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新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
田
辺
哲
学

１

．

マ
リ

ウ

ス

・
ヴ

ィ

ク
ト

リ

ヌ

ス

ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ

ス
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス
の
独
自
性

は
、
三
位
一
体
論

に
お
け

る
父

な
る
神
と
子
な

る
神
と

の
新
プ
ラ
ト
ン
派

の

階
層
的
従
属
性

に
で

は
な
く
、
同

一
実
体
性

に
存
す

る
。
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の

三
教
父
が

ウ
ー

シ
ア
と
ヒ
ポ
ス

タ
シ
ス
と
を
種

と
個
と
の
観
点
か
ら
区

別
し

た
の
に
先

立
っ
て

、
既
に
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ヌ
ス
は
同
様
の
区
別
を
な
し
た
。
こ

の
ヒ
ポ
ス

タ
シ
ス
の
概
念
を
導
入
し
た
の
が
、
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
者
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス

は
存
在

に
四
段
階
を
区
別
し
た
が
、
神

は
そ

の
ど
れ

に
も

含
ま
れ
ず
、
か
え

っ
て
存
在
を
超
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
非
有
で
あ
り
、

又

前
－

有
と
も
呼
ば
れ

る
。
ま

さ
に
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
的

な
完
全

に
超
越
的

な
一
者

に
他
な
ら

な
い
。

し
か
し

、
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
と
異

な
る
の
は
、
彼

が
子
な

る
神

（
ロ
ゴ
ス
）

を
父

な
る
神

に
従
属

さ
せ

な
い
で

、
同

一
実
体

的

尾
　
崎
　
　
　

誠

と
す

る
点
で

あ
る
。
子

は
父

の
顕
現
と
し
て

、
無
相
な
る
本
質

の
有
相
な
る

限
定
的
存
在
で
あ

る
。
こ

の
関
係
は
彼
に
よ
れ
ば
、
潜
在
性
と
行
為
と
の
二

重
性
と
し
て

、
前
者

は
存
在

の
源
泉
と
し
て

後
者
を
生
ず
る
が
、
行
為

は
存

在

の
本
質

的
構
成
要

素
で

あ

っ
て
、
そ

れ
に
従
属
す

る
も

の
で

は
な

い
。

ヴ

ィ

ク

ト

リ

ヌ

ス

に

お

い

て

興

味

深

い

の

は
、

神
の

像

と
神

の

似

像

性
と
を
区

別
し
、
神
の
像
は
本
質
的
な
も

の
と
し
て
失
わ
れ
な
い
が
、

似
像
性
は
偶
然
的
で
失
わ
れ
る
か
も
し
れ
ず

、
又
回
復
も
さ
れ
る
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ヌ

ス
に
よ
れ
ば

、
人
間

の
魂

は
神
の
原
似
像
性
を

失

っ
た
が
、
し

か
し
そ
れ

に
復
帰
で

き
る
と
す

る
点
で
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

的
特
徴
を
も

っ
て

い
る
。

そ
の
一
者
や
従
属
性
の
概
念
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
創
始
者
プ

ロ
チ
ヌ
ス

の
特
色
を
な
す
が

、
プ
ロ
チ

ヌ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え

た
。
新

プ
ラ
ト
ン
主
義

に
顕
著
な
一
者
の
概
念
は
元

来
、
プ

ラ
ト
ン
自



‐

‐

‐

・

－

身
に
遡
り
、
彼

は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
数
学

的
方
法

に
よ
っ
て
究
極
的
原
理

を
数

の
根
源

と
し
て

の
一
者

に
求

め
た
。

ピ

タ
ゴ
ラ
ス
の
理
論
に
よ
れ
ば

、
万

物

は
一
者

か
ら
発
出
す
る
。
又
、

プ
ロ
チ

ヌ
ス
の
発
出

論
は
グ
ノ
ー

シ
ス
派

の

ヴ
ァ
レ
ン
チ
ヌ
ス
の
影
響
を
受
け

た
。

従
属
性

に
つ
い
て

は
、

フ
ィ
ロ
の
影

響
も
見
逃
せ
な

い
。

ユ
ダ

ヤ
人
で
あ

っ
た
彼
は
、
神
が
直
接

に
世
界

に
働

く

こ
と
を
た
め
ら
い
、
第
二
の
神
な
る
ロ
ゴ
ス
（
知
恵
）
を
そ
の
媒
介
と
し
た
。

こ
こ
に
プ

ラ
ト
ン
と

ヘ
ブ
ラ
イ

ズ
ム
と

の
結
合
が

見
ら
れ

、
純
一
最
高

の
神

性
と
そ
れ

に
従
属
す
る

ロ
ゴ
ス
の
働
き
と

の
二
重

の
階
層
性
が
あ

る
。

２

．

マ
キ

シ

ム

ス

カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ン
や
擬

デ
ィ
オ

ニ
シ
ウ
ス
に
近
い

マ
キ

シ
ム
ス
に
よ
れ
ば
、

神
は
存
在
そ
の
も

の
を
超

越
し
、
動

で
も
な
く
、
静
で
も
な
く
、
肯
定
で
も

な
く
、
否

定
で
も

な
い
。
こ

の
超
有
な
る
神
は
し

か
し
力
と
作
用

を
も
ち
、

有
を
生
じ

、
そ
れ
ら

の
三

一
性
を
構
成
す
る
。
神

は
作
用
因
と
目
的
因
と
の

二
面

あ
り

、
神
の
力

（
意
志
）

の
直
接
の
産
物
で
あ
る
有
は
巧
有
を
経
て
、

永

遠
の
有

に
お
い
て
目
的
因

と
し

て
の
神
に
復
帰
す
る
。
そ
の
内
部
に
三
一

性

を
含
む
超

本
質
的
統
一
と
し
て

の
神
は
無
限
と
さ
え
定
義
で
き
な
い
。
と

い
う

の
は
、
無
限
も
有
の
一

つ
の
性
質

だ
か
ら
で
あ
る
。
神
は
万

物
に
そ
の

存
在
を
特
殊
な
形
態

に
お
い
て
与
え

る
。

即
ち
、
普
遍
的
形

相
は
そ
の
現
実

存
在
を
特
殊

に
お
い
て
も
つ
。
偶
有

的
世
界

で
は
有
・
力

・
作
用

の
三
一
性

は
生
成
・
運
動
・
休
止
の
形
を
取
り
、
有

は
運
動

と
結
合
し

て
時
間

と
な
る
。

時
間
と
は
運
動
に
よ

っ
て
測

ら
れ
た
永
遠
で
あ
り

、
永
遠
は
動
き

を
止

め
た

時
間
に
他
な
ら

な
い
。
結
局

、
知
的
存
在
は
そ
の
目
的
を
す

べ
て
の
人
間
の

活
動

が
休
止
す

る
所

の
永
遠

の
有

に
お
い
て
達
す
る
。
即
ち
、
万
物
は
そ
こ

か
ら
進
出
し
て
き

た
一
者

た
る
神

に
最
終
的
に
復
帰
す

る
。
こ
の
復
帰
の
思

想
は
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
や
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
に
大
き
く
負
っ
て

い
る
。

３
．
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス

神

の
本
質

は
不
可
知
で
名
付
け
よ
う
が
な
い
が
、
作
用
因
と
し
て

の
神
は

知

の
対
象
で
あ
る
。
万
物
は
超
有
た
る
一
者
の
顕
現
な
い
し
象
徴
で

あ
る
。

万
物

は
神

か
ら
出
て
、
神
へ
帰
る
。
こ
の
進
出
と
還
帰
の
二
重
運
動

は
新
プ

ラ

ト
ン
主
義
者
プ

ロ
ク
ル
ス
の
弁
証
法

に
由
来
す
る
。
即
ち
、
世
界

の
過

程

は
、
原
因
に
お
い
て

内
在
し
、
原
因

か
ら
進
出
し
、
そ
し
て
原
因

へ
と

復
帰

す

る
と

い
う
三
契
機
か
ら
な
る
。
換
言
す
れ
ば

、
同
一
性
、
差
異
、
そ
し
て

同
一
性

に
よ
る
差
異
の
超
克
と
い
う
図
式
で

あ
る
。
擬
デ
ィ
オ

ニ
シ
ウ
ス
は

こ

の
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
典
型
的
な
図
式
と
聖
書
と
を
結
び
付

け
、
マ
キ

シ

ム
ス
や

エ
リ

ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
、
さ
ら
に
ト
ー
マ
ス
・
ア

ク
ィ
ナ
ス
に
も
影

響
を

及
ぼ
し
た
。
三
位
一
体
論
に
関
し
て

、
ギ
リ

シ
ヤ
神
学
が
三
位

格
か
ら
出
発

す
る
の
と
は
対
照
的
に
、
ラ
テ
ン
神

学
が
神
の
一
性
か
ら
出
発
す

る
の
は
、

し
ば
し
ば
い
わ
れ
て

い
る
よ

う
に
ア
ウ
グ
ス
チ

ヌ
ス
に
で

は
な
く
、
新

プ
ラ

ト
ン
主
義
の
影
響
を
受

け
た
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
由
来
す
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る

（
Ｒ
１
７
４
）。
こ

の
進
出
と
還
帰

の
図
式

は
、
中
世

の
ボ
ナ
ヴ

エ
ン
ト

ゥ
ー

ラ
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
勿
論
、
そ
の
後
も
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
を
通
じ
て
へ



ー
ゲ
ル
や

シ
ュ
リ
ン

グ
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え

た
。

田
辺
と
の
比
較
で
興
味
深

い
の
は
、
神
と

の
結
合
に
達
し
た
者
は
他
の
者

に
も
同
じ
関
係
を
も

た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
、
即
ち
い
わ
ゆ
る

菩
薩
道
の
実
践
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
関

連
し
て

、
こ
の
神
と
の
結
合
、

神
へ

の
上
昇

は
決
し
て
単

な
る
人
間

の
努
力

に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
又
単

に
神

の
力

だ
け

に
よ
る
も

の
で
も

な
く
、
神
と
人
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
即
ち
自
力
と
他
力
と

の
問
題
で

あ
る
。

４

．

エ
リ

ュ

ウ

ー

ゲ

ナ

「
神
は
一
切
で
あ
る
と
共
に
一
切
で
な
い
」
と
い
う
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
や

エ
リ
ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
に
共
鳴
す
る
西

田
は
、
「
創

造
し
て

創
造
せ
ら
れ

な
い
神

は
、
創
造

も
せ
ず
、
創

造
も
せ
ら
れ

な

い
神

と
同

一
で

あ

る
」

と

い
う

エ

リ
ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
の
考
え
に
深
い
意
味
を
認
め
る
（
西
３
４
１
）。
そ

の
神
と

は

エ
リ
ュ
ウ

ー
ゲ

ナ
の
場
合
、
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

は
自
然

を
四
区
分
す

る
。
即
ち
、
第
一

に
創
造
し
て
創
造
せ
ら
れ
な

い
も
の
、
第
二

に
創
造
せ
ら

れ
て
創
造
す

る
も

の
、
第
三

に
創
造
せ
ら
れ
て

創
造
し
な
い
も
の
、
そ
し
て

第
四

に
創
造
も
せ
ず

、
創
造
も
せ
ら
れ

な
い
も

の
で

あ
る
。
こ
の
場

合
自

然

と

は
、

存
在
す

る
も
の
と
存
在
し

な
い
も
の
と
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
概
念

で

あ
る
。
こ
の
四
区
分

は
、
数

を
四

カ
テ
ゴ
リ
ー

（
モ
ナ
ド
、
テ
ト
ラ
ド
、

オ
グ
ド
ア
ド
、

ヘ
ブ
ド
マ
ド
）

に
分
け

た
ピ

タ
ゴ
ラ
ス
に
既
に
見
ら
れ
る
。

実
際
、
そ
の
数
論
は
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び
そ
の
後
継
者
達
を
魅
了
し
た
。
右
の

自
然

の
四

区
分

の
内

三
区
分

は
直
接

ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス

か
ら
取

ら
れ
、

エ

リ
ュ
ウ
ー
ゲ

ナ
は
そ
れ
を
ピ

タ
ゴ
ラ
ス
の
数

論
と
結
合
し
た
わ
け
で
あ

る
。

特
に
第
四
の
区
分
に
つ
い
て

は
マ
リ
ウ
ス
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス
と
カ
ン
デ
ィ

ド

ュ
ス
と
の
論
争
に
お
い
て

見
ら
れ
る
。

さ
て
、
第
一
と
第
三
は
反
対
を
な
す
。
第
二
は
宇
宙

に
存
在
し
う
る
も
の

を
決
定
す

る
本
源
的
原
因
と
し
て
の
永
遠
の
イ
デ
ア
、
形
相
で
あ
る
。
即
ち
、

そ
れ

に
よ

っ
て
万
物
が
生
じ
る
原
因
で

あ
り
、
神
の
最
初
の
被
造
物
（

ロ
ゴ

ス
）
で
も
あ

る
。
そ
し
て
第
四
は
結
局
第
一
と
同
じ
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、

創
造
者
と
し
て
の
神

か
ら
万
物
が
生
じ
る
が
、
最
終
的
に
は
神

に
復
帰
す
る

か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
四

の
局
面
に
お
い
て
神

は
創
造
す
る
こ
と

を
止

め
、
万
物

は
神

に
お
い
て
安
ら
う
。
こ
の
意
味
で

、
創
造
も
せ
ず
、
創

造
も
せ
ら
れ

な
い
わ
け
で
あ
る
。

し

か
し
、
と

は
い
え
、

エ
リ
ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
は
汎

神
論
者
で

は
な
い
。
何
故

な
ら
ば
、
神

は
自
然

（
宇
宙
）
全
体
と
同
一
視
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
た
だ

第

一
と
第
四

の
局
面

の
み
が

同
一
視

さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。「
神

は
一
切
で

あ
る
と
共

に
一
切
で

な
い
」

と
は
、
こ
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
超

有
た
る
神
は
本
源

的
諸
原
因

（
形
相
）

に
お
い
て
自
己
自
身
を
創
造
す

る
。

つ
ま
り
、
あ
る
意
味
で
神
は
造
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
マ
ッ
コ
ー
リ
ー
は

こ
の
間

の
事
情
を

「
神

は
そ
の
働
き

に
お

い
て

自
己

自
身

を

創
造

す

る
」

（
Ｍ
９
３
）
と

か
「
神

は
実
際

に
時
間
的
世
界
に
お
い
て

自
己
自
身
を
創

っ
て

い
る
」
（
Ｍ
１
８
２
）
と
か
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
流
に

い
う
と
、
神
は
そ
の
原
初
的
本
性
に
お
い
て

は
永

遠
で
完
全
で
あ
る
が
、
他

方
そ
の
結
果
的
本
性
に
お
い
て
は
時
間
的
で

あ
り

、
世
界
の
創
造
的
前
進
に



与
し
て

い
る
と
も

い
え

る
。

エ
リ
ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
は

『
ペ
リ

フ
ィ

セ
オ
ン
』

に
お
い
て

世
界

に
は
神
的
本

質
の
迹
で

な
い
も
の
は
な
い
と
い

っ
て

い
る
。
即
ち
、
神
と
そ
の
創
造
物
と

は
一
つ
で

あ
る
が
、
し
か
し
同
時

に
区

別
も
あ
る
。
神
は
万
物
を
含
む
が
、

含
ま
れ
る
所
の
も
の
は
そ
れ
を
含
む
も
の
と
は
同
一
で

は
な
い
。
と

い
う
の

は
、
前
者
は
限
定
的
局

所
的
で
あ
る
が
、
後
者
は
そ
う
で

は
な

い
か
ら
で

あ

る
。
「
神
は
場
所
以

上
で
あ
り

、
時
間
以
上

で
あ
り
、
運

動
以
上

で
あ

る
。

神
は
何
物
に
よ
っ
て

も
限
定
さ
れ
ず
、
か
え

っ
て
万
物

を
限
定
す

る
。
」
（
Ｍ

９
１
）
又
、
神
は
静
的
動
、
動
的
静
で
あ

る
。
こ
れ

は
、

神
は
自
己

自
身

か

ら
動
い
て

、
自
己
自
身
に
お
い
て
動
き
。
自
己
自
身
へ
向

か
っ
て
動
く

と
い

う
意
味
で

あ
る
。
こ
こ
に
動
と
静
と
の
弁
証
法
が
見
ら
れ
、
万
物

は
そ

の
根

源
へ
と
還
帰
す
る
。
即
ち
、
普
遍
的
類

か
ら
特
殊
的
種
へ

の
分
割

は
そ
の
逆

の
復
帰
と
均
衡
す
る
。
多
な
る
結
果
的
世
界

は
そ

の
本
源
的
諸
原
因

へ
引

き

戻
さ
れ
、
そ
の
諸
原
因

は
普
遍
的

唯
一
原
因

た
る
神
へ
と
復
帰
せ

し
め
ら
れ

る
。
こ
の
永
遠
の
進
行
と
復
帰

の
運
動
が

新
プ

ラ
ト
ン
主

義
の
特
色
で

あ
る
。

そ
し
て

エ
リ

ュ
ウ

ー
ゲ
ナ
に
お
い
て
重
要

な
の
は
。
万

物
は
神
の
顕
現
た

り

う
る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
顕
現

と
は
受
動
的

な
も
の
で

は
な
く
、

人
間
の
神
へ
の
上
昇
は
、
実

は
神

の
恩
恵

と
愛

に
よ

る
神

化
あ
る
い
は
純
化

な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
万
物

に
お
け

る
、
又
万
物

を
通
じ
て

の
神
の
行
為
的

自
己
伝
達
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

、
人
間

は
霊
的

存
在

と
し
て

神
の
像

に
造

ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
神

の
潜
在

的
顕
現

に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

人
間
の
魂
は
神
の
本
質
を
写
す
鏡
で

あ
る
。
こ
こ

に
田
辺

と
の
共
通
性
、
つ

ま
り
人
間

は
神

の
子

た
り

う
る
と
い
う
命
題
が

立
ち
現

れ
る
。
し

か
し

エ

リ
ュ
ウ
ー
ゲ

ナ
に
お

い
て
は
、
人
間
は
本
質
的
に
身
体
的
よ
り
も
む
し
ろ
精

神
的
存
在
と
見
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
注
意
を
惹
く
。

こ
の
こ
と

は
罪
悪
の
問
題
と
も
関
連
し
て
く
る
。

エ
リ

ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
に
よ

れ
ば
、
物
理
的
身
体

は
人
間
性
の
本
質
的
構

成
要
素
で

は
な
く
、
堕
罪
以

前

の
原
人
間

に
は
性
的
区
別
も
な
か

っ
た
と
い
う
。
即
ち
、
そ
の
身
体
は
天
的

な

い
し
霊
的
身
体
で
あ

る
。
罪
が
そ
れ
を
破
壊
し

た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
新

プ
ラ

ト
ン
主
義

の
物
質
な

い
し
質
料
観
が
そ
の
背
景

に
伺
え

る
。
即
ち
。
プ

ロ
チ

ヌ
ス
に
よ
れ
ば

、
質
料
と
は
非
有
な
い
し
存
在
以
下
の
潜
在
態
で
あ
っ

て
、
そ
の
存
在
論
的
地
位

は
極
め
て
低
い
。

プ
ラ
ト
ン
が
質
料
を
錯
動
原
因

と
し
て
不
均
衡
不
調
和

た
る
悪
の
原
理
と
し

た
が
、
そ
の
質
料
は
同
時
に
基

体
と
し
て
、

あ
る
い
は
場
所
と
し
て
恒
存
す
る
。

フ
ィ
ヒ
テ

は
惰
性
を
物
質

性

、
悪

な
い
し
原
罪

と
し
、

シ
ェ
リ

ン
グ
が
質
料
を
「
神

に
お
け

る
自
然
」

と
か
闇

の
原

理
と
し
た
の
は
、
こ

の
延
長
上
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
田
１
８
５
、

３
５
１
）
。

こ
の
罪
悪

に
つ
い
て

エ
リ
ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
で
は
充
分
に
深

刻
に
把
え
ら
れ
て

い
な
い
と
。

マ
ッ
コ
ー
リ
は
指
摘
す

る
。
即
ち
、
罪
悪

は
実
在
で

は
な
く
、

仮
像
に
す
ぎ
な
い
（
Ｍ
９
６
）
。
と
い
う
の
は
、
罪
悪

は
肉
体
に
属
し
、
精
神

に
は
属
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又

、
こ
れ
と
関
連
し
て
、

エ
リ
ュ
ウ
ー
ゲ
ナ

で
は
時
間
な
い
し
歴
史
の
把
え
方
も
弱
い
。
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
で
は
進
出

と
還
帰

の
運
動

は
無
時
間
的
永

遠
の
次
元
に
お

い
て

把
え

ら
れ

た
が
。

エ

リ
ュ
ウ
ー
ゲ
ナ
は
そ
れ
に
歴
史
的
次
元
を
加
え
た
と
い
わ
れ

る
（
Ｒ
１
７
１
）
。



神
性
が
本
源
的
原
因
た
る
イ
デ
ア
（
ロ
ゴ
ス
）
を
通
じ
て
全
宇
宙
に
そ
れ
自

身

を
拡
散
せ
し
め
る
の
は
、
時
間
な
い
し
歴
史

に
お
け
る
創
造
的
運
動

と
し

て

、
歴
史
的
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
結
局

は
、
神

に
お

い
て
万
物

が

安
ら
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
理
想
的
実
在

は
静
止
的
で
既

に
完
成

さ
れ

た

も
の
と
な
り
、
宇
宙
の
史
的
過
程
の
中
で
自
己
を

創
造
す

る
神
の
姿
も
仮

象

に
す
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
悪

を
克
服
す
る
闘

い
が
充
分

に
は
展

開
さ
れ
て
い
な
い
恨
み

が
残
る
。

こ
の
こ
と
は
、
田
辺

の
プ
ラ
ト

ン
的
質
料
観
へ
の
批
判
と
も
関
連
し
よ

う
。

即
ち
、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
な
い
し
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
の
質
料

は
未

だ
充
分
に
悪

の
現
実
性

の
原

理
と
は
な

っ
て
お
ら
ず
。
単
に
そ
の
可
能
性

の

域

に
止

ま

っ
て

い
る
。

こ
こ
に
古
代
存
在
論
の
限
界
が
あ
る
。
即
ち
、
悪
と

い
っ
て

も
量
的
制

限
低
下

と
し
て

消
極
的
で
、
質
的
否

定
性
の
積
極
的
原
理

に
ま
で

高
ま
っ
て

は
い
な
い
の
で

あ
る
（
田
１
８
８
）。

５
．

質

料

的

基

体

と

し

て

の

種

先
に
言
及
し
た
天

的
霊
的
存
在
に
関
連
し
て
、
擬
デ
ィ
オ

ニ
シ
ウ
ス
は
天

使
と
人
間
と
の
相
違
を
。
前
者
は
真
理
を
純
粋
な
知
的
直
観
に
よ

っ
て
把
握

す
る
の
に
対
し
て

、
人
間
は
一

点
か
ら
一
点
へ
と
推
論
的
に
把
え
る
所

に
あ

る
と
見
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
チ
ヌ
ス
の
至
高
の
一
者
か
ら
順

次
、
英
知
と
魂
と

が
流
出
す
る
、
そ
の
差
異
に
対

応
し
て

い
る
。
し
か
し
、
プ

ロ
チ
ヌ
ス
の
霊

的
観
想
は
、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
智
者
賢

人

に
限
ら
れ
、
愚
者
凡

夫
の
限
界
を

超
え
た
領
域
に
属
す
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が
肉
体
的
存
在
と
し
て

質
料
を
含

み
、
根
源
悪

に
纏
わ
れ
て

い
る

か
ら
で

あ
る
。

カ
ン
ト
も

シ
ェ
ー

ラ
ー
も

「
人
間
の
歴
史

は
罪
悪

を
も
っ
て

始
ま
る
」
と
道
破
し
た
が
、
物
質

に
束
縛

さ

れ
た
人
間
存
在
は
生
死
界

に
堕
落
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
最
澄
が

「
生
死

の
二
法

は
一
心
の
妙
用

に
し
て

、
有
無
の
二
道
は
本
覚

の
真
徳

な
り
」

（
伝
５
９
）
と

い
う
よ
う

に
。
生
死
即
涅
槃
、
煩
悩
を
離
れ
て
菩
提
は
な
く
、

パ
ト
ス
な
く
し
て

ヌ
ー
ス
も
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
の
質
料
を
「
必
然
」

と
も
称

す

る
の
は
、
存
在

は
矛

盾
を
含
み
常

に
反
対

に
転
化
す
る
必
然
性

を
有
す

る

か
ら
、
物
質

に
制
約
せ
ら

れ
る
個

は
生
死
生
滅
の
運
命
の
転
変
を
不
可
避
的

に
伴
う
こ
と
を
意
味
す

る
と

田
辺

は
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち

、
物
質

に
束
縛

さ
れ

る
の
は
悪
で
あ

る
。
し

か
し
、
悪
は
善
な
き
所

に
は
な

い
。
悪

は
善
の

半
面
と
し
て
、
必
ず
そ
の
裏
面

に
伏
在
す
る
。
悪

は
意
志
的
行
為
の
積
極
的

可
能
性
で
あ
る
。
個
の
意
志

は
善
を
欲
し
て

か
え

っ
て
悪
に
堕
す
る
傾
向
を

免
れ
な

い
。
こ
れ
は
、
個
が
類
と
の
相
即
に
お
い
て
成
立
す
る
半
面

に
は
。

そ
れ
が
媒
介
を
失

っ
て
自
己
疎
外

に
陥
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
悪
、
即
ち
質

料
と
し
て
の
基
体
が
、
種

に
他
な
ら
な

い
（
田
3
5
0
1
1

）。
こ
こ

に
田
辺

の
類

・
種
・
個
の
三
極
論
理

は
そ
の
種
を
質
料
空
間

と
し
て

の
基
体
と
し
て

解
す

る
立
場
が
出
て
く
る
。
こ
れ

は
勿
論
プ
ラ
ト
ン
の
継
承
で
あ
る
が
、
悪

を
個
体
自
由
の
積
極
的
原
理
と
す
る
所
が
異
る
。

そ
れ
は
古
代
で

は
個
的
実

存
の
概
念
を
欠
く
た

め
の
歴
史
的
制
約
で

も
あ
っ
た
。

田
辺
は

カ
ン
ト
の
根
源
悪
の
影
響
を
受
け
て
意
志

そ
の
も
の
に
固
有
な
否

定
原
理
と
し
て
の
悪

を
確
立
す
る
。
即
ち
。
自
由

の
乱
用

に
よ
り
人
間
は
自

然
よ
り
も
低
落
し
、
そ
の
邪
悪
は
動
物
以
下

に
堕
す

る
よ
う
な
罪
悪

の
意
味



で
あ
る
。
こ
の
点
で
田
辺

は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
プ

ロ
チ

ヌ
ス
と

の
親
近
性
を
見

る
。

即
ち
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
自
由
と
い

っ
て
も
理
性
の
別

名
に
他
な
ら
ず

、

何
ら
の
恣
意
も
容
れ
ず
、
そ
の
錯
誤
や
堕
落
も

た
だ
精
神

の
自
己

疎
外
と
し

て
の
自
然

に
帰
せ
ら
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
普
遍

に
対
す

る
個
と

特
殊
と

の

質
的
な
否
定
的
対

立
性

は
理
性
の
自
己
同
一
性
の
内

に
解
消

さ
れ
、
単

な
る

そ
の
量
的
制
限

に
す
ぎ
な

い
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り

、
内
在

主
義
的
発
出

論
を
出
な

い
。
こ
こ

に
は
神

に
背
く
実
在

の
否
定
的
自
由

は
な
く
、
す

べ
て

は
神
の
自
己
顕
現
と
し
て
現
実
を
そ
の
ま
ま
肯
定
神
化
す

る
同

一
性
論
理
が

支
配
的
で
、
否
定
的
媒
介

の
弁
証
法
は
消
え
失

せ
る

と
批
判

さ
れ
る
（
田
２

4
6
、
2
8
0
、
2
8
2
)
。

さ
て

、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
類
と
相
即
す
る
形
で
個
別
的
主
体
が
成

立
す
る
に
は
そ
の
否
定
的
媒
介
と
し
て
種
の
基
体
的
存
在
が
必
要

と
さ
れ
る

（
田
３
５
３
）。

基
体

は
連
続
体
と
し
て

同
一

性
を
保

つ
が
、
そ

の
内
部

に
は

否
定
的
対
立
性
を
含
み
、
そ
の
均
衡
を
指
し
て
同
一
性

と
い
う
に
す
ぎ

な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
物
質
的
基
体

は
精
神
的
主
体
を
媒

介
す

る
自
己
否

定
的
媒
介

態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
精
神

は
物
質
の
否
定
性

な
く
し
て

は
現

成
す
る
こ
と

が
で
き
な

い
。
こ

の
物
質

の
も
つ
連
続
基
体
性

は
個

の
主
体
的
行

為
に
対

す

る
媒
介
者
と
し
て
方
便
存
在
の
性
格
を
有
す
る
。
普
遍

的
類
の
全
体
は
た
だ

実
践
主
体
の
個
を
媒
介
と
し
て
実
現
せ
ら
れ
る
が

、
そ

の
行
為

主
体
の
個
の

根
源
に
伏
在
す
る
根
源
悪
、
つ
ま
り
自
己
の
有

に
執
着
す

る
我

性
を
懺
悔
に

よ

っ
て
否

定
的
に
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が

煩
悩
即
菩
提
の
実

現
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
煩
悩
は
種
的
基
体
で
あ

る
。

種
的
基

体
は

行
的

主
体
化

に
よ
っ
て
、
そ
の
罪
悪

は
浄
化
さ
れ
る
。
こ
こ

に
田
辺
の
歴
史

の
次
元

に
立
つ
、
個
の
自
由
主
体
に
よ
る
行
為
的
否

定
的
媒
介
の
弁
証
法
は
、

個

の
質

料
的
基
体
性
た
る
根
源
悪

の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
個
の
発
生
成
立
す

る
基

盤
た
る
社
会
国
家
を
も
そ
の
質
料
的
基
体
と
し
て

媒
介
す

る
論
理
構
造

を
示
す
。

こ
れ
は
、
個
を
普
遍
に
解
消
す
る
論
理
で

は
な
く
、
逆

に
質
料
的

基
体

た
る
特
殊
的
種
を
媒

介
と
し
て
普
遍
性
を
個
に
お
い
て
実
現
す
る
も
の

で

あ
る
。
そ
こ
に
プ
ロ
チ
ヌ
ス
や

ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
よ
う
に
自
己
同
一
的
発

出

論
で

は
な
く
、
相
互

に
質
的
に
対
立
し
合
い
な
が
ら
否

定
転
換
的

に
統
一

さ
れ
る
、
個
の
主
体
的
行
為
性
を
核
と
す
る
否
定
の
論
理
が
見
て
と
れ
る
。

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス
は
本
質
と
種
と
の
差
異
を
実
体
と
形

相
と
の
差
異
と
み

な
し

た
。

イ
ン
ゲ
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
派
は
形

相
を
現
象
世
界
の
形
成
原

理

、
創
造
的
力
で

あ
る
と
見

た
（
１
７
５
～
６
）。
又

、
ン

フ
ィ
ス
ト
も
イ

デ

ア
の
力
動

的
性
格
を
強
調
し

た
。
即
ち
、
形
相
は
本
質
的
に
活
動
性
で
あ
り

運
動
で

あ
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
類
も
種
も
観
ら
れ
る
形

と
し
て

は
、
形
相

と
し
て
種
相
で
あ
る
。
即
ち
「
無
た
る
普
遍
の
類
も
、
そ
の
限
定
せ
ら
れ
た

有
的
内
実
に
於
て

は
種
と
同
じ
で
あ
る
」
と
（
田
２
８
９
）。
類

は
個
に
於
い

て

の
み
実
現
さ
れ
、
そ
の
媒
介
と
し
て
要
求
さ
れ
る
種
的
基
体
は
不
断
に
類

の
普
遍
に
上
昇
し
て
は
頽
落
し
、
頽
落
し
て
は
新
た
に
実
践
的
に
類
化
さ
れ

る
。
種
の
種
た
る
基
体
性
は
類

に
存
す
る
。
種
は
矛
盾
と
頽
落
の
分
裂
性
を

本
質

と
す
る
仮
像
方
便
で

あ
っ
て
、
個
の
実
践
的
主
体
性
に
転
じ
ら
れ
な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
種
の
基
体

的
存
在

は
個
的
主
体
の
実
践
に
即
し
て
の
み
成

立
し
て

、
そ
の
類
的
普
遍
性
を
享
受
す
る
。
従
っ
て

、
田
辺

に
お

い
て
は
、



種

は
自
ら
普
遍
性

を
実
現

す
る
こ
と
は
で

ぎ
ず
、
常
に
個
の
主
体
的
行
為
を

ま

た
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
個
の
行
為

に
媒
介
さ
れ
て

の
み
、
類
的
普
遍
性

は
種
の
形

に
お

い
て
実

現
さ
れ
う
る
。
そ
の
実
現
さ
れ
た
限
り

に
お

い
て
の

み

、
類

と
種
と

は
そ
の
内
容
に
お
い
て
同

じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
種

は
そ
れ

に
安
住
す

る
と

頽
落
態
に
転
じ
、
類
的
普
遍
か
ら
疎
外
さ
れ
る
。
こ
こ

に
種

の
二
重

性
が
あ
る
。
即
ち
、
一

方
で

は
類

の
実
現
態

（
形

相
）
、

他
方
で

は

そ
れ
か
ら
の
疎
外

態
（
質
料
）
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
種
の
も
つ
自
己
分
裂
的

矛

盾
性

に
他
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
種
的
基
体
た
る
国
家
存
在
は
直
接
そ
れ

自

体
類
で

は
な
く
、
つ
ま
り
絶
対
的
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
類
と
個
と
の

中

間
に
立
つ
、
均

衡
的
方
便
的
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、

ヘ
ー
ゲ

ル
は
そ

の
自
己
同

一
的
包
括
論
理
に
よ
り
、
国

家
を
地

上
に
お
け
る
神
と
し

て

絶
対
化

し
た
と
批
判

さ
れ
る
（
田
２
９
０
）
。
イ

ン
ゲ

は
「
形

相

は
活

動
性

で

あ
り

、
運
動
で

あ
る
」
（
1
1
9
3
）
と

い
う
が
、
田
辺

は
活

動
と
運

動
と

を
区
別

す
る
。

即
ち
、
活
動
は
個
の
主
体
に
、
運
動

は
種
に
属
す
る
も
の
と

す
る
。
又
、
「
運
動

は
有

に
属
し
、
活
動

は
無
に
成

立
す
る
」
（
田
２
８
９
）

と
も
い
う
。
と
い
う
の
は
、
元
来
一
で
あ
っ
た
も
の
が
分
裂
に
よ

っ
て
元
の

一
に
帰
る
の
が
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
主
体
と
し
て
自
ら
運
動
を
統
一

す
る
の
が
個
の
主
体
的
活
動
で
あ
る
。
活
動
の
媒
介
と
し
て
運
動
す

る
基
体

が
有
と
し
て
の
種
に
他
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
活
動
の
主
体

は
、
無
の

根
底
に
立
つ
個
で
あ
る
。
無
と

は
絶
対
無
の
普
遍
に
他
な
ら
な

い
。
田
辺
は

歴
史
的
次
元
か
ら
個
の
主
体
的
行
為
を
強
調
す
る
が
、
プ
ラ
ト

ン
派
の
形
相

概
念

に
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
個
の
立
場
が
希
薄
で
あ
る
。
即
ち
、
永
遠
の

側

か
ら
現
象
世
界

の
一
方

的
流
出
を
見
る
の
で

、
形

相
が
両
者
の
媒
介
と
な

り
、
そ
の
活
動
性
を
担

う
わ
け
で
あ
る
。
三

位
一
体

論
も
、
永
遠
の
神
の
子

の
次
元
に
止
ま
り
、
歴
史

的
個
と
し
て
の
人
間
イ

エ
ス
の
受

肉
に
徹
し
な
い

傾
向
に
あ

る
。

種
の
二
重
性

は
形

相
と
質
料
の
差
異
に
も
対

応
す

る
。
即

ち
、
類
の
実
現

態
と
し
て

は
内
容

的
に
類
と
同
一
で
あ
り
、
形

相
に
相
当
す

る
。

他
方
。
類

か
ら
の
自
己
疎
外
態
と
し
て

は
質
料
に
相
応
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
国
家
を
地

上
の
神
と
し
て
絶
対
化
し

た
の
は
、
前
者
つ
ま
り

類
の
実
現
態
と
し
て
の
形

相
た
る
種

に
他
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て

、
種

は
二
面
性
が
あ
る

か
ら
、

た
え
ず
個
の
否
定
的
行
為

に
媒
介
さ
れ
な
け

れ
ば

、
普
遍
性
を
失

い
、
類
か

ら
疎
外
さ
れ
て
無

か
ら
有
へ
頽
落
す
る
。
そ
こ
で

は
そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず

種
は
依
然
と
し
て
自
己
同
一
性
の
有
に
固
執
し
て
、
自
己
絶
対
化
を
僣
す
る

に
至
る
。
こ
れ
が
、
種
と
類
と
の
差
異
を
無

視
し

た
、
両
者

の
直
接
的
自
己

同
一
化
で
あ
る
。
し

か
し

、
種
と
類
と
は
そ
の
実
現
態

に
お
い
て

は
内
容
的

に
同
一
で
あ
る

か
ら
、
両
者
の
区
別
は
な
か
な
か
難
し

い
面
も
あ
ろ
う
。
こ

れ
が
、
田
辺
が

は
じ

め
国

家
を
絶
対
者
の
応
現
存

在
と
し
て

、
キ
リ

ス
ト
に

お
け
る
神
の
啓
示

に
対

応
さ
せ
た
理
由
で

も
あ
ろ

う
。
し

か
し
、
そ
の
後
種

の
二
重
性

に
気
付
き
、

そ
の
否
定
的
性
格
を
認
め
、
そ
の
被
媒

介
性

に
よ

っ

て
、
国
家

は
直
接
類
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
類
の
方
便

・
仮
象
と
し
て
の

存
在
に
す
ぎ
な

い
こ
と

を
見
て
と

っ
た
。
そ
し
て
国

家
も
そ

の
質
料
性
の
故

に
、
そ
の
底
に
根
源
悪

を
伏
在
し
、
こ
れ
を
転
換

・
浄
化
す

る
懺
悔
を
必
要

と
す
る
と
考
え
る

に
至

っ
た
の
で
あ
る
。



さ
て

、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」

は
類

・
種
・
個
の
三
極
論
理
と
し
て

、
又

絶
対

媒
介
の
弁
証

法
と
し
て
そ

の
三
極

の
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
た
か
も
同
列
同

時

に
相
互

作
用
す

る
か
の
よ

う
に
も
見
え

る
が
、
実
は
そ
う
で

は
な
い
。
こ

れ

は
高
橋

里
美
と

の
論
争

に
お
い
て
も
既

に
明
ら

か
に
さ
れ

た
が
、
否
定

の
弁

証
法
と
し
て

は
三
極

は
同
位
同
格
的
で

は
な
く

、
否
定
消
滅
す
る
契
機
が
媒

介
の
中
心
と
な
る
。
即
ち
、
種
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
見
、
先
ほ
ど
個

の
行
為
が
中
心
と
な
る
と
い

っ
た
こ
と
と
矛
盾
す

る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
個

は
否
定
す
る
能
動
的
主
体
の
側
に
立
つ
の
に
対
し
て
、
種
は
否
定
さ
れ
る
客

体
的
受
動
の
側
に
置
か
れ
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
。
三

極

が
相
互
同

時
的
に
媒
介
し

合
う

の
で

は
な
く
、
そ
の
一
極
が
中

心
的
と

な

る
。
し

か
し

、
こ
れ
で

は
又

い
わ
ゆ

る
絶
対

媒
介
性
に
反
す

る
の
で

は
な

い

の

か
と

い
う
疑
点
も
残
る

か
も
し
れ

な
い
（
高
７
３
０
）
。

こ

の
問
題

は
、

ア
ウ
ダ
ス
チ
ヌ

ス
の
三
位
一
体

論
の
三
位

格
が
相
互
同
位

的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
結
局
父
な
る
神
が
源
泉
と
し
て
優
先

さ
れ

る
構
図
と

も
似
て
い
よ
う
。
先

に
も
言
及
し
た
が
、

ラ
テ

ン
神

学
で

は
三
一
性
と

い
っ

て
も
、
三
の
前
に
先
ず
一
が
前
提
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ

は
テ
リ
ト
リ
ア
ヌ

ス

以

来
の
伝
統
で
も
あ
り
、
近
代
で

は
バ
ル
ト
も
三
位
格
は
一
実
体
た
る
神
の

三

存
在
様
態
と
し
て

サ
ベ
リ
ウ
ス
主
義
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
伺

え

る
問
題
で

あ
る
。

も
っ
と
も
バ

ル
ト
は
三
位
格
の
ペ
リ
コ
レ
ー

シ
ス
、
即

ち
相
互
同

等
（
性
）

を
主
張
す
る
が

、
東
方

の
カ

で
（

ド
キ
ア
の
神
学
と
対

比
す
る
と
、
三
個
別
的
実
体

か
ら
出
発
す

る
発

想
と
は
や

は
り
若
干
異

な
ろ

う
。
単
一
の
種
た
る
共
通
の
本
質
（
ウ
ー

シ
ア
）

に
対
し
て
個
た

る
相
異

る

三
実
体
（

ヒ
ポ
ス

タ
シ
ス
）

を
立
て

る
立
場

は
し

か
し
、
や
や
も
す
れ
ば
三

神
論
に
陥
り
易
い
傾
向
も
否

め
な

い
。
田
辺
と
の
比
較
で
も
、
ギ
リ

シ
ャ
に

し
て
も
ラ
テ
ン
に
し
て
も

、
そ
の
三
位
一
体
論
は
、
三
か
ら
出
発
す
る

に
せ

よ

、
あ
る
い
は

Ｉ
か
ら
出
発
す
る

に
せ
よ
、
両
者
い
ず
れ
も
否
定
の
契
機
を

欠
く
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な

い
。
こ
れ
が
田
辺
と
の
根
本
的
な
相
違
で
あ
る
。

し

か
も
田
辺

の
場

合
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
諸
形
相
（
イ

デ
ア
）
を
統
一
す

る
最
高

の
一
者

（
最
高
善
）
や
、
プ

ロ
チ
ヌ
ス
の
一
者

な
る
も
の
を
認
め
な

い
。
特

に
そ

の
一
者

か
ら
の
発
出
論
理
を
徹
底
的
に
批
判
し
排
除
す
る
。
田

辺

に
と

っ
て

は
、
は
じ
め
に
三
を
超
え

た
一
な
る
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
。

超
有
と
か
非
有
と
か
規
定
さ
れ
て
も

、
始
源
的
実
体
を
前
提
し

な
い
所

に
、

田
辺
の
特
色
が
あ
る
。
そ
れ

は
彼
の
弁
証
法
が
否
定
の
論
理
と
し
て
、
仏
教

の
空
の
立
場
を
継
承
発
展
す

る
も
の
だ

か
ら
で
も
あ
る
。
空
の
立
場

に
お
い

て

は
、
い
か
な
る
も
の
も
最
初

に
有
と
し
て
前
提
さ
れ
な
い
。
実
体
の
無
自

性
・
空
な
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
否
定
性
の
み
が
全
面

的
に
張
り
つ
め
て
い
る
。

田
辺
哲
学
で

は
進
出
即
還
帰

は
個

の
瞬

間
的
現
在

に
お
け
る

「
既

達
即

未

達
」

と
し
て
永

遠
の
現
在
に
凝
縮
さ
れ
、
そ
れ
が
無
際
限

に
繰
り
返
さ
れ
る
。

そ
こ

に
歴
史

の
線
と
方
向
が
、
つ
ま
り
歴
史
の
目
的
史
観
が
や
や
稀
薄
な
面

も
出
て
く

る
と
批
判
さ
れ
る
余
地
が
残
る
。
し

か
し
老
荘
も
又
そ
の
「
終
れ

ば
則
ち
復
た
始
ま
る
」
と
い
う
終
始
の
存
在

論
的
原
理
に
よ
り
無
限
反
復

の

時
間
論
を
呈
示

す
る
。
老
荘
思

想
と
新

プ
ラ

ト
ン
主
義
と
は
、
道
＝
無
と
一

者
と
は
無
規
定
的
無
限
定
的
絶
対
的
始
源
と
し
て
そ
の
究
極
的
実
在
観

に
お

い
て

根
底
的
に
相
通
ず

る
も
の
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
よ

う
。
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＊

な

お

本

文

中

の

引

用

等

に

は

、

参

考

文

献

の

著

者

名

の

最

初

の

文

字

と

ペ

ー

ジ

数

の

み

を

略

記

し

た

。

（
1
）
　
一
、
最
高
位
の
知
的
実
在
、
二
、
魂
が
属
す
る
段
階
、
三
、
物
的
世
界
で
心

が

知

る

も

の

（

活

生

的

実

在

）

、

四

、

非

活

生

的

物

質

。

（

２

）

こ

れ

に

関

連

し

て

、

堕

罪

後

も

神

の

像

を

残

す

か

ど

う

か

に

つ

い

て

、

近

代

で

は
Ｋ

・
バ
ル
ト
と
Ｅ

・
ブ
ル
ン
ナ
ー
と
の
間
に
「
自
然
神
学
論
争
」
を
惹
起

し

た
。
こ
れ
は
宗
教
と
文
化
と
の
連
続
性
。
非
連
続
性
の
問
題
で
も
あ

る
。
田

辺
は
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
（
「
宗
教
と
文
化
の
関
係
―
バ
ル
ト
、
ブ
ル
ン

ナ
ー
の
論
争
に
因
み
て
―
」
『
田
辺
元
全
集
』
第
５
巻
ｐ
．
６
１
～
８
０
参

照
）

（
３
）

カ
ン
ト
『
人
類
の
歴
史

の
臆
測
的
起
源
』
篠
田
英
雄
訳
、
『
啓
蒙
と
は
何
か
』

所
収
、
岩
波
文
庫
1
9
7
4

年
、
ｐ

．
６

５
、
及
び

シ
ェ
ー
ラ
ー

『
人
間

に
お

け

る
永
遠
な

る
も
の
』
。
亀
井
裕
他
訳
。
『

シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
』
第
７
巻
、
白

水
社
、
1
9
7
8
年
、
ｐ
.
8
8
～
9
 
参
照
。

（
お
ざ

き

・

ま
こ

と

、

宗

教

哲

学

、

山

陽

学

園

大
学

教

授

）
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