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教

　
近
代
的
思
惟
は
、
必
然
を
そ
の
本
質
と
す
る
自
然
と
自
由
な
人
格
に
よ
り
創
造
さ
れ
る
文
化
と
を
区
別
し
、
後
者
の
前
者
か
ら
の
独

立
を
強
調
し
た
。
従
っ
て
、
自
律
的
な
文
化
世
界
は
独
自
の
運
動
法
則
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
文
化
世
界
を
構
成
す
る
自
由

な
各
人
の
個
別
な
世
界
観
を
多
様
で
あ
る
と
同
時
に
全
体
へ
と
仮
構
し
、
一
つ
の
世
界
と
し
て
の
共
同
体
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
構
想
の
実
現
は
、
伝
統
的
共
同
体
を
物
理
的
に
個
人
に
ま
で
解
体
し
、
そ
れ
を
単
位
と
す
る
共
同
体
の
再

構
築
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
物
理
的
に
解
体
さ
れ
た
単
位
か
ら
の
共
同
体
再
構
築
の
手
段
を
、
共
同
体
の
統
一
性
を
維
持
す
る
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そ
の
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す
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自
然
と
自
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に
よ
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と
を
区
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、
後
者
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独
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強
調
し
た
。
従
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て
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な
文
化
世
界
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独
自
の
運
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を
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こ
と
と
な
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そ
れ
は
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文
化
世
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を
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成
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各
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の
個
別
な
世
界
観
を
多
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で
あ
る
と
同
時
に
全
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へ
と
仮
構
し
、

一
つ
の
世
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と
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の
共
同
体
を
構
想
し
な
げ
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ば
な
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な

か
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で
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。
そ
の
構
想
の
実
現
は
、
伝
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的
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を
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に
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ま
で
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し
、
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体
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再
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構
築
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
物
理
的
に
解
体
さ
れ
た
単
位
か
ら
の
共
同
体
再
構
築
の
手
段
を
、
共
同
体
の
統
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性
を
維
持
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主
・
客
同
一
で
現
実
的
・
普
遍
的
な
唯
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
物
理
的
強
制
力
と
し
て
の
権
力
に
求
め
た
。
例
え
、
権
力
の
在
り
方
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
絶
え
問
の
な
い
相
互
作
用
の
螺
旋
を
描
く
合
図
の
交
換
過
程
」
と
理
解
し
よ
う
と
、
「
単
に
『
否
』
を
宣
言
す
る
力
と
し
て
威
力
を

ふ
る
う
の
み
で
は
な
く
、
本
当
は
も
の
に
入
り
込
み
、
も
の
を
生
み
出
し
、
快
楽
を
誘
発
し
、
知
を
形
成
し
、
言
説
を
生
み
出
し
て

　パ　

レ

い
る
」
も
の
と
広
範
な
意
味
に
解
釈
さ
れ
よ
う
と
も
、
政
治
と
言
う
領
域
で
の
権
力
の
実
体
は
、
主
権
と
い
う
客
観
的
対
象
を
得
て
物

理
的
な
強
制
力
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
権
力
は
人
間
固
有
の
自
由
な
文
化
世
界
の
構
成
形
式

の
実
体
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
人
間
の
行
為
規
範
を
規
定
す
る
古
典
・
古
代
的
自
然
法
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
た
近
代
的
思
惟
は
、
人
間
の
認
識
の
限

界
内
で
の
客
観
的
な
近
代
自
然
法
に
お
け
る
人
間
存
在
の
物
理
的
現
実
を
挺
子
と
し
、
人
間
固
有
の
領
域
と
し
て
の
文
化
の
世
界
を
構

想
し
造
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
権
力
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
手
段
は
目
的
の
た
め
に
奉
仕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
目
的
は
、

自
律
的
な
運
動
法
則
を
持
つ
自
由
な
文
化
世
界
自
身
の
内
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
文
化
世
界
の
各
構
成
員
の
内
的
で
共
通
の
理
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念
や
感
性
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
真
の
宗
教
、
も
し
く
は
人
間
の
理
念
や
公
共
の
福
祉
と
呼
ぼ
う
と
も
そ
れ
が
各
人
の
内

面
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
多
様
化
し
無
限
に
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
多
様
な
目
的
の
統
合
の
シ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ク
レ

ム
と
し
て
い
か
な
る
国
民
宗
教
や
自
由
主
義
的
議
会
主
義
の
原
則
を
引
き
合
い
に
出
そ
う
と
も
、
そ
れ
は
多
様
な
内
的
目
的
を
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
、
目
的
の
所
在
と
し
て
の
超
越
を
仮
構
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
理
的
事
物
の
世
界
の
認
識
そ
れ
自
体
か
ら
は
価
値
と
し

て
の
理
念
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
価
値
は
、
事
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
世
界
の
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
「
世
界
そ
れ
自
体
は
無
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

味
で
あ
る
。
意
味
は
世
界
の
外
か
ら
来
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
リ
レ

　
し
か
し
、
超
越
の
現
実
性
は
、
具
体
的
な
経
験
の
連
続
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
獲
得
さ
れ
な
い
。
こ
の
獲
得
過
程
で
、
超
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り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
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力
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
で
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た
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目
的
の
た
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に
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ね
ば
な
ら
な
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な
ぜ
な
ら
、
物
理
的
事
物
の
世
界
の
認
識
そ
れ
自
体
か
ら
は
価
値
と
し

て
の
理
念
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
価
値
は
、
事
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
世
界
の
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
「
世
界
そ
れ
自
体
は
無
意

味
で
あ
る
。
意
味
は
世
界
の
外
か
ら
来
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
超
越
の
現
実
性
は
、
具
体
的
な
経
験
の
連
続
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
獲
得
さ
れ
な
い
。
こ
の
獲
得
過
程
で
、
超
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越
と
い
う
次
元
の
存
在
理
由
は
意
味
そ
れ
自
体
を
喪
失
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
超
越
は
、
人
間
活
動
に
内
的
目
的
を
与
え
る
の
み
で
あ

り
、
機
能
と
そ
の
運
動
法
則
と
は
無
縁
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
も
と
も
と
目
的
に
即
し
た
手
段
と
し
て
機
能
や
運
動
法
則
は
存

在
す
る
の
だ
が
、
い
っ
た
ん
機
能
や
運
動
法
則
が
動
き
出
す
と
そ
れ
自
体
が
意
味
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
錯
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ハ
れ
レ

現
世
を
沈
黙
の
神
の
前
に
お
け
る
舞
台
と
し
て
描
き
、
徹
底
し
た
人
間
の
責
任
の
問
題
と
し
て
現
世
を
秩
序
立
て
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神

学
の
基
礎
構
造
は
、
「
神
の
死
」
の
宣
言
を
通
し
て
仮
構
さ
れ
た
超
越
を
求
め
た
先
に
待
つ
目
的
と
し
て
の
人
類
概
念
の
死
を
歴
史
的

条
件
と
す
れ
ば
、
意
味
を
人
間
活
動
の
可
変
的
な
諸
現
象
の
背
後
に
あ
る
不
変
の
構
造
と
し
て
捉
え
る
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

（
8
巳
ω
≧
9
諾
ω
R
お
一
・
。
6
。
）
や
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
匡
凶
9
①
一
閃
0
9
碧
犀
お
ま
－
o
。
“
）
に
代
表
さ
れ
る
構
造
主
義
の
立
場

に
極
め
て
近
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
近
代
主
義
が
そ
れ
自
身
の
存
立
を
か
け
て
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
問
題
は
、
人
間
活
動
を
前
提
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
超
越
の
立

場
か
ら
、
人
間
の
世
界
を
超
越
し
た
も
の
へ
の
無
前
提
な
信
仰
を
本
質
と
す
る
宗
教
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
を
批
判
し
そ
れ

を
人
問
活
動
の
領
域
か
ら
追
放
す
る
こ
と
程
、
近
代
主
義
に
と
っ
て
壁
二
且
h
鋒
俄
9
な
も
の
は
な
い
。
自
由
な
文
化
世
界
の
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

形
式
の
実
体
で
あ
る
権
力
に
と
っ
て
、
そ
の
実
行
の
障
害
と
な
る
も
の
こ
そ
近
代
的
自
由
概
念
と
対
立
す
る
「
奴
隷
の
道
徳
」
と
し
て

の
キ
リ
ス
ト
教
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
の
立
場
か
ら
は
、
例
え
ば
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
形
而
上
学
と
も
道
徳
と
も
、
あ
る
い
は
両
者
の
融
合
と
も
異
な
り
そ
れ
ら
を
超
越
的
に
包
括
す
る

独
立
の
無
対
比
の
領
域
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
問
題
は
、
近
代
主
義
の
思
惟
形
式
を
本
質
的
に
支
え
る
仮
構
さ
れ
た
超
越
に
対
す
る
無
条
件
な
信
仰
を

本
質
と
す
る
宗
教
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
人
間
自
身
が
自
ら
の
存
在
を
規
定
す
る
近
代
的
思
惟
形
式
は
、
規
定
す
る
人
問
の
能
力
を
超
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H∞
ー
さ
)
や
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ブ
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コ
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(冨
片
町
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gc}円

S
N∞l
∞品)

に
代
表
さ
れ
る
構
造
主
義
の
立
場

に
極
め
て
近
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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近
代
主
義
が
そ
れ
自
身
の
存
立
を
か
け
て
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
問
題
は
、
人
間
活
動
を
前
提
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
超
越
の
立

場
か
ら
、
人
間
の
世
界
を
超
越
し
た
も
の
へ
の
無
前
提
な
信
仰
を
本
質
と
す
る
宗
教
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
を
批
判
し
そ
れ

を
人
間
活
動
の
領
域
か
ら
追
放
す
る
こ
と
程
、
近
代
主
義
に
と
っ
て

m
g
g己
苫
円
低
各
な
も
の
は
な
い
。
自
由
な
文
化
世
界
の
構
成

そ
の
実
行
の
障
害
と
な
る
も
の
こ
そ
近
代
的
自
由
概
念
と
対
立
す
る
「
奴
隷
の
道
(
傑
」
と
し
て

形
式
の
実
体
で
あ
る
権
力
に
と
っ
て
、

の
キ
リ
ス
ト
教
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
の
立
場
か
ら
は
、
例
え
ば
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、

キ
リ
ス
ト
教
を
形
而
上
学
と
も
道
徳
と
も
、
あ
る
い
は
両
者
の
融
合
と
も
異
な
り
そ
れ
ら
を
超
越
的
に
包
括
す
る

独
立
の
無
対
比
の
領
域
で
あ
る
と
考
え
た
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
問
題
は
、
近
代
主
義
の
思
惟
形
式
を
本
質
的
に
支
え
る
仮
構
さ
れ
た
超
越
に
対
す
る
無
条
件
な
信
何
を

35 

本
質
と
す
る
宗
教
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
人
間
自
身
が
自
ら
の
存
在
を
規
定
す
る
近
代
的
思
惟
形
式
は
、
規
定
す
る
人
間
の
能
力
を
超
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越
的
な
も
の
と
し
て
さ
ら
に
規
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
無
限
循
環
は
、
神
な
き
時
代
に
対
す
る
特
別
な
勇
気
と
覚
悟

の
な
い
無
自
覚
な
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
次
々
と
多
く
の
神
話
や
魔
力
的
な
も
の
へ
の
無
限
交
換
を
生
む
こ
と
と
な
る
。
特
に
、
近

代
的
思
惟
形
式
の
実
体
で
あ
る
権
力
が
、
こ
の
無
限
交
換
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
よ
り
自
身
の
成
立
を
求
め
る
と
き
「
国
家
の

　
（
1
3
）

神
話
」
が
現
わ
れ
る
。
人
問
自
身
が
神
々
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
過
程
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
人
間
は
、
こ
の
擬
製
宗
教
に
よ
り
自
縛
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
無
条
件
の
信
仰
を
人
間
存
在
の
根
拠
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
人
間
を
こ
の
無
限
交

換
か
ら
救
い
、
近
代
主
義
の
本
質
で
あ
る
自
由
を
真
に
実
現
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
が
、
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
、
国
民
・
自

由
・
平
等
等
を
仮
構
さ
れ
た
超
越
と
し
て
借
定
し
、
そ
の
政
治
的
実
現
に
失
敗
し
た
と
評
価
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
必
然
と
し
て
宗
教
の
再
生
と
い
う
彼
の
課
題
に
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
派
生
し
た
。
第
一
に
は
、
擬
製
宗
教
と
し
て
の

仮
構
さ
れ
た
超
越
に
対
す
る
批
判
に
よ
る
人
間
的
自
由
の
実
現
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
文
化
世
界
の
構
成
形
式
の
実
体
で
あ
る
権
力
と

の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
現
実
の
実
体
で
あ
る
権
力
と
必
然
と
し
て
対
峙
せ
ざ
る
を
え
な
い
教
会
論
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
宗
教
の
再
生
を
求
め
た
背
景
に
は
、
彼
自
身
「
宇
宙
の
荘
厳
な
事
実
」
と
し
て
賞
賛
し
た
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
自
由
の
実
現
を
革
命
の
統
率
者
自
身
が
野
蛮
に
踏
み
に
じ
っ
た
と
い
う
時
代
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宗
教
に
お
い
て
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

「
最
も
微
か
な
感
情
す
ら
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
の
慎
重
に
し
て
謙
虚
な
節
度
」
を
も
っ
て
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
「
天
上
の
実
在
者
に
対
し
て
畏
敬
の
念
」
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
と
い

う
。
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
性
の
残
存
と
い
う
時
代
認
識
は
、
一
方
で
へ
ー
ゲ
ル
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
改
革
の

影
響
が
背
後
に
あ
り
、
他
方
で
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
宗
教
批
判
が
弱
体
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
も
あ
る
。
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越
的
な
も
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と
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に
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ね
ば
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。
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無
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を
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と
に
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の
成
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を
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る
と
き
「
国
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の
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話
」
が
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る
。
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間
自
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が
神
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と
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ら
ざ
る
を
得
な
い
過
程
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
人
間
は
、
こ
の
擬
製
宗
教
に
よ
り
自
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さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
無
条
件
の
信
仰
を
人
間
存
在
の
根
拠
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
人
聞
を
こ
の
無
限
交

換
か
ら
救
い
、
近
代
主
義
の
本
質
で
あ
る
自
由
を
真
に
実
現
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
が
、
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
、
国
民
・
自

由
・
平
等
等
を
仮
構
さ
れ
た
超
越
と
し
て
借
定
し
、

そ
の
政
治
的
実
現
に
失
敗
し
た
と
評
価
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
る
。

従
っ
て
、
必
然
と
し
て
宗
教
の
再
生
と
い
う
彼
の
課
題
に
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
派
生
し
た
。
第
一
に
は
、
擬
製
宗
教
と
し
て
の
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仮
構
さ
れ
た
超
越
に
対
す
る
批
判
に
よ
る
人
間
的
自
由
の
実
現
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
文
化
世
界
の
構
成
形
式
の
実
体
で
あ
る
権
力
と

の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
現
実
の
実
体
で
あ
る
権
力
と
必
然
と
し
て
対
時
せ
ざ
る
を
え
な
い
教
会
論
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ

る

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
宗
教
の
再
生
を
求
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た
背
景
に
は
、
彼
自
身
「
宇
宙
の
荘
厳
な
事
実
」
と
し
て
賞
賛
し
た
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
自
由
の
実
現
を
革
命
の
統
率
者
自
身
が
野
蛮
に
踏
み
に
じ
っ
た
と
い
う
時
代
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宗
教
に
お
い
て
こ
そ

「
最
も
微
か
な
感
情
す
ら
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
の
慎
重
に
し
て
謙
虚
な
銑
際
」
を
も
っ
て
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
「
天
上
の
実
在
者
に
対
し
て
畏
敬
の
念
」
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
と
い

う
。
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
性
の
残
存
と
い
う
時
代
認
識
は
、

一
方
で
へ

1
ゲ
ル
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
改
革
の

影
響
が
背
後
に
あ
り
、
他
方
で
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
宗
教
批
判
が
弱
体
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
も
あ
る
。
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一
六
四
八
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
後
、
領
邦
教
会
は
、
領
邦
国
家
の
支
配
機
構
の
一
部
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
限
り
で
時

代
へ
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
領
邦
教
会
は
支
配
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
神
学
を
「
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
・
ス
コ
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
硬
直
化
さ
せ
て
行
く
。
一
八
世
紀
に
ド
イ
ッ
教
会
の
主
流
と
な
っ
た
敬
度
主
義
の
神
学
は
、

こ
う
し
た
傾
向
へ
の
批
判
と
改
革
と
を
目
指
し
た
信
仰
の
純
化
運
動
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
信
仰
純
化
改
革
の
内
容
は
、
強
く
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
は
政
治
権
力
の
及
ば
な
い
教
会
固
有

の
「
見
え
ざ
る
教
会
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
真
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
○
Φ
目
Φ
冒
Φ
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

第
二
に
は
「
見
え
ざ
る
教
会
」
存
立
の
基
礎
に
あ
る
信
仰
の
純
化
運
動
を
推
進
す
る
た
め
に
教
会
を
「
信
仰
の
学
校
」
と
し
て
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
信
仰
の
純
化
運
動
は
、
非
政
治
化
を
押
し
進
め
て
信
仰
の
純
化
を
主
張
す
る
そ
の
程
度
に
応
じ
て
体
制
に
組
み
込
ま

れ
て
い
っ
た
。
信
仰
の
純
化
運
動
が
、
一
方
で
信
仰
を
政
治
権
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
日
常
的
で
個
人
的
な
倫
理
の
問
題
に
限
定
し
て

行
き
、
他
方
で
教
会
の
権
力
体
制
へ
の
無
自
覚
な
編
入
を
許
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
文
化
と
は
、
世
俗
化
さ

れ
た
宗
教
と
同
意
義
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
。
世
俗
化
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
の
文
化
に
お
い
て
語
ら
れ
る
宗
教
と
は
い
か
な
る
も
の

か
。
宗
教
の
本
質
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
宗
教
に
お
い
て
で
は
な
く
、
文
化
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
文
化

そ
れ
自
体
は
他
の
文
化
と
の
相
対
に
お
い
て
そ
の
固
有
性
を
獲
得
さ
れ
る
と
す
る
の
な
ら
、
文
化
と
し
て
表
現
さ
れ
た
宗
教
は
そ
の
本

質
で
あ
る
超
越
性
を
喪
失
し
、
特
定
の
文
化
内
に
お
い
て
絶
対
化
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
、
な
お
も
超
越
へ
の
信
仰
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
語
ら
れ
ぬ
こ
と
、
沈
黙

に
お
い
て
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
語
り
え
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
社
会
的
な
実
在

一37一
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、
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は
、
領
邦
国
家
の
支
配
機
構
の
一
部
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
限
り
で
時

代
へ
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
領
邦
教
会
は
支
配
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
程
度
に
応
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て
、

そ
の
神
学
を
「
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
・
ス
コ
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」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
硬
直
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さ
せ
て
行
く
。

一
八
世
紀
に
ド
イ
ツ
教
会
の
主
流
と
な
っ
た
敬
度
主
義
の
神
学
は
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こ
う
し
た
傾
向
へ
の
批
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と
改
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と
を
目
指
し
た
信
仰
の
純
化
運
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で
あ
っ
た
。

こ
の
信
仰
純
化
改
革
の
内
容
は
、
強
く
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
は
政
治
権
力
の
及
ば
な
い
教
会
固
有

の
「
見
え
ざ
る
教
会
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
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る
こ
と
に
よ
り
真
の
キ
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教
共
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の
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色

5
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

第
二
に
は
「
見
え
ざ
る
教
会
」
存
立
の
基
礎
に
あ
る
信
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の
純
化
運
動
を
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こ
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で
あ
っ
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し
か
し
、
こ
の
信
仰
の
純
化
運
動
は
、
非
政
治
化
を
押
し
進
め
て
信
仰
の
純
化
を
主
張
す
る
そ
の
程
度
に
応
じ
て
体
制
に
組
み
込
ま

れ
て
い
っ
た
。
信
仰
の
純
化
運
動
が
、

一
方
で
信
仰
を
政
治
権
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
日
常
的
で
個
人
的
な
倫
理
の
問
題
に
限
定
し
て

行
き
、
他
方
で
教
会
の
権
力
体
制
へ
の
無
自
覚
な
編
入
を
許
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
文
化
と
は
、
世
俗
化
さ

れ
た
宗
教
と
同
意
義
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
。
世
俗
化
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
の
文
化
に
お
い
て
語
ら
れ
る
宗
教
と
は
い
か
な
る
も
の

か
。
宗
教
の
本
質
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
宗
教
に
お
い
て
で
は
な
く
、
文
化
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
文
化

そ
れ
自
体
は
他
の
文
化
と
の
相
対
に
お
い
て
そ
の
固
有
性
を
獲
得
さ
れ
る
と
す
る
の
な
ら
、
文
化
と
し
て
表
現
さ
れ
た
宗
教
は
そ
の
本

質
で
あ
る
超
越
性
を
喪
失
し
、
特
定
の
文
化
内
に
お
い
て
絶
対
化
す
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
、
な
お
も
超
越
へ
の
信
仰
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
の
な
ら
、

そ
れ
は
語
ら
れ
ぬ
こ
と
、
沈
黙
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に
お
い
て
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
語
り
え
た
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
社
会
的
な
実
在
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と
し
て
係
留
す
る
こ
と
が
可
能
な
ド
イ
ツ
に
固
有
の
文
化
、

前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
世
俗
化
さ
れ
た
敬
度
さ
」
が
残
存
し
て
い
た
ド
イ
ツ
社
会
を

四
　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
宗
教
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
文
化
と
は
「
世
俗
的
な
分
野
に
お
け
る
精
神
的
活
動
と
そ
の
成
果
を
総
括
す
る
概
念
」
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
そ
の
文
化
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
、
第
一
に
彼
は
、
自
ら
を

文
化
哲
学
者
と
し
て
位
置
付
け
た
。
本
来
、
仮
構
さ
れ
た
超
越
と
し
て
の
理
性
の
実
在
を
、
無
条
件
な
信
仰
の
実
在
の
現
実
と
し
て
読

み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
性
の
実
在
の
文
化
的
形
式
は
倫
理
学
で
あ
り
、
理
性
に
よ
る
文
化
形
成
の

過
程
こ
そ
文
化
哲
学
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
化
哲
学
の
内
容
は
倫
理
学
で
あ
る
。

　
こ
の
文
化
形
成
の
過
程
は
、
無
条
件
な
真
の
実
在
に
よ
り
示
さ
れ
る
最
高
善
の
概
念
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
こ
の
最
高
善
は
、
そ
れ

自
体
で
は
総
体
と
し
て
無
目
的
な
ブ
ル
ジ
ュ
ワ
社
会
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
最
高
善
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
人
間
の
［
有
機
的
］
組
織
を
媒
介
と
し
た
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
英
知
性
（
ぎ
邑
凝
窪
旦
の
全
体
作
用
」
で
あ
る
。
最
高
善
の

主
体
は
、
人
類
で
あ
る
。
人
類
に
つ
い
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
『
独
り
語
る
匡
8
0
一
〇
α
Q
窪
』
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
私
が

人
類
と
い
う
も
の
を
見
い
出
す
に
至
り
、
も
は
や
そ
れ
を
失
う
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
あ
の
と
き
の
こ
と
を
、
私
は

誇
る
に
足
る
喜
び
を
も
っ
て
な
お
も
思
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
啓
示
は
内
部
か
ら
到
達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
徳
の
数
え
方
と
か
賢

人
た
ち
の
体
系
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
も
後
者
も
永
い
探
究
を
満
足
さ
せ
そ
う
に
も
な
か
っ
た

一38一
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と
し
て
係
留
す
る
こ
と
が
可
能
な
ド
イ
ツ
に
固
有
の
文
化
、
す
な
わ
ち
「
世
俗
化
さ
れ
た
敬
度
さ
」
が
残
存
し
て
い
た
ド
イ
ツ
社
会
を

説

前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

主ム
日間

四

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
宗
教
諭

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
文
化
と
は
「
世
俗
的
な
分
野
に
お
け
る
精
神
的
活
動
と
そ
の
成
果
を
総
括
す
る
税
制
」
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、

そ
の
文
化
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
、
第
一
に
彼
は
、
自
ら
を

文
化
哲
学
者
と
し
て
位
置
付
け
た
。
本
来
、
仮
構
さ
れ
た
超
越
と
し
て
の
理
性
の
実
在
を
、
無
条
件
な
信
仰
の
実
在
の
現
実
と
し
て
読

-38ー

み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
性
の
実
在
の
文
化
的
形
式
は
倫
理
学
で
あ
り
、
理
性
に
よ
る
文
化
形
成
の

過
程
こ
そ
文
化
哲
学
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
化
哲
学
の
内
容
は
倫
理
学
で
あ
る
。

こ
の
文
化
形
成
の
過
程
は
、
無
条
件
な
真
の
実
在
に
よ
り
示
さ
れ
る
最
高
善
の
概
念
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
こ
の
最
高
善
は
、

そ
れ

自
体
で
は
総
体
と
し
て
無
目
的
な
ブ
ル
ジ
ュ
ワ
社
会
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
最
高
善
と
は
、

の
全
体
作
用
」
で
あ
る
。
最
高
善
の

「
人
間
の
[
有
機
的
]
組
織
を
媒
介
と
し
た
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
英
知
性

(HE巳
ロ
moEN)

主
体
は
、
人
類
で
あ
る
。
人
類
に
つ
い
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
『
独
り
語
る
富
。
ロ
O
E
m
s』

で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
私
が

人
類
と
い
う
も
の
を
見
い
出
す
に
至
り
、
も
は
や
そ
れ
を
失
う
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
あ
の
と
き
の
こ
と
を
、
私
は

誇
る
に
足
る
喜
び
を
も
っ
て
な
お
も
思
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
啓
示
は
内
部
か
ら
到
達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
徳
の
数
え
方
と
か
賢

人
た
ち
の
体
系
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
も
後
者
も
永
い
探
究
を
満
足
さ
せ
そ
う
に
も
な
か
っ
た
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（
2
0
）

の
で
あ
り
、
そ
の
探
究
の
有
終
の
美
を
飾
っ
た
の
は
晴
れ
晴
れ
し
い
一
瞬
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
「
自
由
の
感
情
が
そ
れ
だ
け
で
私
に

安
ら
ぎ
を
与
え
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
内
な
る
人
格
と
か
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
っ
て
行
く
つ
か
の
ま
の
意
識
の
統
一
と
い

う
も
の
は
私
に
は
役
に
立
た
な
い
も
の
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
崇
高
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
人
倫
を

求
め
る
よ
う
に
と
私
を
せ
き
た
て
た
の
で
あ
る
。
人
格
や
意
識
の
統
一
が
、
そ
の
人
倫
の
意
味
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
。
人

類
を
無
教
養
な
粗
野
な
民
衆
の
な
か
に
じ
か
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
私
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
民
衆
は
内

的
に
は
ま
っ
た
く
一
様
に
、
外
的
に
は
た
だ
離
合
集
散
を
通
し
て
一
時
的
で
皮
相
な
現
象
を
成
す
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
、
今
日
私

の
最
高
の
直
感
で
あ
る
も
の
が
私
に
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
各
人
が
固
有
な
仕
方
で
人
類
を
、
そ
の
諸
要
素
が
一
種
独
特
な

仕
方
で
入
り
交
じ
り
合
う
中
に
あ
っ
て
現
示
す
べ
き
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
な
ん
と
し
て
も

人
類
が
現
わ
れ
出
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
母
体
か
ら
生
じ
る
一
切
の
も
の
が
、
無
限
の
充
満
の
う
ち
に
現
実
と
な
る
た
め
な
の
で

　
パ
ぬ
レ

あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
人
類
を
直
感
す
る
こ
と
無
し
に
は
、
ま
た
そ
の
王
国
で
の
私
の
場
所
や
地
位
を
指
定
す
る
こ
と
無
し
に
は
、
私

は
私
の
全
本
質
を
新
た
に
聞
き
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
人
類
を
考
え
る
力
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
思
考
に
関
し

て
広
大
無
辺
の
領
域
へ
と
、
ま
た
、
純
粋
な
精
神
の
本
質
へ
と
迷
い
込
む
こ
と
無
し
に
は
、
人
類
を
新
た
に
聞
き
取
る
こ
と
は
出
来
な

　
　
　
　
パ
ぬ
レ

い
の
で
あ
る
」
。
人
類
と
い
う
概
念
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
総
体
↓
o
琶
莚
叶
は
、
全
体
と
し
て
の
人
類
と
個
別
と
し
て
の
各
個
人
を
架

橋
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
観
念
論
的
体
系
で
あ
る
。
人
類
と
い
う
概
念
に
お
い
て
個
別
は
、
無
意
味
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
個

別
性
を
超
え
て
よ
り
深
遠
な
世
界
智
≦
Φ
一
薯
像
警
簿
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
世
界
智
は
多
様
な
世
界
を
絶
対
的
な
も
の
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
普
遍
性
を
示
し
て
い
る
。
絶
対
的
な
も
の
と

は
、
神
に
関
す
る
記
述
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
個
人
に
お
い
て
個
別
か
つ
多
様
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
、
「
有
限
な
も
の
を
有

一39一

の
で
あ
り
、

そ
の
探
究
の
有
終
の
美
を
飾
っ
た
の
は
晴
れ
晴
れ
し
い
一
瞬
で
あ
っ
た
の
で
あ

(mo」
「
自
由
の
感
情
が
そ
れ
だ
け
で
私
に

安
ら
ぎ
を
与
え
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
内
な
る
人
格
と
か
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
っ
て
行
く
つ
か
の
ま
の
意
識
の
統
一
と
い

う
も
の
は
私
に
は
役
に
立
た
な
い
も
の
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
崇
高
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
人
倫
を

求
め
る
よ
う
に
と
私
を
せ
き
た
て
た
の
で
あ
る
。
人
格
や
意
識
の
統
一
が
、

そ
の
人
倫
の
意
味
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
。
人

類
を
無
教
養
な
粗
野
な
民
衆
の
な
か
に
じ
か
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
私
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
民
衆
は
内

的
に
は
ま
っ
た
く
一
様
に
、
外
的
に
は
た
だ
離
合
集
散
を
通
し
て
一
時
的
で
皮
相
な
現
象
を
成
す
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
、
今
日
私

の
最
高
の
直
感
で
あ
る
も
の
が
私
に
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
各
人
が
固
有
な
仕
方
で
人
類
を
、

そ
の
諸
要
素
が
一
種
独
特
な

仕
方
で
入
り
交
じ
り
合
う
中
に
あ
っ
て
現
示
す
べ
き
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
な
ん
と
し
て
も

-39-
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人
類
が
現
わ
れ
出
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
母
体
か
ら
生
じ
る
一
切
の
も
の
が
、
無
限
の
充
満
の
う
ち
に
現
実
と
な
る
た
め
な
の
で

あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
人
類
を
直
感
す
る
こ
と
無
し
に
は
、
ま
た
そ
の
王
国
で
の
私
の
場
所
や
地
位
を
指
定
す
る
こ
と
無
し
に
は
、
私

は
私
の
全
本
質
を
新
た
に
聞
き
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
人
類
を
考
え
る
力
は
あ
る
に
し
て
も
、

そ
の
思
考
に
関
し

て
広
大
無
辺
の
領
域
へ
と
、
ま
た
、
純
粋
な
精
神
の
本
質
へ
と
迷
い
込
む
こ
と
無
し
に
は
、
人
類
を
新
た
に
聞
き
取
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
(
初
」
。
人
類
と
い
う
概
念
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
総
体
、
吋
。

S
E曽
は
、
全
体
と
し
て
の
人
類
と
個
別
と
し
て
の
各
個
人
を
架

橋
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
観
念
論
的
体
系
で
あ
る
。
人
類
と
い
う
概
念
に
お
い
て
個
別
は
、
無
意
味
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
個

別
性
を
超
え
て
よ
り
深
遠
な
世
界
智
巧
巳
言
、
。
2
Z
R
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
界
智
は
多
様
な
世
界
を
絶
対
的
な
も
の
か
ら
演
縛
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
普
遍
性
を
示
し
て
い
る
。
絶
対
的
な
も
の
と

39 

は
、
神
に
関
す
る
記
述
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
個
人
に
お
い
て
個
別
か
つ
多
様
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
、
「
有
限
な
も
の
を
有
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（
2
3
）

限
な
も
の
と
し
て
限
定
し
た
上
で
、
有
限
な
も
の
と
そ
の
有
機
的
な
調
和
へ
の
根
拠
を
差
し
示
す
」
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
と
そ
の
記
述
と
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
神
学
に
お
け
る
神
は
、
例
え
ば

神
と
世
界
と
を
同
一
な
も
の
と
す
る
汎
神
論
で
も
な
く
、
神
を
世
界
の
外
に
措
き
二
元
的
に
対
立
さ
せ
て
考
え
る
も
の
で
も
な
い
仕
方

で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
汎
神
論
は
、
神
秘
主
義
の
近
代
的
一
形
態
で
あ
る
。
「
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ゲ
ー
テ
の
よ
う
に
、
自
然
全
体
が
≦
Φ
一
富
8
8
（
世
界
霊
）

に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
た
と
考
え
る
人
達
の
世
界
観
は
、
一
口
に
言
っ
て
評
旨
夢
α
ω
ヨ
拐
（
汎
神
論
）
と
い
う
ふ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
秘
主
義
の
ω
①
Φ
一
Φ
概
念
を
近
代
的
な
形
式
の
も
と
に
生
か
し
た
哲
学
的
立
場
」
こ
そ
汎
神
論
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
創
造
論
と
救
済
論
と
教
会
論
と
に
分
類
で
き
る
。
汎
神
論
は
神
と
個
人
と
の

直
接
的
な
普
遍
的
真
理
を
問
題
と
し
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
間
接
的
共
同
体
で
あ
る
教
会
を
厳
し
く
否
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
汎
神

論
に
は
教
会
論
が
な
い
。
そ
れ
は
汎
神
論
が
、
な
に
よ
り
も
真
の
普
遍
よ
り
も
間
接
的
普
遍
と
し
て
の
教
会
の
他
に
真
理
は
な
い
と
す

る
教
会
の
権
威
に
対
す
る
批
判
を
内
包
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
会
論
の
欠
如
は
人
問
の
活
動
の
領
域
を
宗
教
的
権
威
か

ら
解
放
す
る
こ
と
に
は
成
功
で
き
た
と
し
て
も
、
世
界
と
の
緊
張
関
係
に
あ
る
真
の
普
遍
の
実
体
か
ら
具
体
的
対
象
を
失
い
、
そ
の
現

実
性
は
極
め
て
観
念
的
な
も
の
と
な
り
、
終
に
は
「
神
」
と
い
う
ロ
ゴ
ス
を
失
っ
て
い
く
。
世
界
と
い
う
ロ
ゴ
ス
、
す
な
わ
ち
秩
序
か

ら
「
神
」
概
念
が
喪
失
す
る
の
で
あ
る
。
汎
神
論
は
、
近
代
に
お
け
る
世
俗
化
の
過
程
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
以
上
に
、
そ
れ
を
神
学

の
側
面
か
ら
押
し
進
め
る
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　
神
を
世
界
の
外
に
措
き
二
元
的
に
対
立
さ
せ
て
考
え
る
立
場
は
、
次
の
二
つ
の
立
場
に
代
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
を
自
然
の

外
に
立
っ
た
超
越
者
と
み
な
す
↓
ぎ
一
雲
ヨ
霧
（
有
神
論
）
」
の
立
場
と
「
ω
①
①
一
①
を
肉
体
と
同
一
視
し
、
自
然
か
ら
神
を
消
し
さ
る

一40一
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限
な
も
の
と
し
て
限
定
し
た
上
で
、
有
限
な
も
の
と
そ
の
有
機
的
な
調
和
へ
の
根
拠
を
差
し
た
?
の
で
あ
る
。

説

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
と
そ
の
記
述
と
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
神
学
に
お
け
る
神
は
、
例
え
ば

神
と
世
界
と
を
同
一
な
も
の
と
す
る
汎
神
論
で
も
な
く
、
神
を
世
界
の
外
に
措
き
二
元
的
に
対
立
さ
せ
て
考
え
る
も
の
で
も
な
い
仕
方

~ 
日間

で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

汎
神
論
は
、
神
秘
主
義
の
近
代
的
一
形
態
で
あ
る
。
「
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ゲ
l
テ
の
よ
う
に
、
自
然
全
体
が
詞
巳
g
o
o
-
o
(
世
界
霊
)

に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
た
と
考
え
る
人
達
の
世
界
観
は
、

一
口
に
言
っ
て
司
ω
B
F巴
ω
g
g
(汎
神
論
)
と
い
う
ふ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
秘
主
義
の
∞

8
『
概
念
を
近
代
的
な
形
式
の
も
と
に
生
か
し
た
哲
学
的
立
場
」
こ
そ
汎
神
論
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
創
造
論
と
救
済
論
と
教
会
論
と
に
分
類
で
き
る
。
汎
神
論
は
神
と
個
人
と
の
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直
接
的
な
普
遍
的
真
理
を
問
題
と
し
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
間
接
的
共
同
体
で
あ
る
教
会
を
厳
し
く
否
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
汎
神

論
に
は
教
会
論
が
な
い
。
そ
れ
は
汎
神
論
が
、
な
に
よ
り
も
真
の
普
遍
よ
り
も
間
接
的
普
遍
と
し
て
の
教
会
の
他
に
真
理
は
な
い
と
す

る
教
会
の
権
威
に
対
す
る
批
判
を
内
包
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
会
論
の
欠
如
は
人
間
の
活
動
の
領
域
を
宗
教
的
権
威
か

ら
解
放
す
る
こ
と
に
は
成
功
で
き
た
と
し
て
も
、
世
界
と
の
緊
張
関
係
に
あ
る
真
の
普
遍
の
実
体
か
ら
具
体
的
対
象
を
失
い
、

そ
の
現

実
性
は
極
め
て
観
念
的
な
も
の
と
な
り
、
終
に
は
「
神
」
と
い
う
ロ
ゴ
ス
を
失
っ
て
い
く
。
世
界
と
い
う
ロ
ゴ
ス
、
す
な
わ
ち
秩
序
か

ら
「
神
」
概
念
が
喪
失
す
る
の
で
あ
る
。
汎
神
論
は
、
近
代
に
お
け
る
世
俗
化
の
過
程
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
以
上
に
、

そ
れ
を
神
学

の
側
面
か
ら
押
し
進
め
る
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

神
を
世
界
の
外
に
措
き
二
元
的
に
対
立
さ
せ
て
考
え
る
立
場
は
、
次
の
二
つ
の
立
場
に
代
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
を
自
然
の

外
に
立
っ
た
超
越
者
と
み
な
す
吋
}
邑

g
g
g
(有
神
論
)
」
の
立
場
と

3
2
F
を
肉
体
と
同
一
視
し
、
自
然
か
ら
神
を
消
し
さ
る
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（
2
5
）

》
夢
虫
聲
目
霧
（
無
神
論
）
」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
「
神
」
認
識
に
お
け
る
人
間
の
知
の

限
界
と
「
神
」
か
ら
の
認
識
の
真
実
性
と
を
根
拠
に
、
特
定
の
神
話
を
生
む
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
後
者
は
、
世
界
を
単
な
る
偶
然
的

な
も
の
、
無
意
味
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
U
Φ
げ
窪
の
実
体
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
ω
Φ
Φ
一
Φ
は
そ
の
存
在
理
由
を
失
う
。
い
o
σ
窪
や
そ
の
実
体
で
あ
る
ω
o
o
一
①
か
ら
根
源
的
な
も
の
と
の
関
係
性
を
奪
い
、
肉
体
に

そ
の
現
実
性
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
の
な
ら
、
か
つ
て
存
在
し
た
普
遍
的
秩
序
、
す
な
わ
ち
ω
8
冨
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
肉
体
と
い

う
構
造
は
、
容
易
に
逆
転
す
る
。
さ
ら
に
、
肉
体
の
欲
求
の
充
足
と
い
う
目
的
の
下
で
ω
8
8
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
熱
狂
と
混
沌
の

主
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
、
本
来
の
意
味
を
喪
失
す
る
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
「
神
」
と
世
界
と
を
同
一
と
す
る
の
で
も
対
立
さ
せ
る
の
で
も
な
く
相
関
物
（
O
o
一
Φ
轟
富
）
と
し
て

考
え
る
。
「
も
し
も
、
わ
れ
わ
れ
が
神
な
し
に
世
界
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
存
在
の
根
拠
と
し
て
宿
命
と
物
質
と
を
思
い
つ
く
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

な
る
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
世
界
な
し
に
神
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
神
は
非
存
在
の
原
理
と
な
り
、
世
界
は
偶
然
的
な
も
の
と
な
る
」
。

一
般
に
、
神
と
世
界
と
の
合
一
と
両
者
の
並
立
と
の
立
場
の
中
間
的
立
場
と
し
て
の
相
関
物
と
い
う
思
考
か
ら
は
、
せ
い
ぜ
い
両
者
が

相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
十
分
に
神
学
的
で
も
哲
学
的
で
も
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
彼
の
思
想
は
凡
庸
な
文
化
哲
学
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
が
両
者
の
間
の
立
場
で
あ
る
相
関
物
へ
の
思
索
を
行
っ

た
の
は
、
も
は
や
世
俗
化
の
進
行
す
る
時
代
に
お
い
て
、
な
お
超
越
と
世
界
と
の
緊
張
関
係
の
唯
中
に
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
体

と
し
て
の
教
会
の
再
生
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
同
一
性
は
、
神
秘
主
義
や
神
話
性
の

中
に
は
な
い
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
お
け
る
相
関
物
と
は
、
全
体
に
お
け
る
有
限
な
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。
多
様
な
部
分
は
、
そ
の
全
体
と

一41一

(
お
)

krF巴
2
5
5
(無
神
論
)
」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
「
神
」
認
識
に
お
け
る
人
間
の
知
の

限
界
と
「
神
」
か
ら
の
認
識
の
真
実
性
と
を
根
拠
に
、
特
定
の
神
話
を
生
む
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
後
者
は
、
世
界
を
単
な
る
偶
然
的

な
も
の
、
無
意
味
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、

よ
り
根
源
的
な
も
の
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
戸
各

g
の
実
体
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た

ω
8
Z
は
そ
の
存
在
理
由
を
失
う
o
F
§
g
や
そ
の
実
体
で
あ
る

ω8-o
か
ら
根
源
的
な
も
の
と
の
関
係
性
を
奪
い
、
肉
体
に

そ
の
現
実
性
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
の
な
ら
、

か
つ
て
存
在
し
た
普
遍
的
秩
序
、
す
な
わ
ち
∞

2
r
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
肉
体
と
い

う
構
造
は
、
容
易
に
逆
転
す
る
。
さ
ら
に
、
肉
体
の
欲
求
の
充
足
と
い
う
目
的
の
下
で

ω
8
Z
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
熱
狂
と
混
沌
の

主
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
、
本
来
の
意
味
を
喪
失
す
る
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
「
神
」
と
世
界
と
を
同
一
と
す
る
の
で
も
対
立
さ
せ
る
の
で
も
な
く
相
関
物
(
わ
♀

2
巳
ω)
と
し
て
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わ
れ
わ
れ
が
神
な
し
に
世
界
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
存
在
の
根
拠
と
し
て
宿
命
と
物
質
と
を
思
い
つ
く
こ
と
に

な
る
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
世
界
な
し
に
神
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
神
は
非
存
在
の
原
理
と
な
り
、
世
界
は
偶
然
的
な
も
の
と
な
る
」
。

考
え
る
。
「
も
し
も
、

一
般
に
、
神
と
世
界
と
の
合
一
と
両
者
の
並
立
と
の
立
場
の
中
間
的
立
場
と
し
て
の
相
関
物
と
い
う
思
考
か
ら
は
、

せ
い
ぜ
い
両
者
が

相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
十
分
に
神
学
的
で
も
哲
学
的
で
も
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
彼
の
思
想
は
凡
庸
な
文
化
哲
学
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
が
両
者
の
間
の
立
場
で
あ
る
相
関
物
へ
の
思
索
を
行
っ

た
の
は
、
も
は
や
世
俗
化
の
進
行
す
る
時
代
に
お
い
て
、

な
お
超
越
と
世
界
と
の
緊
張
関
係
の
唯
中
に
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
体

と
し
て
の
教
会
の
再
生
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
同
一
性
は
、
神
秘
主
義
や
神
話
性
の

中
に
は
な
い
。
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シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
お
け
る
相
関
物
と
は
、
全
体
に
お
け
る
有
限
な
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。
多
様
な
部
分
は
、

そ
の
全
体
と
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し
て
意
味
の
あ
る
有
機
的
相
関
関
係
に
あ
る
。
世
界
と
神
と
は
、
内
在
に
お
け
る
関
係
性
に
お
い
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
量
的
な

世
界
に
お
い
て
も
あ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
思
想
の
全
体
は
、
一
貫
し
て
「
無
か
ら
の
創
造
」
に
あ
り
、

そ
れ
が
可
能
と
な
る
主
観
と
客
観
と
を
超
越
し
た
「
高
次
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
示
し
続
け
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ヘ
ル
が
「
高
次
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
示
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
意
図
し
た
こ
と
は
、
神
を
指
し
示
す
こ
と
で
は
な
い
。
神
と
世
界

と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
緊
張
関
係
の
唯
中
の
存
在
の
全
体
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
「
高
次
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て

よ
り
世
界
に
お
け
る
相
関
的
な
相
互
関
係
の
基
本
的
構
造
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
構
成
原
理
は
、
ル
ソ
ー
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
内
在
的
な
原
理

で
あ
る
「
良
心
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
内
面
と
外
面
と
の
全
体
で
あ
る
存
在
の
全
体
を
秩
序
づ
け
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
的
世
界
の
存
在
構
成
を
可
能
と
す
る
倫
理
的
原
理
を
自
然
の
物
質
的
で
必
然
的
な
存
在
構
成
原
理
か
ら
厳
し

く
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
然
に
対
し
て
英
知
（
ヲ
琶
凝
①
自
）
を
措
く
。
英
知
を
文
化
世
界
に
お
け
る
構
成
原
理
と
す

る
の
で
あ
る
。
英
知
と
自
然
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
世
界
観
の
よ
う
に
静
的
な
関
係
で
は
な
く
、
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
世
界
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
動
的
に
理
解
さ
れ
て
い
て
、
英
知
が
自
然
へ
と
流
出
（
国
ヨ
き
簿
凶
9
）
す
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
へ
の
英
知
の
流
出
の
程
度
に
応
じ
て
、
「
善
」
と
「
悪
」
と
が
決
定
さ
れ
る
。
流
出
の
程
度
が
少
な
い
程
「
悪
」
な
の
で
あ
り
、

多
い
程
「
善
」
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
お
け
る
こ
の
英
知
の
量
的
な
変
容
に
お
け
る
「
善
」
と
「
悪
」
と
の
規
定

の
方
法
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
伝
統
と
も
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
的
伝
統
と
も
原
則
的
に
は
断
絶
し
て
い
る
。
彼
の
方
法
で
は
、
英
知
の
自
然
へ

の
量
的
浸
透
の
度
合
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
内
省
的
生
活
か
ら
来
る
質
的
変
容
に
よ
る
歴
史
や
イ
デ
ア
の
認
識
や
、
あ
る
い
は
世
界
と

神
と
の
質
的
差
異
を
相
互
に
媒
介
し
あ
い
な
が
ら
全
体
へ
と
秩
序
づ
け
よ
う
と
し
た
ス
コ
ラ
神
学
と
は
異
な
っ
た
伝
統
に
由
来
す
る
と

一42一
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し
て
意
味
の
あ
る
有
機
的
相
関
関
係
に
あ
る
。
世
界
と
神
と
は
、
内
在
に
お
け
る
関
係
性
に
お
い
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
量
的
な

説

世
界
に
お
い
て
も
あ
る
の
で
あ
る
。

一
貫
し
て
「
無
か
ら
の
創
造
」
に
あ
り
、

一
般
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
思
想
の
全
体
は
、

そ
れ
が
可
能
と
な
る
主
観
と
客
観
と
を
超
越
し
た
「
高
次
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
示
し
続
け
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、

シ
ュ
-
ブ
P
A

，
エ
ル

呈ム
日間

マ
ッ
ヘ
ル
が
「
高
次
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
示
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
意
図
し
た
こ
と
は
、
神
を
指
し
示
す
こ
と
で
は
な
い
。
神
と
世
界

と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
緊
張
関
係
の
唯
中
の
存
在
の
全
体
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
「
高
次
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て

よ
り
世
界
に
お
け
る
相
関
的
な
相
互
関
係
の
基
本
的
構
造
を
示
す
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
構
成
原
理
は
、

ル
ソ

l
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
内
在
的
な
原
理

で
あ
る
「
良
心
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
内
面
と
外
面
と
の
全
体
で
あ
る
存
在
の
全
体
を
秩
序
づ
け
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

-42-

い
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
的
世
界
の
存
在
構
成
を
可
能
と
す
る
倫
理
的
原
理
を
自
然
の
物
質
的
で
必
然
的
な
存
在
構
成
原
理
か
ら
厳
し

く
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
然
に
対
し
て
英
知

(HE巳ロ
m
g
N
)
を
措
く
。
英
知
を
文
化
世
界
に
お
け
る
構
成
原
理
と
す

る
の
で
あ
る
。
英
知
と
自
然
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
世
界
観
の
よ
う
に
静
的
な
関
係
で
は
な
く
、
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
世
界
観

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
動
的
に
理
解
さ
れ
て
い
て
、
英
知
が
自
然
へ
と
流
出
(
何
百
∞
ロ
丘
一
。
ロ
)
す
る
の
で
あ
る
。

自
然
へ
の
英
知
の
流
出
の
程
度
に
応
じ
て
、
「
善
」
と
「
悪
」
と
が
決
定
さ
れ
る
。
流
出
の
程
度
が
少
な
い
程
「
悪
」
な
の
で
あ
り
、

多
い
程
「
善
」
な
の
で
あ
る

D

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
お
け
る
こ
の
英
知
の
量
的
な
変
容
に
お
け
る
「
善
」
と
「
悪
」
と
の
規
定

の
方
法
は
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
伝
統
と
も
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
的
伝
統
と
も
原
則
的
に
は
断
絶
し
て
い
る
。
彼
の
方
法
で
は
、
英
知
の
自
然
へ

の
量
的
浸
透
の
度
合
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
内
省
的
生
活
か
ら
来
る
質
的
変
容
に
よ
る
歴
史
や
イ
デ
ア
の
認
識
や
、
あ
る
い
は
世
界
と

神
と
の
質
的
差
異
を
相
互
に
媒
介
し
あ
い
な
が
ら
全
体
へ
と
秩
序
づ
け
よ
う
と
し
た
ス
コ
ラ
神
学
と
は
異
な
っ
た
伝
統
に
由
来
す
る
と
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い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
彼
の
神
学
を
、
そ
れ
自
体
を
自
己
目
的
と
し
、
自
己
完
結
し
て
い
る
物
理
的

な
量
の
世
界
で
あ
る
象
o
び
辞
ひ
q
R
浮
冨
0
8
色
零
冨
津
の
内
に
組
み
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
◎
神
な
き
象
o
げ
葺
－

αq

R
浮
箒
0
8
①
一
零
冨
津
の
内
で
神
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
象
①
窪
お
R
浮
箒
O
霧
巴
零
富
即
の
ロ
ゴ
ス
で
行
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
ロ
ゴ
ス
は
、
い
か
に
普
遍
に
見
え
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
内
的
深
さ
や
壮
麗
な
感
情
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と

も
、
た
だ
計
算
可
能
な
量
的
な
基
準
や
構
造
で
表
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
神
学

は
、
象
の
窪
お
段
浮
ぽ
0
8
巴
ω
o
訂
坤
の
本
質
で
あ
る
物
理
的
量
的
世
界
の
条
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
神
な
き
世
界

の
地
平
に
お
い
て
、
な
お
神
と
世
界
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
緊
張
関
係
を
語
ろ
う
と
す
る
彼
の
神
学
は
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
次
の
二

つ
の
方
法
に
お
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宿
命
を
負
っ
た
。
第
一
に
は
多
様
な
神
概
念
を
い
か
に
有
機
化
（
o
お
き
薗
零

Φ
且
）
す
る
か
で
あ
り
、
第
二
に
は
神
概
念
を
神
な
き
世
界
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
象
徴
化
（
超
目
げ
o
一
巨
R
Φ
＆
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

有
機
化
す
る
行
為
と
は
、
英
知
の
自
然
へ
の
浸
透
の
こ
と
で
あ
り
、
文
化
世
界
の
構
築
と
同
義
で
あ
る
。
象
徴
化
す
る
行
為
と
は
、
全

体
の
究
極
の
原
理
・
目
的
で
あ
る
神
の
働
き
を
認
識
し
得
る
理
性
を
現
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
世
界

を
有
機
化
し
象
徴
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
同
一
性
と
特
殊
性
と
を
同
時
に
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
、
世
界
を
構
成
す
る
相
関
物
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
。
第
一
に
は
、
同
一
性
を
有
す
る
有
機
化
と
い
う
行
為
が

そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
構
造
や
法
治
国
家
に
お
け
る
行
為
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
家
族
や
民
族
に
お
け
る
行
為
規
範
に
お
い
て

表
現
さ
れ
る
。
第
二
に
は
、
特
殊
性
を
有
す
る
有
機
化
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
の
身
体
や
私
的
所
有
に
お
い
て
、
ま
た

友
情
や
愛
情
を
媒
介
と
す
る
交
際
・
社
交
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
第
三
に
は
、
同
一
性
を
有
す
る
象
徴
化
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
言
語
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
言
語
行
為
は
、
各
言
語
の
限
界
を
超
え
て
d
急
＜
R
ω
巴
な
学
問
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
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い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
自
体
を
自
己
目
的
と
し
、
自
己
完
結
し
て
い
る
物
理
的

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
彼
の
神
学
を
、

な
量
の
世
界
で
あ
る
門
出
。

σ腎
m
R
Eの
『
め
の

g巴
R
F何
回
沖
の
内
に
組
み
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
な
き
己
目
。

σ胃
'

問。己目。
ro
の
2
0】

ω
与
え
仲
の
内
で
神
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
門
出
。

σロ司
mR-rFO
のめ
ω
巳
RFM民
同
の
ロ
ゴ
ス
で
行
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
ロ
ゴ
ス
は
、

い
か
に
普
遍
に
見
え
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
内
的
深
さ
や
壮
麗
な
感
情
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と

も
、
た
だ
計
算
可
能
な
量
的
な
基
準
や
構
造
で
表
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
神
学

は
、
色
。

σ口円
mq-wyo
の
g巳
ω
与
え
門
の
本
質
で
あ
る
物
理
的
量
的
世
界
の
条
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
神
な
き
世
界

の
地
平
に
お
い
て
、
な
お
神
と
世
界
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
緊
張
関
係
を
語
ろ
う
と
す
る
彼
の
神
学
は
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
次
の
二

つ
の
方
法
に
お
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宿
命
を
負
っ
た
。
第
一
に
は
多
様
な
神
概
念
を
い
か
に
有
機
化
(
。
吋

mg区
2
・
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。
口
弘
)
す
る
か
で
あ
り
、
第
二
に
は
神
概
念
を
神
な
き
世
界
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
象
徴
化

(ω

ヨH

己u
♀

E
0
5白
色
)
が
そ
れ
で
あ
る
。

有
機
化
す
る
行
為
と
は
、
英
知
の
自
然
へ
の
浸
透
の
こ
と
で
あ
り
、
文
化
世
界
の
構
築
と
同
義
で
あ
る
。
象
徴
化
す
る
行
為
と
は
、
全

体
の
究
極
の
原
理
・
目
的
で
あ
る
神
の
働
き
を
認
識
し
得
る
理
性
を
現
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
世
界

を
有
機
化
し
象
徴
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
同
一
性
と
特
殊
性
と
を
同
時
に
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
世
界
を
構
成
す
る
相
関
物
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
。
第
一
に
は
、
同
一
性
を
有
す
る
有
機
化
と
い
う
行
為
が

そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
構
造
や
法
治
国
家
に
お
げ
る
行
為
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
家
族
や
民
族
に
お
け
る
行
為
規
範
に
お
い
て

表
現
さ
れ
る
。
第
二
に
は
、
特
殊
性
を
有
す
る
有
機
化
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
の
身
体
や
私
的
所
有
に
お
い
て
、
ま
た

友
情
や
愛
情
を
媒
介
と
す
る
交
際
・
社
交
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
第
三
に
は
、
同
一
性
を
有
す
る
象
徴
化
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
そ
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れ
は
、
言
語
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
言
語
行
為
は
、
各
言
語
の
限
界
を
超
え
て

d
E〈

qs-な
学
問
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
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に
は
、
特
殊
性
を
有
す
る
象
徴
化
と
い
う
行
為
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
や
宗
教
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
世
界
を
構
成
す
る
四
つ
の
相
関
物
は
、
例
え
ば
へ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
弁
証
法
的
対
立
と
そ
れ
を
止
揚
す
る
運
動
の
論
理
に
お

い
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
化
表
現
と
し
て
の
国
家
、
家
族
、
言
語
、
芸
術
、
宗
教
は
、
普
遍
的
な
も
の

と
よ
り
下
位
に
位
置
す
る
個
人
的
な
も
の
と
の
階
層
的
な
分
化
に
す
ぎ
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
意
図
は
、
た
だ
宗
教
と
い

う
文
化
表
現
を
文
化
世
界
に
位
置
付
け
る
こ
と
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
個
人
的
な
も
の
の
最
下
位
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
の
で
あ
る
。

　
宗
教
以
外
の
文
化
表
現
は
、
そ
れ
が
い
か
に
普
遍
的
な
も
の
を
獲
得
さ
れ
得
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
常
に
多
様
性
の
な
か
に
引

き
戻
さ
れ
る
傾
向
を
持
つ
。
し
か
し
、
宗
教
的
啓
示
は
、
他
の
文
化
表
現
と
は
全
く
逆
に
、
極
め
て
個
人
的
な
も
の
か
ら
常
に
あ
ま
ね

く
万
人
に
拡
大
し
て
ゆ
く
傾
向
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
交
際
（
O
Φ
ω
①
臣
讐
Φ
ε
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
こ
の
宗
教
的
交
際
は
、
文
化
世
界
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
の
実
定
性

（
勺
8
蜜
丘
け
象
）
に
基
づ
く
教
会
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
意
図
、
す
な
わ
ち
文
化
哲
学
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
付
け
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

い
う
問
題
は
、
宗
教
的
共
同
体
と
し
て
の
教
会
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
1
）
　
串
U
。
い
霧
ω
≦
o
戸
、
o
ミ
ミ
§
載
評
醗
o
ミ
蕊
営
薯
●
≦
●
Z
o
旨
8
曾
O
o
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に
は
、
特
殊
性
を
有
す
る
象
徴
化
と
い
う
行
為
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
や
宗
教
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。

説

こ
れ
ら
世
界
を
構
成
す
る
四
つ
の
相
関
物
は
、
例
え
ば
へ

l
ゲ
ル
の
よ
う
に
弁
証
法
的
対
立
と
そ
れ
を
止
揚
す
る
運
動
の
論
理
に
お

い
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
化
表
現
と
し
て
の
国
家
、
家
族
、
言
語
、
芸
術
、
宗
教
は
、
普
遍
的
な
も
の

るム
百冊

と
よ
り
下
位
に
位
置
す
る
個
人
的
な
も
の
と
の
階
層
的
な
分
化
に
す
ぎ
な
い
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
意
図
は
、
た
だ
宗
教
と
い

う
文
化
表
現
を
文
化
世
界
に
位
置
付
け
る
こ
と
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
個
人
的
な
も
の
の
最
下
位
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
の
で
あ
る
。

宗
教
以
外
の
文
化
表
現
は
、

そ
れ
が
い
か
に
普
遍
的
な
も
の
を
獲
得
さ
れ
得
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
常
に
多
様
性
の
な
か
に
引

き
戻
さ
れ
る
傾
向
を
持
つ
。
し
か
し
、
宗
教
的
啓
示
は
、
他
の
文
化
表
現
と
は
全
く
逆
に
、
極
め
て
個
人
的
な
も
の
か
ら
常
に
あ
ま
ね

く
万
人
に
拡
大
し
て
ゆ
く
傾
向
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
交
際
(
の
虫
色
-mw包
丹
)

に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ

-44ー

る
。
こ
の
宗
教
的
交
際
は
、
文
化
世
界
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
の
実
定
性

に
基
づ
く
教
会
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
意
図
、
す
な
わ
ち
文
化
哲
学
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
付
げ
と

い
う
問
題
は
、
宗
教
的
共
同
体
と
し
て
の
教
会
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
る
の
で
あ
(
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こ
の
、
仮
構
さ
れ
た
超
越
と
い
う
概
念
は
、
確
か
に
古
代
か
ら
あ
る
。
囚
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照
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こ
の
作
品
で
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
仮
構
さ
れ
た
超
越
の
形
式
を
阿
片
に
よ
る
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
幻

視
体
験
に
お
い
て
、
す
で
に
ク
レ
タ
文
明
に
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
事
例
に
対
す
る
近
代
に
お
け
る
超
越
の
仮
構
の
例
と
し
て
、

例
え
ば
＞
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旨
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ω
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に
お
け
る
記
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
、
同
じ
超
越
の
仮
構
と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
て
は
い
る
が
、
明
ら
か
に

前
者
が
超
越
の
仮
構
と
い
う
作
業
を
被
い
隠
す
こ
と
に
よ
り
神
秘
的
性
格
を
絶
対
化
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
そ
の
作
業
が
極
め
て
明
晰
に
自
覚

化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
宗
教
、
そ
の
超
越
と
は
、
他
物
か
ら
他
者
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
人
間
存
在
の
『
事
実
性
』
を
明
確
に
す
る
こ
と

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
、
オ
イ
ゲ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
シ
ュ
ト
ッ
ク
、
ブ
ー
バ
ー
、
ハ
ン
ス
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
を
参
照
）
。

　
特
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
彼
等
と
の
共
通
項
に
つ
い
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
次
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
『
具
体
的
な
も
の
』
の
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
は

観
念
論
と
対
立
す
る
の
だ
が
、
思
想
が
神
学
に
た
い
し
て
打
ち
解
け
な
い
で
い
る
場
所
に
お
い
て
す
ら
、
『
具
体
的
な
も
の
』
の
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
は

神
学
的
な
色
彩
を
お
び
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
抽
象
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
掟
を
持
っ
た
社
会
で
は
、
『
具
体
的
な
も
の
』
が
結
晶

す
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
哲
学
は
、
（
人
間
）
存
在
な
ど
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
欺
く
こ
と
も
な
く
、
ま
た
逆
に
（
人
問
）
存
在
に
没

頭
す
る
こ
と
も
な
く
、
『
具
体
的
な
も
の
』
を
結
晶
さ
せ
た
い
と
必
死
に
魔
術
的
努
力
を
す
る
の
で
あ
る
」
。
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概
念
と
そ
れ
ら
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
世
界
と
を
を
限
定
し
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
世
界
と
限
定
さ
れ
な
い
世
界
と
を
区
別
す
る
世
界
認
識
に
つ
い
て
。

こ
う
し
た
、
近
代
的
思
惟
形
態
か
ら
二
〇
世
紀
で
は
次
ぎ
の
三
つ
の
問
題
が
生
じ
た
。
第
｝
は
倫
理
的
な
基
礎
の
相
対
性
、
第
二
は
共
同
体
構
想
に
お

け
る
権
力
の
問
題
、
政
治
権
力
と
他
の
権
力
と
の
質
的
な
差
異
の
不
明
性
の
顕
在
化
で
あ
り
、
第
三
に
は
神
話
・
魔
力
の
領
域
の
自
覚
化
が
そ
れ
で
あ

る
。
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説
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ら
か
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前
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が
超
越
の
仮
構
と
い
う
作
業
を
被
い
隠
す
こ
と
に
よ
り
神
秘
的
性
格
を
絶
対
化
す
る
の
に
対
し
て
、
後
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で
は
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の
作
業
が
極
め
て
明
噺
に
自
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さ
れ
て
い
る
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異
な
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あ
る
と
い
え
よ
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