
〈
特
集
「
科
学
技
術
時
代
に
お
け
る
悟
り
と
救
い

」
２
〉

作

成

的

理

性

と
意

義

の
肯

定

―
科
学
・
技
術
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
未
来
に
向
け
て
―

世
俗

的
な
世
界
把

握
と
人

生
の
宗
教

的
な
理
解
と

の
関

係

は
、

自
然

科

学
・
技
術
に
影
響

さ
れ

た
現
代

の
生
活
世
界

に
お
い
て

、
宗

教
と
科
学
と
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
対

立
が
緩
和
さ
れ
る
と
同

時
に
、
分

裂
が
深
ま
っ
て

い

る
新
し
い
段
階

へ
と

入
っ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
代

初
頭

の
地
球
中

心
的
世
界

像
に
関
す

る
論
争
の
中
で

、
人
間
は
、
空
間
的
に
新
た
な
位
置
に

定
め
ら
れ
、
ま

た
、

一
九
世

紀
に
お
け
る
進
化
論
を
め
ぐ

る
危
機
の
中
で
、

人
間

の
時
間
的
位
置

づ
け

は
新
た
に
定
め
ら
れ
た
。

そ
れ
に
対

し
て

、
自
然

科
学

・
技
術

に
よ

る
生
活
世
界

の
変
革
は
、
宗
教
的
な
了
解

を
も
可

能
に
す

る
人
間

の
根
源
的
な
思

考
形
態

に
多

大
な
影

響
を
及

ぼ
し
て

い
る
。

急
速
な

進
歩

に
と
も
な

い
、
科
学
的
認

識
の
内

容
を
そ
の
世
界

観
的
重
要
性

に
関
し

て
評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ

る
が
、

科
学
・
技

術
的
思

考
方
法

そ
の
も

の
が
、

現
実
了
解
の
他
の
方
法

に
対
し
て
そ

の
説
得
力

を
失

わ
せ

る
ほ
ど

の
優
勢

を

持

っ
て
い
る
。
こ
の
精
神
史
的
状
況
を
解
明
す

る
た

め
に
、
ま
ず
、
自
然
科

Ｋ
・
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー

学
・
技

術
的
思

考
形
態

の
構
造
と
傾
向
を
分
析
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
　

自

然
科

学

・
技

術

的

思

考
形

態

の
問

題

(
1
)
　
自
然
科
学
・
技
術
的
思
考
形
態
の
基
本
的
特
徴

自
然
科
学
的
認
識
は
、
客
観
を
、
生
活
連
関
か
ら
引
き
離
す
と
同
時
に
、

存
在
者

お
よ
び
包
括
的
な
意
味
連
関
に
お
け
る
そ
の
位
置

か
ら
解
き
離
し
、

個
別
化

・
対
象
化

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
そ
れ
を
規
定
す
る
。
そ
の
際
に
、
客

観
は
理
論
化

さ
れ
て

お
り
、
ま
た
主
観
と
の
関
係

に
依
存
し
な
い
純
粋
に
量

的
な
観

点
の
も

と
で

合
理
的

に
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ

に
と
も

な
っ
て
、

客
観

は
没
価
値
的
、
ま
た
測
定
可
能
と
な
り
、
し
た
が
っ

て

、
数
学
的
・
計
数
的

に
把
握
可
能
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
た
め
に

客
観

は
、
そ
の
個
性
を
失

い
、
し
た
が
っ
て
普
遍
的
法
則
の
下

に
包
摂
さ
れ

う
る
よ
う

に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
案
出
さ
れ
た
客
観
は
、
主
観
の
知
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的

関

心

に

答

え

る

た

め

に
、

実

験

に

お

い

て

扱

わ

れ

て

い
る
。

実

験

の

結

果

が

確

実

で

あ

る

た

め

に

は
、

実

験

は

任

意

に
反

復

可

能

で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

の
で

、

客

観

は
代

替

可

能

な

も

の

と

み

な

さ

れ

る

。

し

た

が

っ
て

、

客

観

は

、

客

観

自

体

の

内

に
意

味
が

あ

る

と

み

な

さ

れ

る

の

で

は

な

く

て

、

任

意

に

変

わ

り

う

る

実

験

者

と

そ

の

依

頼

者

の

関

心

に
対

し

て

、

機

能

的

に

役

立

つ

だ

け

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

に

、

主

観

と

し

て

の
人

間

に
よ

っ
て

操

作

さ

れ

た

存

在

者

は

、

い
か

な

る

尊

厳

も

歴

史

的

な

意

義

も

持

た
な

い
。

な

ぜ

な

ら

ば

、

歴

史

と

い
う

も

の

は

出

来

事

の

反

復

不

可

能

性

と

、

人

間

に
対

す

る
意

義

の

要

請

を

含

む

か

ら

で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

、

ヴ

ィ

ー

コ
　
（
Ｇ

．　
Ｂ

．

Ｖ
ｉ
ｃ
ｏ
，
　
１
６
６
８
-
１
７
４
４
）
の
言
い
ま
わ
し
、
「
真
な
る
も
の
は
作
り
出
さ
れ
た
も

の

に

等

し

い
」
（
ｖ
ｅ
ｒ
ｕ
m

　
ｉｐ
ｓ
ｕ
m

　
ｆａ
ｃ
ｔｕ
m

）

に

あ

る

よ

う

に

、

真

理

と

意

義

と

は

、

実

験

者

に

よ

っ
て

計

画

さ

れ

、

前

も

っ
て

起

案

さ

れ

る
限

り

に
お

い
て

の
み

認

め
ら

れ

、

認

識

過

程

へ
と

受

け

入

れ

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

こ

の

方

法

は

、
実

験

す

る
主

観

に
対

し

て

、

客

観

を

統
制

可

能

、

ま

た
実

験

の
成

果

を

作

成
可

能

な
も

の
と

し

て

保

証

す

る

の
で

、
未

来

は
技

術

的

な

観

点

の

下

で

計

画

可

能

・
予

知
可

能

で

あ

る

よ

う

に

見

え

る
。

そ
れ

ゆ

え

に
、

時

間

の
経
過
は
―
本
来
的
な
歴
史
の
意
義
に
お
け
る
―
人
間
に
意
の
ま
ま
に

な

ら

な

い
意

義

を

も

た

ら
し

た

り

、

あ

る

い

は

取

り

去

っ
た

り
す

る

の

で

は

な

い
。

む

し

ろ

、

時

間

の

中

で

は

、

発

見

。
発

明

の

時

点

、
す

な

わ

ち

、

そ

の

つ

ど

の
新

し

い
も

の

、
人

間

に

意

の

ま

ま

に

処

理

さ

れ

る

よ

う

な

も

の

だ

け

が

強

調

さ

れ

る
。

こ

の

た

め

に

、

歴

史

は

、

人

間

の

よ

り

高

度

の

自

律

と

自

己

充

足

に
向

か

っ
て

い
く

、

永

続

的

な

進

歩

で

あ

る

よ

う

に

見

え

る

。

科
学
的
な
研
究
は
、
そ
の
専
門
性

の
向
上

の
た
め
に
、
研
究

の
細
分
化
を

必
要
と
す
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
研

究
者

は
、
現
実
に
関
す

る
全
体

的
な
見

地
を
断
念
す
る
。
む
し
ろ
研
究
者
は
、
研
究

成
果
の
評
価
と
適
用

を
、
営
利

的
な
組
織
に
任
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
組
織
な
ど

の
機
関

は
、
技
術
的
情
報
の
利
用
に
よ

っ
て

広
範
囲
に
ま
で
及
び
、
全
世
界

的
な
威

力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
自
然
科
学
・
技
術
的
認
識

は
、

経
済
的
利
益
と
結
び
つ
い
て
、
工
業
生
産
と
全
世
界
的
な
市
場
化
を
促
進
し
、

す
な
わ
ち
経
済
的
利
益
優
先
の
下
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す
。

技
術
的
・
経
済
的

に
作
成
し
う
る
も
の
が
進
歩
的
で
、
ま
た
よ
り
善
い
も

の

と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
あ
る
も
の
が
進
歩
的
で
技
術
の
最
先
端
に

あ

る
ほ
ど
、
そ
の
も
の
の
技
術
的
・
経
済
的
実
現
・
制
作
は
、
意
義
深
い
も

の
、
ま
た
正

当
な
も
の
と
み
な
さ
れ
が
ち
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
思
考
形

態

の
目
標
た

る
地
平
は
、
人
間
と
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
経
過
を
統
制
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
世
界
内
部
の
存
在
者
を
道
具
と
し
て
利
用

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
安
全

な
現
代
と
将
来
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

(
2
)
　
思
考
形
態
に
対
し
て
科
学
・
技
術
の
及
ぼ
す
影
響

現
代

の
科
学

・
技
術

に
あ
る
よ

う
に
、
あ
る
社
会
的
現
象
が
実
際
生
活
を

幅
広
く
規
定
す

る
と
き

に
、
そ
の
思
考
形
態
が
、
一
般
的
な
考
え
方

に
決
定

的
な
作
用

を
及

ぼ
す
こ
と
が
予

想
さ
れ

る
。

自
然
科
学
・
技
術
的
方
法
が
、
物
質

的
対
象

に
高
度
に
適
合
し
て

い
る
の

だ
か
ら
、
そ
の
方
法

に
は
、
人
間
の
理

解
を
物
質
的
存
在
へ
と
限

定
し
、

そ

れ
を
唯
一
規
範
的
で

あ
る
か
の
よ
う
に
表
面

に
出
す
傾
向
が
あ
る
。

す
な
わ



ち
、
人
間
に
と
っ
て
、
何
が
現
実
で
あ
り
真
と
善
で
あ
る
か
は
根
本
問
題
で

あ
り
、
ま
た
、
現
実
全
体
、
そ
の
根

拠
と
目

標
の
探
求
は
、
人
間
自
身
の
意

義
の
探
求
と
同
様

に
人
間
に
と
っ
て

自
然
な
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題

が
、
科
学
・
技
術
的
方
法
に
よ
っ
て

規
制
さ
れ
た
思
考
の
地
平

に
お
か
れ
る

場
合
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
縮
小

さ
れ
、
一
面

化
さ
れ
て
、
不

充
分
な
視
点
の

下
で

考
察
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り

そ
の
場
合
、
存
在
者
が
「
現
実

的
」
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
存
在
者
が
対

象
化
可

能
で
あ
り
、
経
験
的
に
確

認
で

き
、
数
量
化
可
能
、
測
定
可

能
、
定
式
化
可

能
、
計
画
可
能
で

あ
る
限

り
に
お
い
て

で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
、
存
在
者
が
人
間
の
合
理
的
・
技
術

的
な
支
配
カ
ヘ
と
調
整
さ
れ
る
限
り

に
お
い
て
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
に
構
想
さ
れ
た
存
在
者
は
代

替
可

能
で
あ

り
、
そ
れ
自
体
に
お
け

る
意
義

を
持

た
ず
、
ま
た
自
身
の
う
ち
に
価

値
を
持

た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
こ
の

よ
う
な
存
在
理
解
に
お
い
て

、
存
在
者
自
体
の
本
質

と
意
義
へ
の
問
い
が
妨

げ
ら
れ
る
と
同
様

に
、
こ
こ
で
主
観
が
た
だ
合
理
的
・
技
術
的
能
力
の
持
ち

主
と
し
て
考
察
さ
れ
る
限
り
、
人
間
に
対
す
る
理
解
も
未
発
展
の
ま
ま
に
留

ま
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
先
だ
っ
て

存
在
し
そ
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ず
、

人
間
へ
と
関
わ
る
と
同
時
に
、
企
図
す
る
人
間
の
我
意
か
ら
逃
れ
る
よ
う
な

現
実

に
対

す
る
了
解
が
隠
蔽
さ
れ
る
。
一
回
限
り
の
尊
厳
と
全
体
の
秩
序
、

歴
史

的
な
出

来
事
、
相
対
化
不

可
能
な
超
越
、
規
範
的
な
意
義
に
よ
る
呼
び

か
け

、
ま
た
尊
厳
を
う
な
が
す
人
格
性
は
、
こ
の
了
解
地
平

に
お
い
て
不
明

瞭
と

な
る
。

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
単
な
る
偶
然
の
事
実
と
み
な
さ
れ
、
そ
の

評
価

は
美

的
情
念
や
個
人
的
な
嗜
好

と
し
て

議
論
か
ら
排
除
さ
れ
て
、
換
言

す

れ
ば

、
標
準
的
な
現
実
理
解
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
地
に
お
い
て
「
真
」
と
は
、
も
は
や
存
在
者

に
具
わ
る
隠
れ
た
本

質

、
あ
る
い
は
人
間
の
責
任
を
呼
び
起
こ
す
出

来
事
の
意
義
で
は
な
く
、
悟

性

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
際
に
、
こ
の
構
成
が
、
認
識

的
あ
と
づ
け
で

あ
る
か
、
あ
る
い
は
計
画
的
な
構
想
で

あ
る
の

か
を
識
別
す

る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
理
的
に
作
成
し
う
る

も
の
の
み
が
、
理
解
可

能
で
あ
り
な
い
し
真
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

真
理
は
も
は
や
人
間
の
思
考
に
よ
る
と
こ
ろ
の
所
産
に
す
ぎ
な

い
。

そ
の
よ
う
な
思
考
は
、
い
か
な
る
意
義
を
も
受

け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な

い
の
だ
か
ら
、
結
局
「
善
」
に
関
す
る
思
考
を
、
有
益
な
も
の
お
よ
び
享
受

可

能
な
も
の
に
制
限
す
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
「
善
」

と
は
、
人
間
の
期
待
と

欲
求
に
応
じ
て

役
目
を
果

た
す
も
の
、
結
局
の
と
こ
ろ

あ
ら
ゆ
る
存
在
者

を

人
間
の
望
み
に
対
応
さ
せ
る
、
技
術
の
進
歩
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

そ

れ
と
と
も
に
、

い
か
な
る
規
範
も
任
意

に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
主
観
化

さ
れ
、
あ
る

い
は
単
な
る
社
会
的
な
取
り
決
め
と
し
て

相
対
化
さ
れ
る
。

人
間
が
そ
の
尊
厳
を
守
り
自
己
目
的
性
を
発
展
さ
せ
る
姿
勢

は
、
現
実
全

体
を
そ
の
一
致
し
た
根
拠
と
最
終
的
な
意
義
に
関
し
て

考
慮
す

る
こ
と
に
基

づ
く
。
そ
の
よ
う
な
根
拠
と
意
義

に
関
す
る
問
い
と
探
求
が
始

め
か
ら
非

現

実
的
な
も
の
と
し
て
除
外
さ
れ
る
場
合

に
は
、
認
識
さ
れ
た
意
義

に
基
づ
い

た
自
己
実
現
に
通
じ
る
経
路
は
、
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
に
し
て
、
例
え

ば
信
頼
、
愛
あ
る

い
は
幸
福
の
よ
う
な
、
人
間
の
根

源
的
な
経
験
と
態
度
は
、
無
反
省
の
ま
ま

に
留
ま
り
。
ま
た
人
間
は
別
離
、
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苦
悩
、
罪
責
あ

る
い
は
死
と

い
う
不
可
避

の
限
界
状
況

を
抑

圧
し
て

い
る
の

だ
か
ら
、
成
熟
す

る
た
め
の
重
要

な
機

会
を
失

っ
て

い
る
。

そ
れ
だ
か
ら
人

間
は
、
唯
一

の
現
実

と
し
て

承
認
さ
れ

た
、
世
界
内
部

の
対

象
を
あ
た
か
も

反
射
鏡
と
し
、

そ
の
う
ち
に
自
ら
を
把
握
し
よ

う
と
す

る
。

そ
う
す
る
と
と

も
に
対
象
へ
と
方
向

づ
け

ら
れ
た
科
学

。
技
術

的
思

考
は
、
無
防
備
に
な
っ

た
人
間
自
身
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
人
間
は
、
―
正
当
な
仕
方

で
―
自
ら
の
あ
る
部
分
に
お
い
て
個
別
科
学
的
な
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る

の
み
で

な
く
、

そ
の
全
体
性
に
お
い
て

経
験
的

・
合

理
的
分

析
と
技
術
的
な

計
画
・
作
成

の
対
象

と
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と

に
よ

っ
て

、
人

間
は
、
そ
の
つ

ど
の
一
回
限
り
で
、

意
の
ま
ま
に
な
ら

な
い
、
自
己
責

任
を
有
す
る
主
観
と

し
て
の
尊
厳
を

損
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
機
能
性
を
凌
駕
す

る
実
存

的
発
展
可
能

性
を
失

う
。

技
術
的
思

考
が
絶
対

化
さ
れ
る
場

合
に
生
じ

る
こ

の
よ

う
な
結
果

は
、
主

だ

っ
た
傾
向
性

に
す

ぎ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
不
可
避

の
存
在
史

の
よ
う
な
も

の
で

は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
現
代

に
お
け

る
自
己

実
現

の
可
能

性
を

、
人
生
の
根
本
的
な
意
義
づ
け

の
地
平

に
お
い
て

考
察

す
る
際
、
こ
の

了
解
地
平

に
含
ま
れ
た
問
題
を
考
慮
に
入
れ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
　

宗

教

的

次

元

の

解
明

と
し

て

の

意

義

了

解

(
1
)
　
科
学
・
技
術
的
合
理
性
の
受
け
入
れ

科
学
・
技
術
的
合
理
性
と
、
人
間
全
体
の
自
己
実
現

、
宗

教
的
に
言
え
ば

、

救
済

の
問
題
と
の
隔
絶
を
調
停
す
る
た
め
に
、
何
よ
り

も
ま
ず

必
要

な
の
は
、

宗

教
の
側
で

は
合
理
的
な
説
明

お
よ
び
納
得
の
ゆ
く
基
礎
づ
け

に
対
す
る
現

代

人
の
要

求
を
、
真
剣
に
受
け

と
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
宗

教
的
な
発
言
に
当
然
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
、
宗
教
的

メ
ッ

セ
ー
ジ
が
、
聞
き

手

の
了

解
地
平

と
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
、
そ
の
内
容
を
放
棄
し

た
り
隠
蔽

し

た
り
す

る
こ
と
な
く
、
理
性
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て

概
念
的
に
明
瞭

に
伝

え

ら
れ

る
こ
と
で
あ

る
。
逆

に
、
科
学
・
技

術
的
思

考
形

態
は
、
人

間

に

と
っ
て

の
そ
の
意
義
に
関
し
て
解
明
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際

に
、
科

学
・
技
術
的
思
考
形
態

を
、
た
だ
そ
の
所
産
だ
け

の
ゆ
え

に
評
価
し

て
、
そ

れ
自
体
と
し
て

は
意
義

の
虚
し
い
も
の
と
し
て

、
あ
る
い
は
一
時
的

な
時
代
現

象
と

し
て

片
付
け

る
こ
と
が
不
充
分
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
そ
の
よ

う

な
思
考

を
、
人

間
全
体

と
関

わ
る
精
神
的
な
活
動

と
し
て
、
そ

の
意
義
の

う
ち

に
認

め
、
人
間

の
自
己
形
成
の
中
へ
と
肯
定
的
に
統

合
す

る
こ
と
が
課

題
と
な

る
。
そ

う
す

る
と
、
科
学
・
技
術
的
思

考
は
、
人
間

の
自
己
実
現
全

体

の
中
で
重
要

な
位

置
を
占

め
る
の
で
人

間
の
根
本

能
力
の
一

つ
と
し

て

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
ー
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
自
然
本

性
的
な
慣
習
（
ｈ
ａ
ｂ
ｉ
ｔ
ｕ
ｓ
）
と
し
て
―
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
　
意
義
へ
の
問
い

科
学

・
技
術
の
発
展
は
、
自
律
的
で
も
自
己
目
的
的
で

も
な
く
、
人
間
全

体

の
意
義

の
実
現

と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
を
も
ち
、
ゆ
え

に
そ
の

発
展

の
方

向
が

人
間
の
福
利

を
中
心
に
、
重
大
な
責
任
を
も
っ
て
規
定
さ
れ

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
同

時
に
「
救
済
」
と
い
う
宗
教
の
テ
ー
マ
は
人
間
の

救
済
で
あ
る
の
で
、
宗
教
的
発
言
は
、
哲
学
的
・
人
間
論
的
な
了
解
地
平
を



通
し
て
伝
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
そ
の
も
の
の
意
義
と

自
己
実
現
へ
の
問
い
を
共
通
の
焦
点

に
す
れ
ば
、
技
術
的
合
理
性
と
人
間
存

在
の
宗
教
的
解
釈
と
は
、
対

話
が
で
き
る
よ
う

に
な
ろ
う
。

こ
こ
で

は
、
宗

教
性
の
人
間
論
的
基
礎
づ
け

の
若
干

の
根
本
的
特
色
を
示

し
た
い
。

人
間

は
、
本
能
の
欠
乏
の
ゆ
え
に
技
術
的
手
段
を
必
要

と
す

る
が
、
本
能

が
欠
乏
す
る
原
因
は
理
性
の
能
力
の
う
ち
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
包
括
的

な
目
標
の
認
識
と
、
多
様
な
行
動
の
可
能
性
の
認
識
に
よ
っ
て

、
理
性
は
、

本
能
に
よ
る
諸
行
動

の
必
然
的
な
結
合
を
解
消
さ
せ
る
か
ら
で

あ
る
。

同
じ

理
性
が
、
本
能
の
欠
損
を
、
目

標
へ
向
か
う
技
術
的
行
動
と
、

技
術

の
制
約

の
根
拠
で

あ
る
因
果
関

係
の
認

識
と
に
よ
っ
て

補
い
、
克
服
す

る
。
つ

ま
り

理
性
は
、
人
間

が
そ
れ

に
応
じ
て
世
界

へ
の
関
わ
り

と
自
分
自
身
を
規

定
す

る
意
義
と
目
標

の
認
識

に
よ

っ
て

、
人
間
そ
の
も
の
の
行
動
能
力
を
獲

得
さ

せ
る
。

し
た
が
っ
て
、

人
間

に
は
理
性
が
具
わ
る
か
ら
、
人
間
が
そ

こ
か
ら

自
己
自
身
―
自
分
の
意
義
と
行
動
可
能
性
―
を
認
識
し
規
定
で
き
る
目

標
を
追
求
す

る
。
す

な
わ
ち

、
人
間
は
、
そ
こ
か
ら
自
己
自
身

を
主

体
と
し

て
実
現
で
き

る
目
標
を

探
求
す

る
の
で

、
自
由
の
自
己

規
定

は
、
そ

れ
自
体

の
た
め
ま
た
そ
れ
自
体

に
お
い
て

善
い
も
の
と
肯
定
さ
れ
る
目
標

か
ら
得
ら

れ
る
。

こ
の
よ

う
に
、
人
間

は
、
自
分

自
身
の
う
ち
に
、
ま

た
自
分

の
た
め

に
意
義
そ
の
も

の
、
す
な
わ
ち
、
自

体
的
な
善
を
実
現
す

る
こ
と
の
で
き

る

存
在
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
自

体
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
意
義
な

い
し

無
制
約
的
な
善
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
主
体
で

あ
る
。
人
間
の
無
制

約
的
な
尊
厳
は
こ
の
こ
と
に
基
礎
づ
け

ら
れ
て

お
り
、

さ
ら

に
、
こ
の
尊
厳

は
個
人
そ
の
も
の
に
具

わ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
意
義
へ
の
洞
察
と
意
義
そ
の

も
の
の
自
由
な
実
現
は
、
自
然

の
ま
ま
の
人
間
の
一
般
的
本
性

に
よ

っ
て
行

わ
れ
る
の
で

は
な
く
、
た
だ
そ

の
つ
ど
の
個
人
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
つ
ま

り
、
人
格
に
し
か
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
倫
理
と
人
権
は
、
個

人
の
こ
の
無
制
約
的
な
尊
厳

に
基

づ
い
て

い
る
。
こ
の
た
め
に
、
人
間
を
単

な
る
客
体
、
あ
る
い
は
手
段
と
し
て
の
み
取
り
扱
お
う
と
す

る
あ
ら
ゆ
る
試

み
は
、
人
間
が
そ
の
精
神

的
な
性
質

に
お
い
て
本
質

的
に
関
与
し
て
い
る
、

無
制
約
的
な
善

な
い
し
意
義
そ
の
も
の
に
背
い
て

い
る
。
そ
の
う
え
、
他
者

が
行
為

者
と
同
じ

本
質
を
有
す
る
の
で
、
他
者
を
手
段
と
し
、
あ
る
い
は
他

者
を
客

体
の
よ

う
に
扱
う
操
作
は
、
行
為
者
が
自
分
自
身
を
有
意
義
な
目

標

連
関

か
ら
閉

め
出
し
、
つ
ま
り
。
自
身
の
有
意
義
性
を
破
壊
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。

意
義
の
実
現

は
、
人
間

の
自
由
意
志
に
よ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
有
意
義

性
そ
の
も
の
は
、
人
間

の
意
向

に
依
存
す
る
も
の
で

は
な
い
。
有
意
義
性
は
、

人
間
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ

る
の
で

は
な
く
、
認
識
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ

る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
意
義
そ
の
も
の
は
人
間
の
自
由
な
行

い
を
可
能
に
す

る
も
の
と
し
て
、

そ
れ

に
先
行
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
意
義
そ
の
も
の

は
、
人
間

に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
か
ら
自
ら
を
意

義
と
善
と
し
て
顕

に
す

る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
独
立
し
た
無
制
約
性

に
お
い
て
、
意
義
そ
の
も
の
は
、
有
意
義
な
自
己
規
定
の
能
力
を
持
っ
た
人

間
存
在
を
尊
厳
あ

る
も
の
と
し
て

構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て

、
人
間

は
善
へ

の
関
与

に
お

い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体

に
お
い
て

認
め
ら

れ
る
善
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に
よ

っ
て

の
み
、
自

己
自
身

を
実

現
で
き

る
。
そ

の

た
め

に
、

宗
教

的
に

「
救
済
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

は
、

さ
し
あ

た
り
、
善

そ
の
も

の
に
よ
る
、
人

間
存
在
の
維
持
と
完
遂
と
し
て
理
解
さ
れ
う

る
。
し

か
し
、
善

な
い
し
意
義

を
自
由

に
肯
定
す
る
こ
と
は
、
自
ず

か
ら
無
制

約
的

な
有
意
義
性
の
源
と
し

て

明
ら

か
と
な

る
善
の
認
識
を
含
む
の
で
、
こ

の
善

へ
の
関

わ
り

は
、
悟
性

の
構
成

に
依
拠
し
な

い
真
理
の
承
認
を
含
意
し
て

い
る
。

だ
が
、
人
間
が
自
身
を
完
成
す
る
こ
と

は
、

た
だ
真
理
へ
の
関

わ
り

に
お

い
て
知

る
も

の
、
ま

た
善
へ
の
関
わ
り

に
お
い
て
自

ら
を
規

定
す

る
も

の
で

あ
る
限
り

に
お
い
て

の
み
可
能
で
あ

る
こ
と

を
、
人

間
は
知
っ
て

い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
真
な
る
自
己
な
い
し
善
な
る
自
己
に
対
す
る
―
あ
る
い
は
救

済
に
対
す
る
―
問
い
は
、
無
制
約
的
な
真
と
善
と
に
関
す
る
問
い
へ
と
移

行
し
て
ゆ
く
。

こ
の
根
本
的
な
意
義
へ

の
問

い
の
中
で

、
単
に
事
実
的
な
も

の
、
制
作
可

能
な
も

の
、
あ

る
い
は
機

能
的

に
す
ぎ

な
い
も

の
の
次
元

は
、

無
制

約
的
に
超
え
ら
れ
、
単
な

る
部
分

的
な
契
機
と
し
て
根

本
的
な
意
義
へ

の
問

い
の
中
へ
揚
棄
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
行
為

に
よ

っ

て

前
提
さ
れ
、
避
け

ら
れ
な
い
自
己

の
意
義
に
つ
い
て
の
問
い
こ
そ
人
間

を
、

単
な
る
事
実
性
、
機
能
性
、
客
観
化
可

能
性
、
ま
た
恣
意
か
ら
救
い
出
す

の

で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
意
義
そ
の
も
の
は
、
恣
意
的

に
定
立
せ
ら
れ
え

な
い

の
だ
か
ら
、
同
様
に
、
意
義
の
自
由
な
実
現
も
、
外
部
か
ら
他
者
に
よ
っ
て

遂
行
せ
ら
れ
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
代
替
不
可

能
で

無
制
約

的
な
、
つ
ま
り
無
制
約
的
善
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
個

々
の
人
間
の
自
己
自
身

に
お
け
る
有
意
義
性
は
、
初
め
て
人
間
存
在
に
具
わ
る
諸
々
の
次
元
に
―

そ
の
科
学
・
技
術
的
能
力
に
も
―
そ
の
課
題
と
有
意
義
な
人
間
存
在
に
対

す

る
可
能

な
貢
献
と
し
て
の
意
味
を
付
与
す
る
。

(
3
)
　
救
済
の
探
求

人
間

の
理
解

は
本
来
、
現
実
と
意
義
と
を
無
制
約
的
な
決
断
性
を
も
っ
て

肯

定
し
よ

う
と
す

る
の
だ

か
ら
、
理
性
は
無
制
約
的
な
肯
定

に
値
し
、
ま
た

そ
の
肯

定
を
担

う
こ
と
の
で
き
る

か
の
現
実
と
か
の
意
義
、
つ
ま
り
、
無
制

約
的
な
現

実
と

無
制
約
的

な
意
義
と
を
探
求
す
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て

、
理
性

は
宗
教
的
な
領
域
へ
突
き
進
む
。
人
間

の
自
己
実
現
に
対

す

る
問

い
は
、

無
制
約
的
な
意
義
と
、
偶
然
的
で
な
い
存
在
、
つ
ま
り
超
越

に
向
か
う
こ
と

に
よ

っ
て
、
厳
密

に
宗
教
的
な
救
い
へ
の
問

い
と
い
う
意
味

を
獲
得
す

る
。
と

い
う
の

は
、
無
制
約
者
に
直
面
し
て
人
間
の
努
力
が
極
度

ま
で
要
求

さ
れ
、
同
時

に
人
間

は
そ
の
限
界
を
感
じ
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で

あ
る
。

つ
ま
り

、
無
制
約
的
、
ゆ
え
に
無
限
な
意
義
を
相
応

に
実
現
す
る
こ

と
、
な
い
し
能
動

的
に
無
制
約
者

に
対
応
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
自
然
な
能

力

を
凌
駕
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
人
間

は
自
発
性
の
能
動

的
力
を
よ
り
深

い

受

容
性
へ
と
展
開
す
る
こ

と
に
よ

っ
て

の
み
、
無
制
約
者
に
関
与
す

る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
人
間

は
、
無
制
約
的
な
意
義
と
存
在

に
向

か
っ

て
、
隠
し
だ
て

の
な
い
拝
受

、
聞
き
知

る
傾
聴
、
自
己
自
身
を
相
対
化
す

る

謙
遜
、
祈
り
と
恭
順

、
期
待
に
満
ち
た
希
望

の
よ
う
な
態
度
へ
と
歩
み
入

る
。

人
間
が
、
自
身
の
根
源
的
な
精
神
状
態

に
対
し
て
注
意
深
い
誠
実

さ
を
持

つ
な
ら
、
自
身
の
恒
常
的
状
況

が
苦
悩

、
罪
責
、
死
に
よ

っ
て

特
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
人
生
の
限
界

を
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
に
も



か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
し
て
の
自
身
の
尊
厳
と
責
務
を
放
棄
し
な

い
場
合
、

宗
教
的
な
諸
態
度
は
、
狭
義

に
お
け
る
救
済
の
探
求
へ
と
深
ま
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
人
間
は
、
こ
の
限
界

か
ら
自
身
を
解
放
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
質

的
に
―
個
人
的
な
弱
さ
の
ゆ
え
で
は
な
く
―
無
制
約
者
に
よ
る
救
い
の

手
助
け
を
必
要
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。
超
越
が
手
助
け
す
る
と

い
う
前
提
に

よ

っ
て
、
あ
る

い
は
そ
の
よ
う
な
助
力
に
信
頼
を
抱
く
こ
と

に
よ

っ
て
の
み
、

人
間
は
絶
望
の
う
ち

に
破
滅
す
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
限
界
を
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で

き
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
救
済
に
対
す
る
待
望

か
ら
よ
り
明

確
な
自
己
超
越
の
可
能
性
、
つ
ま
り
憐
れ
み
深

い
善
良
な
も

の
と
し
て
認

め

ら
れ
る
無
制
約
者
へ
向
か
う
可
能
性
が
人
間
に
開
け
て
く
る
。
そ

の
と
き
、

無
制
約
者
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
完
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
自
己
自
身
を
よ

り
深
く
把
握
し
実
現
す
る
可
能
性
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て

い
る
。

救
済
へ
の
問

い
は
、
単

な
る
科
学
技
術
的
思
考
方
法
だ
け

に
は
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
、
人
間
存
在

の
本
質

的
な
可
能
性
へ
と
入

る
道
を
指
示
す

る
。
人
間

存
在
の
完
成
や
救
済

へ
の
問

い
の
優
位
の
下

に
、
意
義

の
理
解
は
上

位
の
認

識
方
法
と
し
て
示
さ
れ

る
。
し

か
し
、
意
義

は
常

に
同
じ
よ

う
に
定
立
可

能

な
事
実
な

い
し
経
験

的
所
与
で

は
な
く
、
要
求
し
え

な
い
賜

物
で

あ
る
。

そ

れ
ゆ
え
に
、
非
必
然
的
な
出
来
事
と
歴
史
の
意
味
、

超
越
関

係
に
お
け

る
対

人
格
的
相
互
関
係
、
観
想
的
思
慮
と
祈
り
、
象
徴
と
伝
統

に
対

し
て

理
解

は

働
く
。
こ
れ

に
と
も

な
っ
て
、
信
頼
と
希
望
、
慈
悲

、
責

任
と
許

し
、
連

帯

性
と
自
己
超
越
の
よ

う
な
人
間

に
ふ
さ
わ
し

い
態
度

は
根

拠
づ
け

ら
れ
る
。

三
　

意

義

肯

定

の
修

得

技
術
的
な
文
明

に
は
、
精
神

的
伝
統
を
断
絶
し
、
価
値
意
識
を
零
落
さ
せ

る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
人
間
的
価
値
の
理
解
と
意
義
の
経
験
を
得
ら
れ
る
方

法
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

近
代
の
人
間
が
、
科
学
技
術
的
合
理
性
の
明
る
み
の
下

で
現
実
を
理
解
す

る
限
り
、
人
間

は
、
人
生
の
根
本
問
題
お
よ
び
宗
教
的
次
元
へ
接
近
す
る
に

あ
た

っ
て
証
明
を
要
求
す
る
こ
と
ま
で

は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
合
理
的
な

洞
察
に
よ
る
反
省
的
な
確
証
を
探
し
求

め
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
科
学
的
合
理

性
と
非
合
理
的
と
思
わ
れ
る
信
仰
の
間

に
あ
る
意
識
の
分
裂
を
克
服
し
て
、

人
生
の
意
義
と
個
人
の
尊
厳
、
自
由
と
責
任
、
人
権
と
倫
理
的
義
務
、
無
制

約
性
と
超
越

の
よ

う
な
信
念
を
、
納
得

の
ゆ
く
よ
う
に
基
礎
づ
け
る
こ
と

は
、

現
代

に
お
い
て

優
先

的
な
課
題
で

あ
る
。
人
間
存
在
の
意
義
の
基
礎
づ
け
と

そ
の
意
義

の
根

拠
の
解
明
は
、
哲
学
的
理
性
を

そ
の
理
論
の
深
み
と
実
践

の

広
が
り

に
お
い
て
刷

新
す
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
。
哲
学
の
教
育
は
、
単
な

る
歴
史

的
知
識
だ
け

を
教
え
る
よ
り
も
、
学
習
者
の
内

に
、
理
論
的
、
実
践

的
、
宗

教
的

な
根
本
問
題
を
自
身
で

洞
察
す

る
能
力
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

そ
れ

に
加
え
て

さ
ら
に
人
間
は
、
無
制
約

的
善
の
よ
う
な
非
対
象
的
な
根

本
現
実

に
向

か
っ
て

自
ら
を
開
く
た
め
に
、
哲

学
的
認
識
を
超
え
て
、
価
値

と
意
義

、
超

越
と
の
関
係

に
対
す
る
経
験
を
含

ん
だ
理
解
を
求
め
る
。
精
神

統
一
と

読
書

、
瞑
想
と
祝
典
の
内
に
は
、
人
間
存
在
の
深

い
次
元
を
教
示
し
、
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呼
び
起
こ
す
力
が
潜
ん
で

い
る
。
良
心
や
言
葉

に
な
ら
な

い
思
慮

の
中
で

、

善
に
よ
っ
て

呼
び
か
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
人
間
は
知

っ
て

お
り
、
宗
教

的

な
言
葉
を
聞

く
こ
と
を
通
じ
て
、
人
間
が
自
ら
の
核
心
を
再
発
見
す

る
こ
と

、

ま
た
信
頼
を
も
っ
て

人
生
を
有
意
義
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
瞑
想
を
通
し
て
真
の
自
己

に
近
づ
き
、
根
源
的
存
在

の
経
験
的

理
解
お
よ
び
超
越
と
の
遭
遇
へ
の
手
引
き
を
与
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
伝
統

的
な
諸
宗
教
は
、
現
代
の
問
題

に
対
し
て

か
け
が
え
の
な

い
寄
与
を

な
す
こ

と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
能
動

的
な
自
己
超
越
は
、
日
常
的
で

ま
た
隠
さ
れ
た
仕
方
で
、

他
者
と
の
信
頼
関

係
の
中
で
、
最
も
深
く
実
現
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

他
者
ほ
ど
具
体
的
で

あ
り
な
が
ら
、
計
り
知
れ
な
い
深
さ
を
持
つ
も
の
は
他

に
な
い
か
ら
で
あ

る
。
献
身
的
な
愛
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
遭
遇
は
、
人
間
同

士

の
対

立
関

係
に
お
け

る
表
面
性
と
硬
化
と
に
打
ち
克
つ
の
で
あ
る

か
ら
、

他
者
に
お
い
て

、
人
間
の
尊
厳
、
意
義
、
貴
重
さ
を
、
直
接
に
経
験
し
う
る
。

真
剣
に
打
ち
込
ま
れ
た
愛
は
、
理
論
的
洞
察
や
瞑
想
的
理
解
に
も
ま
し
て
、

人
間
存
在
の
本
質
の
核
心
を
探
る
。
他
者
―
社
会
の
進
歩
に
よ
っ
て
放
置

さ
れ
た
者
、
病
人
、
障
碍
者
―
に
対
す
る
自
発
的
な
奉
仕
は
、
私
欲
の
な

い
愛
を
呼
び
起
こ
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
奉
仕
は
、
滅
私
的
な
援
助
の
実
行

に
よ

っ
て
、
自
発
的
な
献
身
の
正

し
さ
と
有
意
義
性
を
確
信
さ
せ
る
と
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
お
け
る
無
制
約
的
善
の
現
存
を
意
識
へ
と
も
た
ら

す
こ
と
が
で

き
る
。
人
間
と
し
て
成
熟
で
き
る
た
め
の
そ
の
よ
う
な
奉
仕
の

機
会
、
つ
ま
り
福
祉
的
活
動
の
場
が
現
代
の
状
況

の
下
で

、
人
間
性
を
実
行

す

る
こ

と
を

学

ぶ

た

め

に

必
要

と
さ

れ

る
の

で

、
そ

れ

を

多

様

な

か

た
ち

で

提

供

す

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

一
面

的

な

進

歩

の

た
だ

中

で

人

生

の
目

標

を

見

失

い
が

ち
な

現

代

人

に
対

し

て
、

他

者

関

係

と
自

己

発

展

を

学

ぶ

貴

重

な

可

能

性

が

開

か
れ

る
だ

ろ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
小

島

優

子

訳

）
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哲
学
・
思
想
史
、
上
智
大
学
教
授
」
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