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理
念
の
叙
述

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（1892-1940

）
は
多
面
的
な
様
相
を
み
せ
る
思
想
家

で
あ
る
。
一
九
一
九
年
に
論
文
「
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概

念
」
で
博
士
号
を
取
得
し
た
よ
う
に
、
学
業
を
始
め
た
頃
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
言
語

と
文
学
に
関
す
る
哲
学
に
傾
倒
し
て
い
た
。
し
か
し
突
如
と
し
て
共
和
制
国
家
が
出

現
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
の
現
実
に
直
面
す
る
と
、
急
激
に
法
治
国
家
の
根
源
へ
関
心

を
強
め
て
ゆ
く
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
ブ
ロ
ッ
ホ
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
精
神
』

が
叙
述
表
現
の
先
達
で
あ
り
、
ル
カ
ー
チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
が
批
判
の
基
準

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
政
治
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
論
考
を
書
い

て
い
る
が
、「
暴
力
批
判
論
」
の
み
が
遺
っ
て
い
る①
。
そ
の
よ
う
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
数

年
後
に
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
を
執
筆
す
る
時
に
は
、
再
び
芸
術
哲
学
の
領
域
に

戻
り
、彼
の
学
ん
だ
哲
学
的
環
境
で
は
主
流
で
あ
っ
た
新
カ
ン
ト
派
を
批
判
し
つ
つ
、

現
代
芸
術
の
基
礎
づ
け
と
な
る
芸
術
哲
学
の
原
理
を
追
究
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
、
最
新
の
政
治
思
想
を
吸
収
し
、
い
わ
ば
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
心
意
気

を
ち
ら
つ
か
せ
る
の
だ
が
、
展
開
さ
れ
て
い
る
哲
学
原
理
は
実
に
古
典
的
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
序
論
に
よ
る
と
、
芸
術
哲
学
と
は
芸

術
に
お
け
る
理
念
の
叙
述
で
あ
り
、
芸
術
分
野
に
お
い
て
適
切
に
分
割
さ
れ
た
概
念

と
そ
れ
を
統
一
す
る
原
理
や
形
式
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
理
念
の
叙
述
と

い
っ
て
も
叙
述
さ
れ
る
の
は
諸
々
の
概
念
で
あ
る
。
諸
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
諸
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
現
象
に
つ
い
て
の
認
識
を
示
す
こ
と

に
な
る
。
だ
た
し
諸
概
念
の
統
一
と
し
て
の
な
ん
ら
か
の
理
念
は
、
概
念
や
認
識
に

よ
っ
て
直
接
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
把
握
さ
れ
た
概
念
に
媒
介
さ
れ
て
、
概
念

と
は
い
わ
ば
別
の
次
元
で
発
見

0

0

さ
れ
る
原
理
や
形
式
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

概
念
で
現
象
を
捉
え
る
よ
う
に
、
理
念
が
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
念
は
、

諸
概
念
の
直
接
的
連
関
、
た
と
え
ば
認
識
者
の
理
性
や
悟
性
で
理
解
さ
れ
説
明
さ
れ

る
よ
う
な
因
果
関
係
な
ど
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
理
念
と
は
、
現
象

の
彼
岸
に
「
自
ず
と
現
れ
て
く
る
も
の
（ein

 S
ich

-D
arstellen

des

）」
で
あ
り
、
所

与
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る②
。
そ
の
よ
う
な
真
理
を
哲
学
は
め
ざ
し
て
い
る
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
謎
め
い
て
響
く
が
、
諸
々
の
概
念
や
個
別
の
諸
現
象

か
ら
形
式
や
原
理
を
導
き
、
対
象
を
構
造
や
体
系
に
よ
っ
て
捉
え
直
す
こ
と
は
理
論

構
築
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
特
に
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。
気
に
な
る
の
は
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
持
ち
出
す
こ
と
で
あ
る
。

概
念
に
お
け
る
統
一
と
し
て
、
真
理
は
、
一
切
の
問
い
の
外
に
あ
る
。
概
念
が

悟
性
の
自
発
性
に
由
来
す
る
の
に
対
し
て
、
諸
々
の
理
念
は
、
考
察
に
あ
ら
か

じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
理
念
は
所
与
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

理
念
は
存
在
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
イ
デ
ア
論
が
真
理
概

念
に
対
し
て
も
つ
射
程
で
あ
る
。
存
在
と
し
て
こ
そ
、
真
理
と
理
念
は
プ
ラ
ト

ン
の
体
系
が
強
調
し
て
そ
れ
ら
に
認
め
与
え
て
い
る
、
あ
の
最
高
の
形
而
上
学
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的
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。③

右
の
引
用
文
に
お
け
る
「
概
念
が
悟
性
の
自
発
性
に
由
来
す
る
」
は
、
カ
ン
ト
哲

学
に
基
づ
く
概
念
の
定
義
で
あ
る④
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
カ
ン
ト
哲
学
お
よ
び
学
生
時
代

に
学
ん
だ
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
を
超
え
出
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
し
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

地
動
説
が
確
た
る
地
位
を
得
て
、
思
想
の
世
俗
化
が
久
し
く
進
み
続
け
て
い
る
時
代

に
あ
っ
て
、
し
か
も
唯
物
論
的
思
考
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
、
プ
ラ
ト

ン
主
義
は
な
ん
と
も
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
と
い
う
の
も
理
念
と
概
念
を
、

あ
る
事
物
の
構
造
や
原
理
と
そ
の
具
体
的
な
各
構
成
要
素
の
よ
う
に
、
異
な
る
観
点

で
捉
え
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
イ
デ
ア
界
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
は
理
念
の
叙
述
が
哲
学
の
根
源
的
な

課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
最
高
の
形
而
上
学
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
プ
ラ
ト
ン
的
教

理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
の
教
理
で
は
、
現
実
世

界
の
諸
現
象
で
は
な
く
イ
デ
ア
こ
そ
が
実
在
で
あ
り
、
諸
現
象
は
仮
象
で
あ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
唯
物
論
的
思
考
と
プ
ラ
ト
ン
の
教
理
は
相
容
れ
な
い
は
ず
だ
が
、
い
っ

た
い
両
者
の
あ
い
だ
は
ど
の
よ
う
に
調
停
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
現
代
の
芸
術
哲
学
の
基
礎
に
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
持
ち
出
し
た
の
か
。
こ
の
よ

う
な
「
謎
」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
プ
ラ
ト
ン
を
名
指
し
つ
つ
概
念
の
機
能
を
説
明
す

る
と
き
、
さ
ら
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
。

も
ろ
も
ろ
の
現
象
は
、
し
か
し
、
仮
象
が
混
じ
り
込
ん
で
い
る
粗
雑
で
経
験
的

な
状
態
の
ま
ま
丸
ご
と
理
念
界
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
諸
構
成
要

素
に
分
解
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
み
、
救
出
さ
れ
て
、
理
念
界
に
参
入
す
る
。
諸

現
象
は
、
そ
の
偽
り
の
統
一
を
放
棄
し
、
分
割
さ
れ
て
、
真
理
の
真
正
な
る
統

一
に
参
与
す
る
の
だ
。
こ
の
分
割
に
お
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
現
象
は
、
諸
概
念

の
支
配
下
に
あ
る
。
元
々
の
事
物
を
解
体
し
て
構
成
要
素
に
分
け
る
も
の
が
、

概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
概
念
に
お
け
る
弁
別
が
、
い
た
ず
ら
に
破
壊
的
な
こ

う
る
さ
い
区
分
け
で
は
な
い
か
と
の
一
切
の
嫌
疑
を
超
越
し
う
る
の
は
、た
だ
、

こ
の
弁
別
が
現
象
を
救
い
出
し
て
諸
理
念
の
う
ち
に
守
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち

プ
ラ
ト
ン
の
言
う
「
現
象
の
救
出
（τά φαινόμενα σώζειν

）」
を
、
め
ざ
す
場
合

だ
け
で
あ
る
。
概
念
は
、
そ
の
媒
介
者
的
役
割
に
よ
っ
て
、
現
象
を
理
念
の
存

在
に
参
与
さ
せ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
媒
介
者
的
役
割
こ
そ
が
、
概
念
を
、

理
念
の
叙
述
と
い
う
、
哲
学
の
い
ま
ひ
と
つ
の
同
じ
く
根
源
的
な
課
題
を
果
た

す
の
に
、
有
用
な
ら
し
め
る
の
だ
。⑤

現
象
が
諸
々
の
構
成
要
素
に
分
解
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
の
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
れ
ば
、新
た
な
原
理
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
手
続
き
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
理
論
構
築
と
し
て
不
思
議
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
現
象
の
分
析

0

0

に
つ
い
て
、
現
象
の
構
成
要
素
を
い
わ
ば
既
存
の
関
係
か
ら
解0

体
す
る

0

0

0

こ
と
で
あ
る
、
と
言
い
表
す
こ
と
に
も
違
和
感
は
な
い
。
こ
の
解
体
を
解
放

と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
分
か
た
れ
た
構
成
要
素
に
基
づ
き
、

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
、
あ
る
い
は
真
な
る
原
理
や
形
式
の
発
見
な
い
し
構
築
は
可

能
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
新
た
な
原
理
や
形
式
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
理
念
が
、
直

接
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
真
実
在
」
や
「
イ
デ
ア
」
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
近
似
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
原
理
や
形
式
は
、
理
念
の
比
喩
や
記
号
の
よ
う
な
代
替
物

と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
象
に
対
す
る
分
析
と
統
合
を
行
い
、
原
理
を
通
じ
て

理
念
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
の
「
現

象
の
救
出
（τά φαινόμενα σώζειν

）」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
現
象

を
救
出
す
る
」
と
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

ド
イ
ツ
語
テ
ク
ス
ト
で
は
こ
の
箇
所
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
数
行

前
に
あ
る
「
救
出
さ
れ
て
」
と
い
う
言
葉
は
ド
イ
ツ
語
で
は
動
詞retten
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ど
か
ら
）
救
出
す
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
のτά φαινόμενα 

σώζειν
の
不
定
法
の
動
詞σώζειν

を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
救
出
」
と
理
解
し
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
仮
象
で
あ

る
現
象
を
救
い
出
そ
う

0

0

0

0

0

と
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
の
教
理
で
は
、
現
象
界
に
お
い
て
人
間
が
自
ら
の
魂
を
善
く
す
る
努
力

が
実
り
、
イ
デ
ア
界
へ
魂
が
戻
っ
た
と
き
、
実
在
す
る
イ
デ
ア
を
観
照
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
魂
は
救
わ
れ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い⑥
。
つ
ま
り

救
出
さ
れ
る
べ
き
は
、
仮
象
の
現
象
を
誤
っ
て
真
実
だ
と
信
じ
て
い
る
人
間
の
魂
で

あ
っ
て
、
現
象
界
の
現
象
そ
の
も
の
が
救
い
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

椅
子
で
も
犬
で
も
、
現
象
界
の
事
物
は
イ
デ
ア
界
で
は
イ
デ
ア
と
し
て
す
で
に
実
在

し
、現
象
界
の
各
事
物
は
各
々
の
イ
デ
ア
を
「
分
有
」
し
て
い
る
。「
分
有
」
と
い
う

の
は
、
完
全
な
イ
デ
ア
の
う
ち
で
ど
こ
か
が
欠
け
て
い
る
よ
う
な
、
不
完
全
な
状
態

が
現
象
界
の
事
物
と
し
て
現
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る⑦
。
こ
の
「
分
有
」
さ

れ
た
イ
デ
ア
が
刺
激
と
な
っ
て
、
人
間
は
か
つ
て
イ
デ
ア
界
に
い
た
と
き
の
記
憶
を

完
全
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
想
起
す
る
。イ
デ
ア
が
想
起
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

完
全
な
イ
デ
ア
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
認
識
対
象
の
概
念
が
獲
得
さ
れ
、
人
間
の

認
識
は
機
能
す
る
。
た
だ
し
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
い
く
ら
イ
デ
ア
が
「
分
有
」

さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、イ
デ
ア
界
と
現
象
界
は
截
然
と
異
な
る
二
つ
の
世
界
で
あ
り
、

不
完
全
な
仮
象
の
現
象
が
完
全
な
実
在
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
人
間
の
魂
は

死
後
に
イ
デ
ア
界
へ
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
肉
体
を
は
じ
め
と
す
る
個
別
の
事
物

は
現
象
界
に
と
ど
ま
る
か
消
滅
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
象
が
イ
デ
ア
界
へ
救
出
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
で
は
い
っ
た
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う「
プ
ラ
ト
ン
の
言
う『
現

象
の
救
出
』」と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

続
け
て
い
る
。

〔
概
念
の
こ
の
働
き
の
な
か
で
、〕
理
念
に
よ
る
現
象
の
救
出
が
遂
行
さ
れ
る
と

同
時
に
、
経
験
を
手
段
と
す
る
理
念
の
叙
述
が
遂
行
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
理

念
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
で
は
な
く
、
た
だ
た
だ
、
事
物
的
な
諸
構
成
要
素

を
概
念
に
よ
り
分
類
し
つ
つ
関
連
づ
け
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
、現
れ
出
る〔
み

ず
か
ら
を
叙
述
す
る
〕
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
理
念
が
そ
の
よ
う
に
現
れ
出
る

の
は
、そ
れ
ら
の
事
物
的
な
構
成
要
素
の
星
座
（K

on
figu

ration

）
と
し
て
、で

あ
る
。

　

あ
る
ひ
と
つ
の
理
念
の
叙
述
に
仕
え
る
概
念
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
理
念
を
、

事
物
的
な
諸
構
成
要
素
の
星
座
と
し
て
現
前
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
ろ
も

ろ
の
現
象
は
理
念
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
に
同
化
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
象
は
理
念
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
理
念
そ
れ
ぞ
れ
は
、
諸

現
象
の
客
観
的
な
潜
在
的
配
置
で
あ
り
、
諸
現
象
の
客
観
的
な
解
釈
な
の
だ
。⑧

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
「
現
象
の
救
出
」
と
は
、
諸
概
念
を
叙
述
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
理
念
が
現
れ
出
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
理
念
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
星
座
に
喩
え
る
。
す
な
わ
ち
星
々
の
配
置
か
ら
星
座

―
星
座
は
星
自
体
と
は
無

関
係
で
あ
る

―
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
諸
概
念
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
星
に
見
立

て
、
諸
概
念
の
関
係
の
配
置
か
ら
星
座
の
よ
う
に
理
念
が
見
い
だ
さ
れ
る
、
と
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
考
え
て
い
る
。
概
念
と
理
念
の
関
係
は
、
星
と
星
座
の
関
係
に
対
比
さ
せ

ら
れ
て
い
る
の
だ
。

確
か
に
夜
空
に
輝
く
星
は
、
私
た
ち
の
目
で
知
覚
さ
れ
る
事
物
で
あ
り
、
物
質
的

な
現
実
世
界
に
属
す
る
現
象
で
あ
る
。
一
方
、
星
座
は
現
実
の
現
象
と
は
必
ず
し
も

言
い
切
れ
な
い
。
お
お
ぐ
ま
座
を
構
成
す
る
星
々
は
「
お
お
ぐ
ま
座
」
と
ギ
リ
シ
ア

神
話
で
は
見
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
そ
の
一
部
が
「
北
斗
七
星
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
よ
う
に
、
星
座
は
人
間
の
「
想
像
」
の
産
物
で
あ
り
、「
想
像
」
す
る
人
間

の
観
点
に
よ
っ
て
異
な
る
見
え
方
が
可
能
で
あ
る
。
星
座
は
物
理
的
客
観
で
は
な
く

人
間
の
主
観
的
観
念
か
ら
最
初
は
構
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
観
念
が
神
話
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や
物
語
、
技
術
や
知
恵
、
倫
理
や
慣
習
と
な
っ
て
複
数
の
人
間
や
共
同
体
に
共
通
す

る
「
客
観
的
な
も
の
」
に
な
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
信
憑
性
や
蓋
然
性
を
纏
い
つ
つ
、

徐
々
に
普
遍
的
な
も
の
へ
近
づ
い
て
ゆ
く
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
観
念
の
次
元

は
、
星
を
は
じ
め
と
す
る
知
覚
さ
れ
る
事
物
の
次
元
と
は
異
な
る
。
叙
述
は
「
経
験

を
手
段
と
す
る
」、
つ
ま
り
概
念
を
扱
う
ゆ
え
に
現
実
だ
が
、
星
座
の
よ
う
に
読
み
取

ら
れ
る
理
念
、
統
一
的
な
存
在
と
し
て
現
れ
て
く
る
理
念
は
、
現
実
の
事
物
に
制
限

さ
れ
な
い
「
普
遍
的
な
」
観
念
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
理
念
を
「
解
釈
」
と

呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
経
験
的
事
物
に
対
し
て
一
線
を
画
し
て
い
る
「
解
釈
」
は
、
そ

の
普
遍
性
ゆ
え
に
「
客
観
的
」
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
星
座
に
喩
え
ら
れ
る
理
念

は
「
諸
現
象
の
客
観
的
な
解
釈
」
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
肝
要
な
の
は
、
理
念
と
概

念
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
界
と
現
象
界
の
よ
う
に
異
な
る
次
元
に
属
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

つ
ま
り
プ
ラ
ト
ン
的
二
世
界
説
の
構
造
が
、
い
わ
ゆ
る
此
岸
と
彼
岸
で
は
な
く
、

内
在
的
超
越
と
し
て
此
岸
に
お
け
る
人
間
の
精
神
の
機
能
、
認
識
の
二
重
構
造
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
哲
学
の
課
題
と
し
て
の「
理

念
の
叙
述
」
に
は
、
そ
れ
自
体
は
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
プ
ラ

ト
ン
的
起
源
が
あ
る
。
確
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
魂
が
現
象
界
と
イ
デ
ア
界

を
往
来
す
る
と
い
う
確
か
め
よ
う
の
な
い
教
え
が
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に⑨
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
言
う
と
こ
ろ
の
理
念
や
真
理
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
人
間
は
理
性
を
用
い
る

し
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
理
性
に
よ
る
認
識
や
理
論
構
築
は
、
真
理
に
よ
り
近
づ
く

だ
け
で
あ
っ
て
到
達
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
概
念
と
理
念
は
架
橋
で
き
な
い
の

で
、
真
理
の
領
域
に
あ
る
理
念
は
、
ひ
と
つ
の
「
解
釈
」
と
し
て
理
解
す
る
し
か
人

間
に
は
な
す
術
が
な
い
。
だ
が
、
こ
の
「
解
釈
」
と
し
て
人
間
に
は
芸
術
が
あ
り
、

そ
の
原
理
が
概
念
と
理
念
の
あ
い
だ
を
取
り
持
つ
記
号
や
シ
ン
ボ
ル
、
な
ん
ら
か
の

代
替
を
用
い
る
操
作
性
な
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
私
の
予
測
で
あ
る
。
こ
れ
も
プ

ラ
ト
ン
的
な
幾
何
学
の
思
考
が
源
泉
に
な
る
。『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』の
冒
頭
で
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
「
幾
何
学
的
方
法
」
を
論
難
し
て
い
る
が
、
こ
の
批
判
が
当
時
の
近
代

哲
学
や
新
カ
ン
ト
派
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
数
学
の
哲
学
的
意
味
が
否
定

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

少
々
勇
み
足
を
し
た
。
ま
だ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
い
分
で
あ
る
「
現
象
の
救
出
」
を

救
い
出
す
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
救
出
さ
れ
る
対
象
が
な
ぜ
「
現

象
」
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
に
は
天
文
学
に

お
け
る
科
学
的
思
考
の
確
立
プ
ロ
セ
ス
が
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

概
念
と
理
念
が
星
と
星
座
に
喩
え
ら
れ
た
の
は
、
彼
の
個
人
的
な
思
い
つ
き
で
も
偶

然
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
必
然
性
が
あ
る
。「
現
象
の
救
出
」が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
認
識

批
判
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
夜
空
の
話
か
ら
始

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

σώ
ζειν τά φαινόμενα

先
の
引
用
で
示
し
た
よ
う
に
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
序
論
で
は
「
現
象
の
救

出
」
と
い
う
表
現
が
プ
ラ
ト
ン
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
に
、
ギ
リ
シ
ア

語
で
表
記
さ
れ
て
い
る⑩
。
も
ち
ろ
ん
先
に
述
べ
た
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
は
「
現
象
を
救

出
す
る
」と
は
言
っ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
プ
ラ
ト
ン
と
無
関
係
で
は
な
い
。σώζειν 

τά φαινόμενα

と
い
う
表
現
は
、
現
存
す
る
文
字
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
六
世
紀
の

ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
キ
リ
キ
ア
の
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
が
書
い
た
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
天
体
論
註
解
』⑪ 

に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
『
天
体
論
』
の
第
二
巻
第
十
二
章
に
お
け
る
星
の
運
行
と
天
球
の
関
係
に
関

す
る
註
釈
の
な
か
で
、プ
ラ
ト
ン
が
幾
何
学
者
た
ち
に
投
げ
か
け
た
問
い
に
対
し
て
、

ク
ニ
ド
ス
の
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
が
仮
説
を
立
て
て
問
題
解
決
を
試
み
た
こ
と
を⑫
、
紀
元

前
一
世
紀
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
天
文
学
者
ソ
シ
ゲ
ネ
ス
が
伝
え
て
い
る
と
記
し

て
い
る⑬
。
そ
れ
ゆ
え
改
め
て
こ
こ
で
新
た
な
仮
説
を
立
て
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
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が
、
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
主
旨
で
あ
る
。
そ
の
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
言
葉
で
示
さ
れ

た
プ
ラ
ト
ン
の
問
題
お
よ
び
註
釈
に
は
、確
か
にσώζειν τά φαινόμενα

が
現
れ
る
。

伝
え
ら
れ
て
い
る
プ
ラ
ト
ン
の
問
い
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

そ
し
て
私
﹇
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
﹈
が
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
躊

躇
う
こ
と
な
く
天
体
の
運
行
の
説
明
に
円
運
動
、
斉
一
性
、
秩
序
を
持
ち
出
し
、

幾
何
学
者
た
ち
に
次
の
問
題
を
課
す
。
す
な
わ
ち
、
斉
一
と
円
運
動
と
秩
序
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
と
、惑
星
を
含
ん
だ
現
象
の
維
持
（σώζειν 

τά φαινόμενα

）
が
可
能
と
な
る
の
か
。⑭

プ
ラ
ト
ン
が
求
め
る
仮
説
、
そ
の
幾
何
学
的
な
天
体
モ
デ
ル
は
「
惑
星
を
含
ん
だ

現
象
」が
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
惑
星
を
示
す
ギ
リ
シ
ア
語πλανήτης

は
、

動
詞
「πλανάω

（
惑
わ
す
）」
の
中
動
態
「πλανάομαι
（
彷
徨
う
）」
か
ら
派
生
し
た

「
彷
徨
う
者
」
の
意
味
で
あ
る⑮
。
周
知
の
よ
う
に
、夜
空
の
星
の
ほ
と
ん
ど
が
日
々
少

し
ず
つ
だ
が
地
球
か
ら
見
え
る
位
置
を
変
え
て
ゆ
き
、
季
節
が
廻
る
と
同
じ
位
置
に

戻
っ
て
く
る
な
か
で
、
火
星
や
金
星
は
、
惑
い
、
彷
徨
う
人
の
よ
う
に
、
順
行
と
逆

行
を
繰
り
返
す
複
雑
な
動
き
を
み
せ
る
。
こ
の
不
規
則
な
惑
星
の
動
き
は

―
そ
れ

が
解
明
さ
れ
る
に
は
近
世
の
天
文
学
者
ケ
プ
ラ
ー
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が

―
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
天
空
が
ど
ん
な
に
美
し
く
見
え
て
も
そ
れ
は
仮
象
で

あ
り
、
真
理
を
私
た
ち
が
見
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
真
理
に
は

人
間
の
感
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
秩
序
や
原
理
が
あ
る
。
惑
星
の
動
き
が
不
斉
一
に

人
間
に
見
え
る
の
は
、
人
間
の
理
性
が
そ
の
よ
う
な
天
空
の
真
実
な
姿
、
真
理
に
到

達
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
到
達
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
が
学
問

と
し
て
す
べ
き
こ
と
は
、
観
察
記
録
と
い
う
経
験
的
事
実
を
集
積
し
て
天
空
を
理
解

す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
天
体
の
運
行
モ
デ
ル

―
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
に
円
運

動
や
斉
一
性
を
求
め
た
が

―
を
理
性
的
に
考
察
し
て
発
見
し
、
そ
れ
が
実
際
の
現

象
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
べ
き
だ
と
プ
ラ
ト
ン
は
考
え
て
い
る
。
プ
ラ
ト

ン
は
『
国
家
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
。

「
す
な
わ
ち
、
天
空
に
あ
る
あ
の
多
彩
な
模
様
〔
星
〕
は
、
そ
れ
が
目
に
見
え
る

領
域
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
飾
り
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
目
に
見
え
る

も
の
の
う
ち
で
は
た
し
か
に
最
も
美
し
く
、
最
も
正
確
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
真
実
の
そ
れ
と
く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
は
る
か
に
及
ば
な
い
も
の
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
真
実
の
そ
れ
と
は
す
な
わ
ち
、
真
に
実

在
す
る
速
さ
と
遅
さ
が
、
真
実
の
数
と
す
べ
て
の
真
実
の
形
の
う
ち
に
相
互
の

関
係
に
お
い
て
運
行
し
、
ま
た
そ
の
運
行
の
う
ち
に
内
在
す
る
も
の
を
運
ぶ
と

こ
ろ
の
、
そ
の
運
動
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
こ
そ
は
、
た
だ
理
性
（
ロ
ゴ

ス
）
と
思
考
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
視
覚
に
よ
っ
て
は
と
ら

え
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
。」⑯

そ
れ
ゆ
え
、
さ
ら
に
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
、
天
空

の
星
の
運
行
に
つ
い
て
「

―
物
体

0

0

を
具
え
た
目
に
見
え
る
存
在

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず

―
つ
ね
に
斉
一
な
あ
り
方
を
保
っ
て
進
行
し
つ
づ
け
、
け
っ
し
て
い
さ
さ

か
も
逸
脱
す
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
る
人
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
真
理
を
あ
ら

ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
そ
こ
に
求
め
よ
う
と
す
る
人
」
が
い
れ
ば
、
そ
れ
は
奇
妙
な

考
え
の
人
と
い
え
る⑰
。
な
ぜ
な
ら
目
に
見
え
る
現
象
を
ま
る
で
真
実
在
の
イ
デ
ア
で

あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
し
、
秩
序
か
ら
逸
脱
し
な
い
と
考
え
る
の
は
間
違
い
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
真
の
天
文
学
者
は
「
夜
が
昼
に
対
し
て
、
昼
夜
が
月
に

対
し
て
、
月
が
年
に
対
し
て
、
そ
し
て
そ
の
他
の
星
々
が
こ
れ
ら
に
対
し
て
ま
た
相

互
に
対
し
て
、い
か
な
る
正
確
な
数
的
割
合
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
」
は
、

幾
何
学
に
通
じ
た
人
と
同
様
に
、「
目
に
見
え
る
存
在
」
そ
の
も
の
の
な
か
に
直
接
あ

る
と
考
え
て
調
べ
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
性
（
ロ
ゴ
ス
）
で
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
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ゆ
え
あ
る
べ
き
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
現
象
で
検
証
す
る
。
仮
説
が
現
象
に
合
致
す

れ
ば
、
現
象
は
真
実
在
に
比
し
て
不
完
全
な
状
態
で
は
あ
る
が
、
知
覚
さ
れ
た
姿
の

ま
ま
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、知
覚
さ
れ
た
現
象
が
単
に
仮
象
と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

知
覚
さ
れ
た
現
象
の
姿
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
こ
と
が
、σώζειν τά φαινόμενα

で

あ
る
。
つ
ま
りσώζειν τά φαινόμενα

は
、
現
象
を
現
象
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
で

あ
り
、
仮
説
が
現
象
と
齟
齬
を
来
た
さ
な
い
と
い
う
、
仮
説
を
立
て
る
時
の
条
件
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
と
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
が
伝
え
る
プ
ラ
ト
ン

の
課
題
か
ら
は
理
解
で
き
る
。
で
は
な
ぜ
、
動
詞σώ

ζω

の
不
定
法
で
あ
るσώ

ζειν

を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
はzu

 retten

と
理
解
し
、「
現
象
の
救
出
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
ら

し
か
ら
ぬ
内
容
を
プ
ラ
ト
ン
由
来
と
み
な
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
辞
書
（L

S
J

）⑱

に
よ
る
と
、σώ

ζω

は
事
物
に
対
し
て
使
わ
れ
る

場
合
は
お
お
よ
そ
英
語
のpreserve

の
意
味
で
あ
り
、人
に
対
し
て
使
わ
れ
る
と
き

は
お
お
よ
そ
英
語
のsave

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
だ
と
思
わ
れ
る
が
、シ
ン
プ
リ
キ
オ

ス
の『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
天
体
論
註
解
』の
英
語
訳
で
はσώζειν
の
訳
にto preseve

が
使
わ
れ
て
い
る⑲
。
先
の
引
用
も
私
が
意
図
的
に
英
語
訳
か
ら
日
本
語
に
訳
し
て
い

る
。
し
か
し
も
し
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
にσώζειν τά φαινόμενα

のσώζω
を「
救
出

す
る
」、
す
な
わ
ちsave

の
意
味
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、σώζω

の
対
象
は
人
間

や
人
間
の
魂
と
少
な
く
と
も
同
等
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
天
体
論
註
解
』
に
お
い
てτά φαινόμενα

に
あ
た
る
具
体
的
な
事
物
は
も
ち
ろ
ん

天
体
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
天
は
球
形
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、σώζω

の
対
象
は
そ
の
よ
う
な
天
球
と
そ
の
う
え
を
転
が
っ
て
ゆ
く
星
々
を
想
定
す
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
天
体
は
宇
宙
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
天
体
論
は
プ
ラ
ト
ン
の
宇
宙
論
を
前
提
に
し

て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
宇
宙
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、「
こ

の
宇
宙
は
、
神
の
先
々
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
真
実
、
魂
を
備
え
理
性
を
備
え
た
生

き
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」⑳ 

と
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
部
分
を
初
め
と
す
る
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
の
宇
宙
論
は
、
四
世
紀
頃
の
カ
リ
キ

デ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
伝
え
ら
れ

た
。
カ
リ
キ
デ
ィ
ウ
ス
自
身
は
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、

ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
な
思
想
の
持
ち
主
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る㉑
。
さ
ら
に
彼
の
註
解

書
に
よ
っ
て
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
だ
け
で
は
な
い
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
世
界
が
、

キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
共
有
さ
れ
続
け
た
。
カ
リ
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
書
物
を
通
じ
て
キ
リ

ス
ト
教
世
界
で
は
、
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
の
教
理
を
理
解
す
る
時
に
は
、
宇
宙
は

人
間
と
同
様
に
理
性
を
備
え
た
魂
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
宇
宙
自
体
が
理
性
に
満
ち
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
天
空
の
現
象
は
人
間
の
魂
の
よ

う
に
救
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、σώζειν τά φαινόμενα

は
「
現
象
の
維

持
」で
は
な
く「
現
象
の
救
出
」と
理
解
さ
れ
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
。
カ
リ
キ
デ
ィ

ウ
ス
は
註
解
書
の
第
六
章
「
天
に
つ
い
て
」
で
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

天
は
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
理
解
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が

ウ
ー
ラ
ノ
ス
と
呼
ん
で
い
る
宇
宙
の
表
面
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も

オ
ラ
ノ
ス
の
よ
う
に
、
言
わ
ば
そ
れ
を
越
え
て
伸
ば
す
こ
と
の
で
き
な
い
わ
れ

わ
れ
の
視
力
の
限
界
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
恒
星
天
球
と
呼
ば
れ
る
球
の
こ
と

で
あ
る
。そ
れ
は
本
来
は
月
の
球
よ
り
上
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
こ
と
だ
が
、

通
常
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
上
に
あ
る
も
の
す
べ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
領
域
で

雲
が
生
じ
、そ
れ
よ
り
い
く
ら
か
上
が
星
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

雨
が
天
か
ら
降
る
と
か
、
彗
星
と
よ
ば
れ
る
星
が
天
に
現
れ
る
と
か
、
そ
の
他
、

月
の
球
の
下
に
現
れ
る
も
の
も
、天
に
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
言
う
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
天
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
宇
宙
全
体
を
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　

九
九　

そ
れ
ゆ
え
彼
﹇
プ
ラ
ト
ン
﹈
は
、
宇
宙
の
魂
は
「
中
心
か
ら
宇
宙
の

身
体
の
端
ま
で
」
広
げ
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
も
う
一
方
の
端
ま
で
「
身
体
の
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球
全
体
の
周
り
に
広
ま
り
、
そ
の
全
周
囲
を
覆
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
宇
宙
は
最
も
端
の
部
分
に
至
る
ま
で
、
宇
宙
の
生
命
を
維
持
す
る

も
の
に
よ
っ
て
織
り
込
ま
れ
取
り
囲
ま
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。㉒　

古
代
よ
り
天
体
は
、
現
象
界
で
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
な
か
で
も
特
別
な
現
象
で

あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
い
ま
で
は
天
体
は
地
上
の
自
然
物
と
同
じ
自
然
物
で

あ
る
が
、
古
代
や
中
世
の
世
界
で
は
現
実
世
界
あ
る
い
は
世
俗
と
は
異
な
る
イ
デ
ア

界
や
神
的
存
在
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
天
上
と
地
上
は
次
元
の
異
な
る
世

界
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
異
質
性
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
確

か
に
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
体
の
運
行
が
円
運
動
で
あ
る
こ
と

に
プ
ラ
ト
ン
は
疑
念
を
抱
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
円
や
球
が
も
っ
と
も
単
純
な
完
全

性
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
星
々
が
球
体
で
あ
る

と
い
う
観
察
結
果
と
合
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
円
運
動
と
い
う
プ
ラ
ト
ン

の
教
え
に
従
い
つ
つ
、
プ
ラ
ト
ン
の
課
題
に
答
え
る
た
め
に
、
幾
何
学
者
で
あ
り
天

文
学
者
で
も
あ
る
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
は
天
体
を
計
算
し
、
優
れ
た
モ
デ
ル
を
考
案
し
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。「
太
陽
、
月
、
惑
星
の
複
雑
な
見
か
け
上
の
通
り
道
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
場
合
に
、
あ
る
特
定
の
数
の
同
心
天
球
の
単
純
な
円
運
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
」、「
地
球
は
す
べ
て
の
天
球
の
共
通
の
中
心
に
静
止
し
て
い
る
が
、
天
球
の
軸
は

お
互
い
に
傾
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
天
球
の
運
動
は
均
一
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
た
速
さ
で
回
っ
て
い
る
」㉓ 

と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
の
モ
デ

ル
に
し
た
が
っ
て
惑
星
の
周
期
を
概
算
し
た
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
が
示
し
た
数
値
は
、

現
代
の
測
定
値
に
十
分
近
似
し
て
い
る
よ
う
だ㉔
。

こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
現
象
の
救
出
」
と
は
言
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
プ

ラ
ト
ン
の
後
継
者
や
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
と
り
わ
け
天
文
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
課
題
の
解
決
が
天
空
の
現
象
を
救
出
す
る
彼
ら
の
使
命
と
し
て
引

き
継
が
れ
て
ゆ
く㉕
。
そ
れ
は
ガ
リ
レ
オ
ま
で
続
い
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
よ
り
ほ
ぼ
一
世

代
年
長
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
近
世
科
学
史
に
お

け
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
系
譜
を
精
緻
に
読
み
解
い
て
い
る
が
、
そ
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

に
よ
れ
ば
、
ケ
プ
ラ
ー
は
「
情
熱
的
で
熱
心
な
計
算
家
」
で
あ
り
、
哲
学
的
な
思
弁

家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
数
学
的
な
計
算
は
ケ
プ
ラ
ー
の
哲
学
的
志
向
、
す
な
わ
ち

「
天
文
学
の
成
果
で
あ
る
構
造
の
規
則
性
と
運
動
の
美
し
さ
」の
哲
学
的
追
究
の
た
め

の
出
発
点
に
す
ぎ
な
か
っ
た㉖
。
た
だ
し
ケ
プ
ラ
ー
は
天
体
の
回
転
運
動
を
数
学
的
仮

説
に
よ
っ
て
解
明
し
た
が
、
数
と
調
和
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。「
調
和
と
数
は
本
来
的
に
事
物
よ
り
も
神
の
精
神
の
中
に
存
在
し
支
配
し
、次
い

で
一
方
で
は
物
体
的
宇
宙
に
、
他
方
で
は
人
間
精
神
に
伝
わ
る
」㉗

と
み
な
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
確
か
に
具
体
的
な
観
測
値
や
経
験
が
先
立
つ
の
で
は
な
く
、「
た
と
え
視
覚

が
精
神
に
具
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
精
神
は
数
と
量
の
認
識

を
欠
く
こ
と
は
な
か
っ
た
」㉘

の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
精
神
を
現
実
化
す
る
た

め
に
視
覚
は
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
捉
え
た
ケ
プ
ラ
ー
は
、

な
る
ほ
ど
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
的
な
プ
ラ
ト
ン
的
観
念
論
か
ら
出
発
す
る
が
、
現
象

を
仮
象
と
し
て
捨
て
置
く
の
で
は
な
く
観
念
の
実
現
と
み
な
す
。
こ
の
思
考
が
近
代

的
な
実
在
論
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る㉙
。

一
方
、
ガ
リ
レ
オ
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
自

然
哲
学
と
は
関
わ
ら
な
い
対
話
篇
『
メ
ノ
ン
』
か
ら
プ
ラ
ト
ン
の
教
え
を
継
承
し
て

い
る
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
指
摘
す
る
。
ガ
リ
レ
オ
が
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
プ
ラ
ト

ン
の
想
起
説
を
示
す
と
き
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
挿
話
だ
が
、
数
学
を
習
っ
た
こ

と
の
な
い
若
い
奴
隷
が
数
学
的
に
「
発
見
」
で
き
る
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
問
答
を

し
か
け
る
話
で
あ
る㉚
。
ガ
リ
レ
オ
は
『
天
文
対
話
』
で
天
体
運
動
の
観
測
事
実
を
、

繰
り
返
し
、
幾
何
学
的
考
察
に
基
づ
き
検
証
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ガ
リ
レ
オ
は
「
真
理
は
必
然
的
普
遍
的
で
あ
る
か
ら
、
経
験
だ
け

に
よ
っ
て
は
獲
得
で
き
な
い
し
証
明
も
で
き
な
い
」㉛ 

と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

む
ろ
ん
ガ
リ
レ
オ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
イ
デ
ア
が
真
実
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
想
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起
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
容
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
科
学
的
真
理

や
原
理
は
経
験
の
集
積
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
る
思
弁
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
、

ガ
リ
レ
オ
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
メ
ノ
ン
』
か
ら
確
信
し
て
い
た
。
ガ
リ
レ
オ
は
そ
の
よ

う
な
意
味
で
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
す
で
に
カ
リ
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
的
宇

宙
論
の
よ
う
な
汎
神
論
的
な
世
界
観
を
、
天
文
学
者
た
ち
が
共
有
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
的
な
幾
何
学
的
モ
デ
ル
の
発
見
、
つ
ま
り
天
体
の
現
象
に
合

致
す
る
原
理
を
発
見
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
た
め
に
数
学
を
用
い
る
こ
と
は
、
感

覚
的
世
界
か
ら
の
脱
出
で
あ
り
、
つ
ね
に
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
イ
デ

ア
界
へ
魂
を
救
出
す
る
た
め
で
は
な
い
ゆ
え
、
プ
ラ
ト
ン
的
と
は
い
え
な
い
プ
ラ
ト

ン
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
天
空
に
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
天

文
学
は
天
上
の
学
問
で
あ
り
、
地
上
の
学
問
で
あ
る
人
文
学
と
一
線
を
画
し
た
神
聖

な
学
問
、
ひ
と
つ
の
「
神
学
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

夜
空
は
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
満
天
の
数
学
で
あ
り
「
神
」
の
数
学
で
あ
っ
た
。

幾
何
学
的
方
法
と
芸
術

プ
ラ
ト
ン
の
課
題
を
解
こ
う
と
し
た
天
文
学
者
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
「
現
象
の
救
出
」
の
た
め
に
、
普
遍
的
な
原
理
や
形
式
の
発
見
を
哲

学
の
課
題
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
界
を
想
定
し
、
そ
こ

に
あ
る
と
さ
れ
る
真
実
在
を
想
起
す
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
理
性
が
経
験
に
合

致
し
つ
つ
導
い
て
ゆ
く
先
に
お
け
る
「
発
見
」
で
あ
り
、
数
学
的
記
号
や
幾
何
学
的

な
図
形
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
側
か
ら
は
「
観
念
」
な
い
し
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て

表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
念
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
星
座
」
に
喩
え

る
の
は
、「
現
象
の
救
出
」
と
い
う
思
考
が
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
天
文
学
者
の
歴
史
の
な

か
で
熟
成
さ
れ
て
き
た
結
果
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
対
象
と
す
る

の
は
天
体
現
象
で
も
そ
の
他
の
自
然
現
象
で
も
な
く
、
人
為
の
芸
術
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
現
象
の
救
出
」
が
人
為
に
お
い
て
も
、な
お
星
座
と
し
て
「
客
観
的
な
解
釈
」

で
あ
り
得
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
い
の
結
論
を
こ
の
論
考
で
は
出
せ
な
い
が
、
そ
の
基
点
と
し
て
、
芸
術
の

存
在
根
拠
が
理
念
と
概
念
の
関
係
を
媒
介
す
る
機
能
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
き

た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
芸
術
の
創
造
と
は
、
記
号
や
シ
ン
ボ
ル
、
絵
画
や
彫

刻
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
技
法
、
音
楽
な
ら
ば
多
彩
な
音
と
演
奏
技
術
を
用
い
て
、「
客

観
的
な
解
釈
」
と
し
て
の
理
念
を
現
れ
出
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
数
学
が
数
学
的
記
号
に
代
替
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
思
考
が
言
語
で
表

現
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
文
学
者
た
ち
が
「
現
象
の
救
出
」
と
し
て
示
し
た
原
理
や
秩

序
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
的
な
完
全
性
の
表
現
は
、
数
字
や
数
式
、
幾
何
学
的
図
形
、

あ
る
い
は
そ
の
他
の
な
ん
ら
か
の
印

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な

形
式
は
人
間
の
認
識
機
能
の
基
本
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ32
。
た
と
え
ば
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
は
ケ
プ
ラ
ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

彼
﹇
ケ
プ
ラ
ー
﹈
は
科
学
的
探
究
を
通
じ
て
象
徴
﹇
シ
ン
ボ
ル
﹈、さ
ら
に
は
寓

意
﹇
ア
レ
ゴ
リ
ー
﹈
や
隠
喩
に
く
り
か
え
し
訴
え
て
い
る
。
彼
は
あ
た
か
も
そ

の
よ
う
な
象
徴
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
生
き
る
こ
と
も
話
す
こ
と
も
で
き
な
い

か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
は
、
彼
の
中
で
た
え
ま
な
く
新
た
に
生
ま
れ

て
く
る
、
こ
の
溢
れ
る
ほ
ど
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
解
明
し
、
批
判
的
に
捉
ら
え

る
態
度
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
彼
は
書
簡
の
中
で
は
っ
き
り
と
述
べ

て
い
た
。「
私
も
象
徴
と
戯
れ
る
が
、......

し
か
し
戯
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
け
っ
し
て
忘
れ
な
い
よ
う
に
戯
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
象
徴
に
よ
っ
て
は
な

に
ひ
と
つ
証
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
が
単
な
る
比
喩
や
類
比
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
明
白
な
因
果
関
係
、
真
の
因
果
的
結
合
を
と
も
な
っ
て
い

る
こ
と
が
た
し
か
な
根
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」33
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ケ
プ
ラ
ー
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
象
徴
や
イ
メ
ー
ジ
そ
れ
自
体
は
何
も
証
明
し

な
い
が
、
そ
れ
ら
が
私
た
ち
の
世
界
と
真
な
る
も
の
を
媒
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ

え
に
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
科
学
的
思
考
は
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
表
現

に
お
け
る
形
式
は
、
芸
術
の
創
造
に
お
い
て
も
同
様
の
構
造
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
確
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
序
論
の
モ
ッ
ト
ー
を

ゲ
ー
テ
の
色
彩
論
か
ら
引
用
し
つ
つ
、
哲
学
な
い
し
学
問
の
完
全
性
を
求
め
る
と
き

に
は
「
学
問
を
芸
術
と
し
て
思
い
え
が
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る34
。つ
ま
り
こ
こ
で
は
芸
術
が
完
全
性
を
め
ざ
す
学
問
の
お
手
本
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
十
九
世
紀
の
近
代
科
学
や
哲
学
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
。芸
術
が
完
全
性
で
あ
る
理
念
を
作
品
に
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
芸
術
に
お
け
る
「
現
象
の
救
出
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
現
象
の
救

出
」は
天
文
学
に
対
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
天
文
学
か
ら「
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
を
経
て
、
近
代
的
な
科
学
思
考
が
発
展
し
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
、
い
ま
や
科
学
や
幾
何
学
的
方
法
は
「
現
象
の
救
出
」
の
た
め
に
芸
術
を
模
範
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ゲ
ー
テ
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
指
摘
さ
れ
る
。
と
い
う
の

も
近
代
科
学
や
そ
れ
を
範
と
す
る
哲
学
は
「
現
象
の
救
出
」
と
い
う
本
来
の
課
題
を

見
失
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

天
文
学
者
も
芸
術
家
も
、
ま
た
芸
術
を
対
象
と
し
て
思
考
す
る
哲
学
者
も
、
い
わ

ば
プ
ラ
ト
ン
的
「
イ
デ
ア
」
と
も
い
え
る
存
在
形
式
や
秩
序
、
原
理
と
い
っ
た
「
完

全
な
も
の
」、「
自
ず
と
現
れ
て
く
る
も
の
（ein

 S
ich

-D
arstellen

des

）」
を
、
人
間

が
扱
い
う
る
数
学
的
記
号
や
芸
術
的
技
法
、
あ
る
い
は
概
念
言
語
を
駆
使
し
て
叙
述

す
る
（darstellen

）。
そ
れ
に
よ
り
現
象
は
理
念
に
も
と
づ
い
て
、あ
る
い
は
理
念
と

整
合
性
を
も
っ
て
認
識
あ
る
い
は
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
叙
述
の
形
式
や
手
法

は
、
数
式
、
絵
画
や
詩
、
あ
る
い
は
哲
学
的
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

主
題
が
あ
る
。
描
き
出
さ
れ
る
主
題
の
統
一
性
は
ひ
と
つ
の
「
イ
メ
ー
ジG

ebilde

」

と
し
て
叙
述
に
現
れ
る
。
こ
の
具
体
的
に
描
き
だ
さ
れ
た
「
イ
メ
ー
ジ
」
が
、「
イ

メ
ー
ジ
」
の
完
全
な
姿
で
あ
る
理
念
の
印0

と
な
っ
て
、
現
実
的
な
概
念
と
理
念
を
媒

介
す
る
。そ
れ
ゆ
え
、あ
ら
ゆ
る
人
間
の
精
神
活
動
が
そ
の
よ
う
な
媒
介
的
印0

を
伴
っ

て
い
る
と
い
え
る
。『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
い
て
、「
芸
術
哲
学
的
な
論
述
に

い
う
意
味
で
の
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
と
は
、
ひ
と
つ
の
理
念
で
あ
る
」35 

と
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
の
よ
う
な
原
理
に
基
づ
き
、
芸
術
哲
学
の
ひ
と
つ
の
理

念
で
あ
る
「
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇T

rau
erspiel

」
を
叙
述
す
る
。

ま
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
お
け
る
美
と
芸
術
の
問
題
を
論
じ

た
講
演
「
エ
イ
ド
ス
と
エ
イ
ド
ー
ロ
ン
」
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

生
成
の
現
象
自
体
が
、
そ
こ
に
現
れ
て
き
た
純
粋
な
数
の
関
係
に
よ
っ
て
、
そ

れ
が
適
合
し
て
い
た
数
学
的
秩
序
に
よ
っ
て
永
遠
の
存
在
形
式
の
王
国
を
指
し

示
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
現
象
は
、
永
遠
の
存
在
形
式
を
単
に
隠
し
て
い

な
い
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
啓
示
し
て
も
い
た
。
芸
術
家
が
創
造
す
る
イ
メ
ー

ジ
（G

ebilde

）
は
、
同
様
に
覆
い
と
し
て
の
啓
示
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
イ
メ
ー
ジ
は
決
し
て
理
念
に
匹
敵
し
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
理

念
に
対
す
る
適
切
な
表
現
を
創
造
し
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
理
念
に
対

す
る
シ
ン
ボ
ル
的

0

0

0

0

0

な
表
現
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。と
い
う
の
も
、

あ
ら
ゆ
る
美
し
い
も
の
が
、
い
つ
も
そ
れ
が
個
別
の
も
の
の
な
か
に
作
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
私
た
ち
が
そ
れ
を
自
然
美
あ
る
い
は
芸
術
美
と
し
て
考

え
る
と
し
て
も
、
結
局
は
純
粋
な
数
や
基
準
の
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
少
な
く
と
も
疑
い
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。36

「
理
念
に
シ
ン
ボ
ル
的
な
表
現
を
与
え
る
こ
と
」
と
は
、ま
さ
に
理
念
を
シ
ン
ボ
ル

的
な
表
現
で
印0

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
の
側
に
あ
る
私
た
ち
が
理
念
へ
近
づ
く
方

法
と
い
え
る
。
そ
し
て
個
別
の
も
の
の
美
し
さ
も
そ
れ
自
身
の
数
値
や
尺
度
で
は
な
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く
、
理
念
と
し
て
個
別
の
も
の
と
は
別
次
元
に
基
準
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン

は
は
っ
き
り
と
認
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
的
教
理
に
実
は
適
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
芸
術
表
現
は
人
間
に
お
け
る
「
シ
ン
ボ
ル
的
」
な
認
識
機
能
と
い
え

る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
プ
ラ
ト
ン
受
容
に
お
け
る
親
近

性
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
「
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
認
識
は
す
べ

て
、
諸
概
念
の
分
析
で
あ
る
と
同
時
に
統
合
で
も
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
分

解
し
た
も
の
を
単
に
も
と
の
通
り
に
組
み
立
て
直
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
「
分
離
さ
れ
た
諸
契
機
を
再
び
統
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
へ
と
統
合
す
る
」
こ

と
、
問
答
法
に
よ
っ
て
真
に
近
づ
く
た
め
に
分
析
と
統
合
を
行
う
こ
と
で
あ
る37
。
こ

れ
は
、
概
念
に
よ
る
現
象
の
分
割
や
分
析
が
、
プ
ラ
ト
ン
的
「
現
象
の
救
出
」
の
た

め
、
す
な
わ
ち
理
念
と
い
う
統
一
へ
構
成
で
き
る
場
合
の
み
効
力
を
発
揮
す
る
、
と

い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
と
合
致
す
る
。

人
為
の
芸
術
が
理
念
の
「
客
観
的
な
解
釈
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
芸
術
が
科
学
と

同
様
に
人
間
の
理
性
や
精
神
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
の
思
想
的
共
通
基
盤
を
手
が
か
り
に
す
れ
ば
、
そ
こ
に
神
話
か
ら
解
放
さ
れ
た

「
現
象
の
救
出
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
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。
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さ
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ソ
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デ
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デ
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と
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さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
学
問
に
な
ん
ら
か
の
完
全
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

必
然
的
に
、学
問
を
芸
術
と
し
て
思
い
え
が
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
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﹈
こ
の
時
期
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ハ
ン
ブ
ル
ク

大
学
の
哲
学
教
授
で
あ
り
、同
地
の
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
文
庫
と
は
強
い
知
的
繋
が
り
直

接
が
あ
っ
た
。他
方
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
文
庫
と
直
接
関
わ
っ
て
い
な
い

が
、
ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
ら
の
著
書
は
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根

源
』
で
参
照
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
星
座
の
比
喩
を
用
い
た
の
は
、彼
ら
の
著

書
の
影
響
が
あ
っ
た
と
予
測
さ
れ
る
。
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