。

（
４
）
西
洋
の
偶
然
論
は
日
本
に
至
っ
て
い
か
な
る
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
の
か
と
い

う
問
題
に
関
し
て
は
、
も
と
よ
り
九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
〜
一
九
四
一
）
の

『
偶
然
性
の
問
題
』
を
も
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
幅
の
関
係
で
後

期
田
辺
哲
学
に
留
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
九
鬼
の
偶
然
論
が
田
辺
の
そ
れ
と

は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
宮
野
真
生
子
「
個
体
性
と
邂
逅
の
倫
理

―

田
辺
元
・
九
鬼
周
造
往
復
書
簡
か
ら
見
え
る
も
の―

」（『
倫
理
学
年
報
』

第
五
十
五
集
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
こ
れ
に
関
し
て
は
、
野
内
良
三
『
偶
然
を
生
き
る
思
想―

「
日
本
の
情
」
と

「
西
洋
の
理
」―

』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
八
年
）
の
「
第
四
章　

偶
然
の
哲
学
史
」
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

※ 

本
論
は
、
台
湾
行
政
院
国
家
科
学
委
員
会
の
専
題
計
画
研
究
費
（
後
期
田
邊
哲
學

的
「
偶
然
」
問
題99-��10-H

-110-001-

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
り
ょ
う
・
き
ん
ひ
ん　

台
湾
国
立
中
山
大
学　
　

哲
学
研
究
所
助
理
教
授
）




