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理
性
批
判
と
ネ申

神
の
存
在
証
明
は
「神
は
存
在
す
る
」と
い
う
命
題
が
客

観
的
に
真
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

り
、
神
を
主
語
と
す
る
「存
在
命
題
ｅ
ｘ●
Ｓ
Ｎ一”【∽”一Ｎと

つ
Ｓ
Ｏ
①
の
論
証
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
多
く
の
哲
学
者

た
ち
に
よ
つ
て
そ
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ま
れ
る
と
同
時

に
、ま
た
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
も
来
た
。と
り
わ
け

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
展
開
す
る
鮮
や
か

な
神
の
存
在
証
明
に
対
す
る
批
判
は
、も
は
や
理
論
的
見
地

か
ら
神
の
存
在
を
客
観
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
思
わ
し
め
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
続
く
『実
践
理
性
批

判
』
に
お
い
て
実
践
的
見
地
か
ら
神
を
要
請
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一見
『純
粋
理
性
批
判
』
と
の
間
に
撞
着
を
来
た

す
か
に
見
え
る
立
場
を
と
る
。
本
稿
の
目
的
は
、ま
ず
合
理

論
形
而
上
学
に
お
け
る
神
の
存
在
証
明
を
基
準
と
し
つ
つ

森

禎
　
徳

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
を
取

り
上
げ
、
更
に
そ
の
成
果
を
も
と
に
、
『実
践
理
性
批
判
』

に
お
け
る
神
の
道
徳
的
要
請
が
批
判
哲
学
の
体
系
の
内
に
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
を
論
じ
る
こ
と
に
あ

スつ。

Ⅱ

合
理
論
形
而
上
学
者
た
ち
が
目
指
し
た
神
の
存
在
証
明
は

そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
性
を
持
っ
て
い
る
が
、根
底
に
或
共
通

し
た
傾
向
を
有
し
て
い
る
。我
々
は
ま
ず
デ
カ
ル
ト
と
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
を
例
に
取
り
、そ
の
証
明
過
程
を
見
つ
つ
両
者
の

共
通
点
を
刻
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

神
の
存
在
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
神
の
完
全
性
の
一規
定

と
し
て
考
え
ら
れ
、彼
は
こ
こ
か
ら
、神
が
存
在
し
な
い
と

す
れ
ば
「最
も
完
全
な
存
在
者
（８
∽窮
熟
ュ
ａ
目
目
と
と
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い
う
神
概
念
に
矛
盾
す
る
、
故
に
「神
は
存
在
す
る
」
は
真

で
あ
る
、と
い
う
論
証
を
導
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
、デ
カ
ル
ト
の
論
証
で
は
完
全
性
が
一体
ど
の
よ

う
な
性
質
を
持
つ
の
か
が
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、し
た
が
つ

て
デ
カ
ル
ト
の
論
証
に
お
い
て
は
「最
も
完
全
な
存
在
者
」

と
い
う
神
概
念
そ
の
も
の
が
明
晰
判
明
性
を
欠
い
て
い
る
、

と
い
う
批
判
を
浴
び
せ
、一ん全
性
概
念
か
ら
の
存
在
の
導
出

を
否
定
す
る
。そ
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
の
存
在
は
神
の

属
性
か
ら
で
は
な
く
神
の
本
質
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
い
う
彼

の
主
張
に
基
づ
き
、神
を
「そ
の
本
質
に
存
在
が
属
す
る
も

の
」
す
な
わ
ち
「必
然
的
存
在
者
」
と
定
義
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
如
上
の
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ

ＺＯ。こ
の
両
者
の
論
証
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ

の
論
証
が
論
理
的
に
よ
り
緻
密
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。デ
カ
ル
ト
の
論
証
が
多
く
の
点
で
ア
ン
セ
ル
ム
ス
と
の

共
通
点
を
残
し
て
い
る
の
に
対
し
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ

は
デ
カ
ル
ト
批
判
を
背
景
と
し
、彼
独
自
の
論
理
学
か
ら
導

出
さ
れ
た
諸
規
則
を
十
分
に
活
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
概
念
の
内
部

に
神
の
存
在
を
求
め
る
と
い
う
前
提
を
デ
カ
ル
ト
か
ら
継
承

し
て
お
り
、そ
の
結
果
両
者
の
神
の
存
在
証
明
は
全
面
的
に

神
概
念
の
定
義
に
依
存
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。と
り
わ

け
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
デ
カ
ル
ト
の
論
証
を
批
判
し
て
、神
概

念
の
実
在
的
可
能
性
の
論
証
を
欠
い
て
は
神
の
存
在
証
明
は

成
立
し
な
い
、と
主
張
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、合

理
論
形
而
上
学
の
目
指
す
神
の
存
在
証
明
が
神
の
存
在
を
基

礎
づ
け
る
と
い
う
本
来
の
課
題
よ
り
も
神
概
念
を
基
礎
づ
け

る
こ
と
の
方
に
重
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
よ
く
解
る
で
あ

ろ
う
。，一の
よ
う
な
見
地
は
明
ら
か
に
神
概
念
と
神
の
存
在

と
の
間
に
上
下
関
係
を
設
け
、神
の
存
在
を
神
概
念
の
内
部

に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。し
か
し
こ
の
よ

う
な
存
在
概
念
に
よ
れ
ば
存
在
は
我
々
の
持
つ
概
念
に
従
属

し
、概
念
の
内
部
的
規
定
と
し
て
そ
れ
自
体
概
念
的
な
も
の

と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

ＺＯ。神
の
Ｅ
九全
性
」
な
い
し
「本
質
」
と
い
っ
た
「考
え
ら

れ
た
規
定
」
の
内
に
存
在
が
属
し
、論
理
的
に
導
出
さ
れ
る

と
い
う
傾
向
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「真
な
る
命
題
は
す
べ

て
分
析
的
で
あ
る
」と
い
う
命
題
に
象
徴
さ
れ
る
通
り
、存

在
命
題
を
分
析
的
に
捉
え
、
存
在
を
述
語
化
す
る
彼
ら
の

誤
っ
た
存
在
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
②
。
確
か
に
存
在
命

題
が
も
し
分
析
的
な
ら
ば
「神
は
存
在
す
る
」と
い
う
命
題

が
真
で
あ
る
限
り
、
述
語
「存
在
」
は
主
語
「神
」
に
あ
ら
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か
じ
め
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。し
た
が
っ
て
我
々
は

神
概
念
の
内
部
を
探
り
、そ
こ
に
規
定
と
し
て
含
ま
れ
て
い

る
存
在
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
神
の
存
在
を
全
く
ア
プ

リ
オ
リ
に
証
明
し
得
る
と
い
う
錯
覚
に
い
と
も
容
易
く
陥

る
。し
か
し
こ
の
際
我
々
の
思
惟
は
単
に
概
念
の
内
な
る
主

観
的
表
象
と
戯
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、実
際
に
は
概
念
の
外

部
に
一歩
も
踏
み
出
し
て
お
ら
ず
、何
ら
存
在
に
関
わ
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

存
在
と
は
本
来
、我
々
の
概
念
の
外
に
存
在
し
て
い
る
対

象
で
あ
り
、対
象
の
概
念
に
付
随
す
る
規
定
で
は
断
じ
て
な

い
。デ
カ
ル
ト
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
ま
た
こ
の
点
を
否
定
す

る
こ
と
は
な
く
、彼
ら
の
求
め
た
神
が
あ
く
ま
で
も
外
的
な

存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。

た
だ
、彼
ら
は
我
々
の
内
な
る
対
象
の
概
念
は
概
念
の
外
な

る
存
在
と
厳
密
な
対
応
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
見
地
か
ら
、

概
念
と
存
在
の
関
係
に
お
い
て
前
者
に
優
位
を
与
え
、存
在

を
概
念
の
内
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
誤
謬
を
犯
し
た

の
だ
と
い
え
る
。確
か
に
あ
る
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
が
論

理
的
に
矛
盾
せ
ず
、し
た
が
っ
て
可
能
的
な
概
念
と
し
て
表

象
さ
れ
る
こ
と
は
、そ
の
対
象
の
存
在
に
対
す
る
必
要
条
件

で
は
あ
ろ
う
。し
か
し
こ
の
こ
と
が
同
時
に
対
象
の
存
在
を

証
明
す
る
十
分
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、概
念
に
依

存
し
、概
念
の
み
に
よ
っ
て
存
在
を
表
そ
う
と
す
る
飛
躍
に

他
な
ら
な
い
。対
象
の
存
在
証
明
の
十
分
条
件
と
は
対
象
が

客
観
的
に
、す
な
わ
ち
思
惟
主
体
と
し
て
の
我
々
か
ら
独
立

し
て
外
界
に
実
在
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
表
す
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、そ
れ
ゆ
え
神
の
存
在
証
明
と
は
神
が
我
々

の
概
念
に
お
い
て
存
在
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
こ
と
を
で
は
な

く
、我
々
の
抱
く
神
概
念
に
合
致
す
る
よ
う
な
対
象
が
現
実

に
外
界
に
見
出
さ
れ
得
る
こ
と
を
論
証
し
て
初
め
て
成
立
す

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
或
も
の
の
存
在
を
言

表
す
る
存
在
命
題
は
す
べ
て
概
念
の
外
部
に
対
象
の
実
在
性

の
根
拠
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ｏ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
神
概
念
の
定
義
に
依
存

し
、神
概
念
か
ら
一歩
も
踏
み
出
る
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る
論

証
手
続
き
を
行
っ
た
合
理
論
形
而
上
学
の
神
の
存
在
証
明

が
、解
消
し
が
た
い
同
義
反
復
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
も
は

や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。神
概
念
の
内
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
が

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、神
概
念
が
定
立
さ
れ
た
時
点

に
お
い
て
す
で
に
神
の
存
在
証
明
は
完
了
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、神
概
念
の
定
義
が
そ
れ
自
体
神
の
存
在
を
基
礎
づ

け
る
根
拠
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。と
こ
ろ
が
合

理
論
形
而
上
学
は
す
で
に
存
在
者
と
し
て
定
立
さ
れ
た
神
概

念
を
不
動
の
前
提
と
し
て
神
の
存
在
証
明
を
行
っ
て
お
り
、
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完
全
な
循
環
に
陥
っ
て
い
る
ｏ
。結
局
合
理
論
形
而
上
学
に

お
い
て
は
「は
じ
め
に
神
あ
り
き
」
だ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、

か
か
る
試
み
に
彼
ら
を
駆
り
立
て
た
の
は
全
く
哲
学
的
な
動

機
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

Ⅲ

合
理
論
形
而
上
学
が
陥
っ
た
不
可
避
的
と
も
い
え
る
循
環

を
克
服
し
、神
の
存
在
証
明
に
対
し
も
つ
と
も
鋭
い
批
判
を

浴
び
せ
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え
る
。カ
ン
ト
は
神
の

存
在
証
明
に
対
す
る
批
判
に
際
し
、
「存
在
は
述
語
で
は
な

い
」と
い
う
主
張
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
））の
主

張
自
体
は
彼
が
な
お
神
の
存
在
証
明
の
可
能
性
を
確
信
し
て

い
た
前
批
判
期
の
著
作
に
も
見
ら
れ
る
●
「自
Ｓ
）。
し
た

が
つ
て
カ
ン
ト
が
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
か
く
も
徹

底
し
た
神
の
存
在
証
明
批
判
を
な
し
得
た
背
景
に
は
他
の
要

因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
が
前
批
判
期
の
彼
自
身
を
も
含
め
た
合
理
論
形
而

上
学
と
決
別
し
得
た
源
泉
は
、分
析
判
断
と
綜
合
判
断
と
の

区
別
に
基
づ
い
て
「い
か
な
る
存
在
命
題
も
綜
合
的
で
あ

る
」
つ
０
０
と
主
張
し
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
分
析
判
断

が
主
語
概
念
の
内
に
あ
ら
ゆ
る
述
語
概
念
を
含
ん
だ
ア
プ
リ

オ
リ
な
判
断
で
あ
り
、
主
語
と
述
語
の
結
び
つ
き
が
専
ら

「同
一性
に
よ
っ
て
」
つ
８
）判
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、綜
合

判
断
は
「主
語
概
念
に
よ
っ
て
全
く
思
考
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
れ
ゆ
え
主
語
概
念
を
い
か
に
分
析
し
て
も
引
き
出
さ
れ
得

な
い
述
語
」
つ
〓
）を
主
語
概
念
に
付
与
す
る
判
断
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
仮
に
命
題
「神
は
存
在
す
る
」
が

真
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
命
題
に
お
け
る
述
語
「存
在
」

は
決
し
て
主
語
「神
」
の
内
的
規
定
と
し
て
主
語
概
念
に
含

ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
帰
結
が
生
じ
、従
来
の
よ

う
に
主
語
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
論
理
的
に
導

出
す
る
論
証
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。こ
れ
が
い
わ
ば

神
の
存
在
証
明
に
対
す
る
論
理
的
批
判
で
あ
る
が
、カ
ン
ト

は
こ
れ
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
。な
ぜ
な
ら
、綜
合
判
断
と

し
て
の
命
題
「神
は
存
在
す
る
」を
真
で
あ
る
と
基
礎
づ
け

る
根
拠
が
あ
り
得
る
な
ら
ば
、か
か
る
論
理
的
批
判
は
単
な

る
手
法
の
批
判
に
止
ま
り
、
「理
性
の
思
弁
的
原
理
に
基
づ

く
あ
ら
ゆ
る
神
学
の
批
判
」
つ
３
じ
に
は
及
ば
な
い
か
ら

で
あ
る
。し
た
が
つ
て
カ
ン
ト
の
批
判
は
必
然
的
に
綜
合
判

断
の
基
礎
付
け
へ
と
向
か
い
、））れ
に
よ
っ
て
も
神
の
存
在

証
明
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

「経
験
の
実
質
的
諸
条
件
（感
覚
）
と
関
連
す
る
も
の
は

現
実
的
で
あ
る
」
つ
ま
０
と
ぃ
ゎ
れ
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
は
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存
在
の
判
定
基
準
を
感
性
と
の
連
関
に
求
め
る
。す
で
に
述

べ
た
と
お
り
綜
合
判
断
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
結
合
を

保
証
す
る
根
拠
は
命
題
の
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
か
ら
、
こ
の
二
つ
を
考
え
併
せ
る
と
、綜
合
判
断
と
し
て

の
存
在
命
題
の
真
偽
を
判
定
し
得
る
か
否
か
は
、そ
の
命
題

に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
が
感
覚
す
な
わ
ち
感
性
の
媒
介
に

よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、と
い
う
点
に
存
す
る
と

い
え
る
。
し
か
し
こ
の
「感
覚
（感
性
）
と
の
関
連
」
と
は

一体
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
に
と
つ
て
綜
合
判
断
に
関
す
る
真
偽
の
判
定
は
対

象
の
認
識
に
関
す
る
議
論
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
或
対
象
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に
は
そ
の
対

象
に
関
す
る
我
々
の
認
識
の
「客
観
的
実
在
性
」を
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。さ
ら
に
、綜
合
判
断
と
し
て
の
存
在

命
題
に
お
い
て
主
語
の
存
在
は
「私
の
外
な
る
物
（口
”『

営
Ｐ
【目
．）
つ
、
０
と
規
定
さ
れ
、
我
々
が
こ
の
外
な
る

物
を
存
在
と
し
て
客
観
的
に
認
識
す
る
た
め
に
は
我
々
は

我
々
の
「概
念
を
越
え
出
て
」
つ
Ｓ
ｅ
対
象
へ
と
赴
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、あ
る
対
象
に
関
す
る
認
識

の
客
観
的
実
在
性
を
保
証
す
る
根
拠
は
、対
象
に
関
す
る
概

念
の
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。そ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
外
な
る
物
と
我
々
の
思
惟
と
の

接
点
を
何
処
に
求
め
る
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
り
、対
象
の

認
識
は
挙
げ
て
こ
の
点
に
基
礎
付
け
を
仰
ぐ
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
こ
の
問
い
に
答
え
る
も
の
は
「経
験

ｅ
罫
言
ｇ
”と
、
す
な
わ
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
で
あ
る
時

間
、空
間
と
純
粋
悟
性
概
念
た
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
を
形
式
と

し
、感
性
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
る
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
直
観

を
内
容
と
す
る
、我
々
の
認
識
の
地
平
で
あ
る
。我
々
は
経

験
と
い
う
認
識
の
領
域
を
創
始
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
「私
の

外
な
る
物
」
を
「現
象
つ
鵬多
ユ曰
目じ
」
と
し
て
対
象
化
し
、

感
性
に
よ
つ
て
受
容
さ
れ
た
い
わ
ば
セ
ン
ス
・デ
ー
タ
に
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
感
性
的
直
観
に
綜
合

的
統
一を
与
え
、

，）れ
を
認
識
と
な
す
。そ
し
て
カ
ン
ト
に

と
っ
て
は
か
か
る
過
程
を
経
て
得
ら
れ
た
認
識
の
み
が
唯
一

客
観
的
に
妥
当
し
得
る
存
在
認
識
な
の
で
あ
り
、））れ
ら
の

条
件
付
け
を
欠
い
た
対
象
に
関
す
る
い
か
な
る
概
念
も
「単

に
諸
表
象
と
戯
れ
た
だ
け
」
つ
も
ど
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。た
だ
し
か
か
る
認
識
過
程
に
お
い
て
対
象
の
存

在
と
よ
り
直
接
的
に
関
係
す
る
の
が
感
性
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
は
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。も
ち
ろ
ん

「感
性
な
く
し
て
は
い
か
な
る
対
象
も
与
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
し
、ま
た
悟
性
な
く
し
て
は
い
か
な
る
対
象
も
思
惟
さ
れ

な
い
だ
ろ
う
」
つ
ぶ
）と
ぃ
ゎ
れ
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
に
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と
つ
て
感
性
的
直
観
と
悟
性
概
念
と
の
一致
は
対
象
の
認
識

に
関
し
て
不
可
欠
の
要
件
で
あ
り
、ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
対

象
の
存
在
を
判
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
「諸
表
象
を
自
ら
生
み
出
す
」
「認

識
の
自
発
性
つ
電
二
営
ｏ一Ｓ
）
（”ｄ
）と
し
て
の
悟
性
が
、

時
に
直
観
を
欠
い
た
空
虚
な
概
念
を
構
成
し
、我
々
の
認
識

を
仮
象
に
陥
ら
せ
る
の
に
対
し
、
「諸
表
象
を
受
け
取
る
」

「心
の
受
容
性
（Ｐ
Ｎｏ■
７
〓”）
つ
０ど
で
ぁ
る
感
性
は
端
的

に
対
象
の
実
在
を
前
提
し
、対
象
の
実
在
な
く
し
て
独
自
の

作
用
を
持
た
な
い
た
め
、客
観
的
な
存
在
認
識
に
お
い
て
は

む
し
ろ
或
る
意
味
で
悟
性
よ
り
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「感
覚
（感
性
）
と
の
関
連
」
が
対

象
の
現
実
性
を
判
定
す
る
条
件
と
な
る
理
由
も
明
ら
か
と
な

る
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
我
々
が
対
象
の
存
在
を
単
に
思
惟
す

る
の
で
は
な
く
客
観
的
に
認
識
し
得
る
た
め
に
は
対
象
に
関

す
る
感
性
的
直
観
が
不
可
欠
で
あ
り
、ま
た
感
性
が
対
象
に

関
す
る
直
観
を
受
容
し
得
る
た
め
に
は
対
象
が
経
験
の
限
界

内
に
定
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。そ
れ

で
は
こ
れ
ら
の
帰
結
を
綜
合
判
断
と
し
て
の
命
題
「神
は
存

在
す
る
」
に
適
用
し
た
場
合
、
）」の
命
題
を
真
で
あ
る
と
判

定
し
、神
の
存
在
を
証
明
す
る
に
足
る
根
拠
が
見
出
さ
れ
得

る
だ
ろ
う
か
。

綜
合
判
断
は
、カ
ン
ト
に
よ
っ
て
更
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜

合
判
断
と
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
と
の
二
つ
に
分
類

さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
後
者
は
主
語
‐述
語
間
の
結
合
が
経
験

に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
た
め
、上
述
の
存
在
認
識
の
過

程
を
過
不
足
な
く
満
た
し
て
お
り
、か
か
る
判
断
に
お
け
る

主
語
の
存
在
は
論
証
可
能
と
い
え
る
。
し
か
し
命
題
「神
は

存
在
す
る
」
は
主
語
「神
」
の
超
越
性
か
ら
見
て
疑
い
も
な

く
経
験
に
依
存
し
な
い
綜
合
判
断
す
な
わ
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な

綜
合
判
断
に
属
し
て
い
る
た
め
、主
語
概
念
に
関
す
る
感
性

的
直
観
を
獲
得
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ
て
、カ
テ

ゴ
リ
ー
を
適
用
す
べ
き
内
容
を
持
た
な
い
命
題
で
あ
る
こ
と

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
こ
の
命
題
の
主
語
「神
」
に

関
す
る
い
か
な
る
客
観
的
認
識
を
も
形
成
す
る
こ
と
が
出
来

ず
、，）の
命
題
を
真
で
あ
る
と
判
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
基
準
を

端
的
に
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
神
に
関
す
る
存
在
命
題
は
、対
象
の
現
実
性

の
唯
一
の
判
定
基
準
た
る
「感
性
と
の
関
連
」を
持
た
な
い

が
故
に
論
証
不
能
の
命
題
と
な
り
、神
の
存
在
証
明
は
こ
こ

に
端
的
に
否
定
さ
れ
る
。そ
し
て
同
時
に
カ
ン
ト
は
理
論
理

性
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
神
学
の
可
能
性
を
も
否
定
す
る
の
で

あ
る
。し
か
し
こ
こ
か
ら
我
々
が
更
に
神
の
存
在
そ
の
も
の



の
否
定
へ
と
向
か
う
と
き
、そ
れ
は
カ
ン
ト
の
意
図
を
越
え

る
こ
と
と
な
る
。な
ぜ
な
ら
、カ
ン
ト
は
神
の
存
在
証
明
を

否
定
す
る
一方
で
神
概
念
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
こ
れ
を

「理
想
曾
頭
）
と
し
て
保
存
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

我
々
は
神
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
対
し
、客
観
的
認

識
の
名
を
与
え
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し

「対
象
を
思
惟
す
る
こ
と
と
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
と
は
同

一
で
は
な
い
」
つ
ヽ
０
と
ぃ
ゎ
れ
る
と
お
り
、
神
に
関
す
る

認
識
の
不
可
能
が
、同
時
に
神
を
思
惟
す
る
こ
と
の
不
可
能

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
、カ
ン
ト
は
注
意
を
促

す
。
そ
し
て
彼
は
神
を
「個
別
的
な
も
の
と
し
て
の
理
念
」

つ
も
Ｏ
す
な
わ
ち
「理
想
」
と
名
付
け
る
こ
と
で
、
こ
の
理

想
に
は
「た
と
え
客
観
的
実
在
性
が
認
め
ら
れ
な
い
に
せ

よ
、
こ
の
た
め
に
幻
影
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」

つ
３
ご
と
い
う
立
場
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の

神
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
見
地
は
、対
象
の
概
念
を
与
え
る

悟
性
の
「構
成
的
使
用
分
８
ａ
言
口‘Ｑ
ρ
）ｇ
”８
ｒビ
で
は
な

く
、
「悟
性
を
或
る
種
の
目
標
に
向
け
る
統
制
的
使
用

（お
，
巨
〓
熙
ゃ
言
”Ｒ
こ
」
Ｏ
Ｓ
じ
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、我
々
は
こ
こ
に
理
論
理
性
に
よ
る
理
念
の
消

極
的
容
認
か
ら
実
践
理
性
に
よ
る
積
極
的
容
認
へと
移
行
し

よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
意
図
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

『純
粋
理
性
批
判
』
の
主
題
で
あ
る
理
論
理
性
の
働
き
は
対

象
の
概
念
を
構
成
し
認
識
を
形
作
る
こ
と
で
あ
る
が
、，」の

認
識
は
あ
く
ま
で
も
「与
え
ら
れ
た
」対
象
に
関
す
る
認
識

で
あ
る
た
め
感
性
に
よ
る
対
象
の
直
観
に
依
存
し
な
い
悟
性

の
使
用
は
許
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、認
識
の
可
能
性
は
経
験
の

可
能
性
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。）」れ
に
対
し
て

実
践
理
性
は
む
し
ろ
悟
性
を
「べ
し
つ
ｏＦ
●ビ
の
も
と
に

秩
序
付
け
、
個
々
の
認
識
に
統
一を
与
え
る
能
力
と
さ
れ
、

そ
の
作
用
の
領
域
は
感
性
的
直
観
の
制
約
を
離
れ
、超
感
性

的
対
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
基
礎
付
け
へ
と
向
か
う
の
で
あ

ＺＯ。

Ⅳ

『純
粋
理
性
批
判
』
弁
証
論
末
尾
に
お
い
て
い
わ
れ
る
と

お
り
、理
論
理
性
が
「現
に
あ
る
も
の
を
認
識
す
る
？
跳
Ｂ

一３
」
の
に
対
し
、
実
践
理
性
と
は
「現
に
あ
る
べ
き
も
の

？
以
８
■
●
８
こ
」
へ
と
向
か
う
理
性
の
働
き
で
あ
り
（Ｒ

”い０
）、
道
徳
的
諸
法
則
を
根
底
に
置
い
た
倫
理
学
的
探
求

を
主
題
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
『実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る

神
の
「道
徳
的
要
請
」
も
ま
た
、
根
底
に
道
徳
的
関
心
を
置

い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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『実
践
理
性
批
判
』
分
析
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
道
徳
法

則
の
普
遍
性
と
自
由
の
無
制
約
性
に
極
め
て
高
い
位
置
を
与

え
、
「自
愛
つ
ｏご
巴
おＦ
と
に
基
づ
く
幸
福
主
義
を
徹
底
的

に
批
判
し
た
。
し
か
し
彼
は
続
く
『実
践
理
性
批
判
』
弁
証

論
に
お
い
て
幸
福
を
意
志
決
定
の
動
機
と
す
る
こ
と
を
戒
め

な
が
ら
も
、
「幸
福
に
値
す
る
」
と
い
う
格
率
を
動
機
と
す

る
こ
と
は
む
し
ろ
義
務
に
属
す
る
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に

し
、
「福
徳
の
一致
」
に
よ
る
「最
高
善
９
８
ビ
屏
のこ
」
を

理
念
と
し
て
掲
げ
る
。
し
か
し
こ
の
最
高
善
が
単
に
「最
上

の
善
（３
ｏ【∽一ｏ∽
Ｏｃ一）」
で
ぁ
る
に
止
ま
ら
ず
「完
全
な
善

（６
【【８
●ｏ̈
９
ｏ暉）
で
あ
る
た
め
に
は
「幸
福
が
道
徳
性

‥
‥
‥
と
全
く
厳
密
に
比
例
し
て
分
配
さ
れ
て
可
能
的
世
界

の
最
高
善
を
形
作
る
」
（く
【８
Ｙ
」と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、

有
限
な
存
在
者
で
あ
る
我
々
に
と
っ
て
最
高
善
の
実
現
は
あ

く
ま
で
も
「あ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
て
「現
に
あ
る
も

の
」
で
は
な
く
、努
力
目
標
と
し
て
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。し
た
が
っ
て
完
全
な
善
と
し
て
の
最
高
善

の
可
能
性
は
我
々
自
身
の
能
力
に
は
属
さ
な
い
「幸
福
と
道

徳
性
と
の
寸
分
違
わ
ぬ
一致
の
根
拠
を
含
む
原
因
」（く
】じ
）

に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ず
、

，コ
）に
「純
粋
実
践
理
性
の
要
請

と
し
て
の
神
の
現
存
在
」
（く
ＰＮ
）が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
神
の
道
徳
的
要
請
が
し
ば
し
ば
神
の
「道
徳
的
証
明

倉３
ュ
π
げ
八
０
お３
３
■ヽ∽と
と
呼
ば
れ
、
神
の
存
在
証
明

の
一環
と
み
な
さ
れ
る
ｏ
こ
と
に
対
し
て
は
、慎
重
な
態
度

が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「道
徳
的
」
と
い
う

言
葉
は
そ
れ
自
体
理
論
的
見
地
と
は
異
な
る
権
能
に
拠
っ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
含
意
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「証

明
」と
い
う
言
葉
に
よ
つ
て
も
ま
た
理
論
理
性
に
よ
る
客
観

的
論
証
と
は
異
な
っ
た
形
態
の
論
証
構
造
が
想
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
同
時
に
こ
の

こ
と
ゆ
え
に
「道
徳
的
証
明
」
が
厳
密
な
意
味
に
お
け
る

「存
在
証
明
」
と
は
全
く
異
な
っ
た
固
有
の
課
題
で
あ
る
こ

と
も
ま
た
認
め
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
も
し

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
神
の
道
徳
的
要
請
に
余
り
に

も
無
造
作
に
「証
明
」
の
名
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
『純
粋

理
性
批
判
』
と
『実
践
理
性
批
判
』
と
の
間
に
同
じ
「証
明
」

と
い
う
言
葉
を
巡
っ
て
重
大
な
意
味
上
の
懸
隔
が
生
じ
、そ

の
結
果
『実
践
理
性
批
判
』
の
根
本
的
意
義
に
対
す
る
誤
解

を
招
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「要
請
」
の
過
程
の
内
に
「証
明
」
と
し

て
理
解
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
な
記
述
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
、否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。ま
ず
我
々
は
節

の
表
題
に
掲
げ
ら
れ
た
神
の
「現
存
在
０
”ａ
こ
」
と
ぃ
ぅ

言
葉
に
驚
き
を
覚
え
、
次
い
で
「現
実
存
在
０
と
冷
計
と
と



い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
戸
惑
い
を
感
じ
、更

に
こ
の
要
請
さ
れ
た
神
の
「現
存
在
」
な
い
し
「現
実
存

在
」
が
「客
観
的
実
在
性
０
こ
ｏ巨
お
Ｆ
Ｌ
〓じ
」
を
持
つ
と

い
わ
れ
る
に
至
っ
て
は
、カ
ン
ト
の
意
図
に
対
し
疑
間
を
抱

か
ざ
る
を
得
な
い
、と
い
う
事
態
に
陥
る
。な
ぜ
な
ら
或
対

象
の
「現
存
在
」
な
い
し
「現
実
存
在
」
の
「客
観
的
実
在

性
」
の
主
張
は
神
の
存
在
証
明
、
し
か
も
『純
粋
理
性
批

判
』が
否
定
し
た
は
ず
の
理
論
的
証
明
に
他
な
ら
ず
、
こ
の

よ
う
な
記
述
を
見
る
限
り
で
は
、
カ
ン
ト
は
『純
粋
理
性
批

判
』
を
全
く
無
視
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
他
方
で
「い
か
に
し
て
実
践
的
関
係

に
お
け
る
純
粋
理
性
の
拡
張
を
、そ
れ
に
よ
って
同
時
に
思

弁
的
理
性
の
認
識
を
拡
張
す
る
こ
と
な
く
考
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
の
か
」
Ｑ
】〓
）と
い
う
節
に
お
い
て
、
こ
の
「要

請
」が
単
に
実
践
的
関
心
に
対
し
て
妥
当
性
を
持
つ
の
み
で

あ
っ
て
、
「そ
の
際
我
々
に
は
﹇神
と
い
う
﹈
客
体
の
直
観

は
全
く
与
え
ら
れ
な
い
→
）の
こ
と
は
実
際
ま
た
要
求
さ
れ

る
こ
と
も
で
き
な
い
と
、
し
た
が
っ
て
「な
ん
ら
の
綜
合
的

命
題
も
諸
概
念
﹇神
、
自
由
、
魂
の
不
死
﹈
の
認
容
さ
れ
た

実
在
性
に
よ
つ
て
可
能
と
は
な
ら
な
い
」
（く
一〓
）国
内
引

用
者
Ｙ
）と
を
強
調
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
こ

こ
に
は
理
論
理
性
（思
弁
的
理
性
）
と
実
践
理
性
と
の
、
ま

た
証
明
と
要
請
と
の
複
雑
な
関
係
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、）」

れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
な
く
し
て
は
『純
粋
理
性
批
判
』と

『実
践
理
性
批
判
』
と
の
整
合
的
な
連
関
は
見
出
さ
れ
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
我
々
は
、
」ゝの
問
題
を
考
察

し
た
い
。

「或
認
識
が
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
」
場
合
、
こ
の
認
識

は
「或
対
象
と
連
関
す
べ
き
で
」
あ
る
（Ｓ
ｕ
も
じ
と
ぃ
ぅ

カ
ン
ト
の
言
葉
が
示
す
と
お
り
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お

け
る
対
象
の
「客
観
的
実
在
性
」は
明
確
に
対
象
の
現
実
性

に
関
わ
る
言
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一方
で
、

『純
粋
理
性
批
判
』
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
に
お
い
て
「実
在
性
」

は
「様
相
」
で
は
な
く
「質
」
の
範
疇
に
属
し
て
お
り
、
必

ず
し
も
対
象
の
概
念
の
実
在
性
が
対
象
の
現
実
性
と
直
接
結

び
つ
い
て
は
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。実
際
「純
粋
悟
性
概
念
に
お
け
る
実
在
性
は
感
覚
一般

と
対
応
す
る
」
つ
あ
じ
と
ぃ
ぅ
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
「実

在
性
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
悟
性
概
念
に
す
ぎ
ず
、対
象

の
現
実
性
の
た
め
に
は
感
性
的
諸
要
素
と
の
結
合
が
不
可
欠

と
さ
れ
る
ｏ
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
の
実
在
性
概
念
の
内

に
は
す
で
に
述
べ
た
合
理
論
的
な
実
在
性
概
念
が
継
承
さ
れ

て
お
り
、対
象
の
現
実
存
在
で
は
な
く
対
象
の
概
念
の
本
質

的
規
定
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｏ
。



こ
の
よ
う
な
実
在
性
の
定
義
を
念
頭
に
置
い
て
神
の
要
請

に
お
け
る
「客
観
的
実
在
性
」
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン

ト
の
意
図
が
何
処
に
あ
っ
た
の
か
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。そ

も
そ
も
『実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
客
観
的
実
在
性
は

「客
観
的
な
、
し
か
し
単
に
実
践
的
な
実
在
性
員
くヽ
こ
で
あ

り
、
「道
徳
法
則
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
員
く
い０
与
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、感
性
的
直
観
と
結
合
し
て
対
象
の

存
在
に
関
す
る
認
識
を
構
成
す
る
徴
表
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
。
ま
し
て
「神
は
感
官
の
対
象
で
は
な
い
」
（く
∞じ
の

だ
か
ら
、
か
か
る
神
の
「客
観
的
実
在
性
」
が
対
象
の
現
実

性
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
こ
そ
、重
大
な
誤
解
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。む
し
ろ
我
々
は
神
の

客
観
的
実
在
性
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
言
明
を
、意
志
決
定
の

場
に
お
け
る
神
概
念
の
実
践
的
意
義
に
つ
い
て
の
言
明
で
あ

る
と
捉
え
、
こ
れ
を
『純
粋
理
性
批
判
』
と
は
全
く
異
な
っ

た
連
関
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
神
の
「客
観
的
実
在
性
」
は
神
と
い
う
客
体

の
存
在
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、神
概
念
の
実
践
理
性

に
対
す
る
本
質
的
重
要
性
を
主
張
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

と
い
え
よ
う
。

「客
観
的
実
在
性
」
に
関
し
て
は
、
以
上
の
議
論
に
よ
つ

て
『純
粋
理
性
批
判
』
と
『実
践
理
性
批
判
』
と
の
整
合
性

が
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
神
の
「現
存
在
」
な

い
し
「現
実
存
在
」
に
関
し
て
は
、
単
に
術
語
の
定
義
の
二

義
性
に
還
元
し
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ

う
に
思
え
る
。エ
ッ
セ
ン
チ
ア
と
エ
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
と
の

対
比
が
端
的
に
物
語
る
よ
う
に
、
「現
実
存
在
」
は
対
象
の

現
実
性
を
表
す
も
っ
と
も
安
定
し
た
規
定
で
あ
る
し
、
「現

存
在
」
は
『純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
に
お
い
て

は
っ
き
り
と
様
相
規
定
で
あ
る
と
の
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。，）の
両
者
が
引
き
起
こ
す
問
題
に
関
し
て

は
、
我
々
は
『実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
議
範
が
拠
っ
て

立
つ
基
盤
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、解
決

の
糸
口
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

Ｖ

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「事
実
問
題

（ｆ
ａ
旨
ａ
）」
と
「権
利
問
題
（Ｅ
い０」”計
と
と
の
区
別
に
言

及
し
て
い
る
が
（ｏい”
〓
０
、ま
さ
に
我
々
は
こ
の
区
別
を
実

践
理
性
に
よ
る
神
の
要
請
に
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
「現
存
在
」
「現
実
存
在
」
と
い
う
言
葉
だ
け
を
見

る
な
ら
ば
、ゝ
れヽ
ら
は
外
的
対
象
の
存
在
に
関
す
る
客
観
的



判
断
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。し
か
し
同
時
に
こ

の
「現
存
在
」
な
い
し
「現
実
存
在
」
に
対
す
る
要
請
が
単

に
道
徳
的
必
然
性
に
基
づ
く
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
「道
徳

的
必
然
性
は
主
観
的
な
も
の
す
な
わ
ち
要
求
で
あ
っ
て
、客

観
的
な
も
の
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
義
務
で
は
な
い
」、
な
ぜ

な
ら
「或
物
の
現
実
存
在
を
想
定
す
る
義
務
は
全
く
な
い
か

ら
で
あ
る
」
（く
に
と
と
ぃ
ゎ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
理
解

す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
神
の
「現
存
在
」や
「現
実
存
在
」

の
要
請
に
よ
っ
て
、
「事
実
問
題
」
と
し
て
の
外
的
対
象
の

存
在
を
証
明
し
よ
う
と
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
ろ
う
。
そ
も
そ
も
『実
践
理
性
批
判
』
は
「あ
る
ベ

き
も
の
」
の
確
立
に
向
か
う
理
性
で
あ
り
、
こ
の
目
的
は
対

象
に
関
す
る
直
観
を
得
て
そ
の
存
在
を
論
証
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
「全
く
経
験
の
内
に
は
与
え
ら
れ
な
い
理
性
の
諸
理

念
」
２
一８
）を
実
践
的
関
心
に
お
い
て
論
じ
、
こ
れ
ら
理
念

に
意
志
規
定
の
根
拠
と
し
て
の
積
極
的
規
定
を
与
え
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
神
の
存
在
の
要
請
は
単
に
「可
想

界
（い●こ
暦
じ
お
く
ｏこ
」
と
ぃ
ぅ
、
そ
れ
自
体
直
観
を
欠
い

た
単
な
る
理
念
的
可
能
世
界
に
関
す
る
表
象
の
完
全
性
へ
の

要
求
が
生
み
出
し
た
「仮
説
３
電
，
ｏ８
と
で
ぁ
っ
て
、
事

実
問
題
と
し
て
で
は
な
く
権
利
問
題
と
し
て
妥
当
し
得
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
③
。

し
か
し
こ
こ
で
、自
由
、最
高
善
が
い
わ
ば
そ
れ
自
体
概

念
の
客
体
と
し
て
「私
の
外
な
る
」存
在
を
前
提
し
な
い
内

在
的
理
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
の
「現
存
在
」
「現
実
存

在
」が
ど
う
し
て
も
神
概
念
に
対
応
す
る
外
的
客
体
へ
の
言

及
を
含
ん
で
お
り
、
実
践
理
性
の
「内
在
的
か
つ
構
成
的
」

（く
【い０
理
念
の
限
界
内
に
収
ま
り
き
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
、と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。確
か
に

自
由
や
最
高
善
に
関
し
て
は
、
権
利
根
拠
と
し
て
の
「ベ

し
」を
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
践
的
意
志
決
定
根
拠
と

し
て
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
。し
か
し
神
の

存
在
に
関
し
て
は
、
「神
は
存
在
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
は
決
し
て
神
の
現
存
在
が
帰
結
す
る
こ
と
は

な
い
。存
在
命
題
と
は
綜
合
判
断
で
あ
っ
て
「悟
性
の
内
に

お
け
る
こ
の
概
念
に
対
し
て
な
お
悟
性
の
外
な
る
或
対
象
が

対
応
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」を
主
張
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
コ
）の
こ
と
は
明
ら
か
に
い
か
な
る
推
論
に

よ
っ
て
も
引
き
出
す
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
」

（≦
Ｓ
）。
っ
ま
り
ぁ
る
対
象
の
存
在
を
主
張
す
る
命
題
は
徹

頭
徹
尾
事
実
問
題
の
領
域
に
お
い
て
判
定
さ
れ
る
べ
き
事
柄

で
あ
り
、
そ
の
際
問
い
と
な
る
の
は
「あ
る
か
、
な
い
か

０
鵬
ｏ撃
之
ぉＦ
∽①一●と
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
「あ
る

べ
き
」
対
象
や
「あ
り
得
る
」
対
象
に
関
す
る
視
点
を
拒
む
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の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、し
た
が
っ
て
い
か
に
実
践
的
に

と
は
い
え
、
神
の
「現
存
在
」
な
い
し
「現
実
存
在
」
を
語

る
こ
と
は
事
実
問
題
と
権
利
問
題
と
の
混
同
と
な
り
か
ね
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
、
「神
の
概
念
は
自
然
学
に

‥
‥
‥
属
す
る
概
念
で
あ
る
か
、あ
る
い
は
道
徳
学
に
属
す

る
概
念
で
あ
る
か
」
（く
〓
ご
と
い
う
カ
ン
ト
の
問
い
か
け

の
内
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
「自

然
の
組
織
、あ
る
い
は
そ
の
変
化
を
説
明
す
る
に
当
た
っ
て

我
々
が
万
物
の
創
造
者
と
し
て
の
神
に
避
難
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
少
な
く
と
も
‥
‥
‥
一般
に
我
々
の
哲
学
の
終
焉
を

告
白
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
（く
〓
こ
と
答
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
事
実
問
題
と
権
利
問
題
と
の
間
に
明
確
な
一線
を
設

け
、
神
の
概
念
は
「道
徳
学
に
属
す
る
概
念
で
あ
る
」

（く
ヽ
ｅ
と
ぃ
ぅ
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
理
性
の
権
能
を
あ
く

ま
で
も
道
徳
的
関
心
に
限
定
す
る
。
つ
ま
り
神
の
現
存
在
の

実
践
的
要
請
が
自
ら
に
許
す
神
の
概
念
は
「た
だ
道
徳
法
則

を
考
え
る
た
め
に
ち
よ
う
ど
必
要
な
概
念
だ
け
」
（く
〓
Ｊ

で
あ
っ
て
、感
性
界
に
お
け
る
「自
然
の
法
則
に
よ
る
原
因

性
」つ
ミ
じ
へ
の
適
用
を
も
容
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
か
か
る
神
と
は
も
は
や
外
的
対
象
で
は
な
く
、純

粋
に
内
的
な
対
象
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
論
述
に
対
し
て
は
、
「実
践
理
性
の

優
位
」
（く
〓
じ
に
対
す
る
顧
慮
が
欠
落
し
て
い
る
と
の
批

判
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。確
か
に
筆
者
は
本
稿
に
お

い
て
『実
践
理
性
批
判
』
を
あ
く
ま
で
も
『純
粋
理
性
批

判
』
と
の
整
合
的
関
係
に
お
い
て
、
い
わ
ば
批
判
哲
学
の
流

れ
の
内
に
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、，」の
限
り
に
お
い
て
実

践
理
性
の
優
位
に
対
す
る
配
慮
が
希
薄
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
。
し
か
し
実
践
理
性
の
優
位
と
は
、た
と
え
ば

純
粋
理
性
の
数
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
す
ら
、主
観

的
根
拠
と
し
て
の
実
践
的
関
心
が
決
定
権
を
握
っ
て
い
る
と

い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
実
践
理
性
の
優
位
と
は
「純
粋
な
思
弁
的
理
性

を
純
粋
な
実
践
理
性
と
結
合
し
て
一
つ
の
認
識
と
す
る
に
当

た
っ
て
後
者
が
優
位
を
担
う
」
（く
Ｓ
】、
強
調
引
用
者
）も

の
で
あ
っ
て
、両
立
不
能
の
二
律
背
反
を
恣
意
的
に
解
消
す

る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
神
の

「現
存
在
」
な
い
し
「現
実
存
在
」
に
関
し
て
実
践
理
性
の

優
位
を
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、も
し
あ
え
て
こ
の
こ
と

を
行
う
な
ら
ば
そ
れ
は
信
仰
に
座
を
設
け
る
た
め
に
知
を
根

絶
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
②
。

「対
象
を
認
識
す
る
た
め
に
対
象
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な

く
、
‥
‥
・・意
志
を
問
題
と
す
る
」
Ｑ
∞ご
と
い
ぅ
実
践
理



性
に
固
有
の
関
心
は
、認
識
の
客
体
で
は
な
く
意
志
の
客
体

を
対
象
と
す
る
新
し
い
視
点
に
よ
つ
て
、超
越
的
な
理
念
を

内
在
的
な
理
念
と
し
た
。そ
し
て
我
々
は
内
的
な
精
神
世
界

に
お
け
る
原
理
と
し
て
、自
然
法
則
に
拠
ら
な
い
「自
由
に

よ
る
原
因
性
」
つ
ミ
じ
を
手
に
し
、
そ
の
最
高
の
条
件
と
し

て
神
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
。し
か
し
こ
れ
ら
実
践
理
性
の

諸
理
念
が
新
た
に
獲
得
し
た
も
の
が
た
だ
概
念
的
規
定
に
お

け
る
積
極
性
で
あ
っ
て
外
的
対
象
の
実
在
に
関
す
る
認
識
で

な
い
こ
と
も
ま
た
、ンヽ
れ
ま
で
の
議
論
が
明
ら
か
に
し
得
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
れ
ゆ
え
我
々
が
実
践
理
性
に
よ
つ
て
要

請
さ
れ
た
神
を
「純
粋
な
実
践
理
性
信
仰
」Ｑ
一ま
）の
領
域

に
止
め
ず
、感
性
界
に
お
け
る
諸
物
の
存
在
根
拠
と
み
な
す

な
ら
ば
、あ
る
い
は
可
想
界
を
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
界
の
よ

う
な
実
体
化
さ
れ
た
背
後
世
界
と
み
な
す
な
ら
ば
、我
々
は

創
造
神
か
ら
道
徳
神
、外
な
る
神
か
ら
内
な
る
神
へ
と
移
行

し
、
冒
示教
論
』
に
お
い
て
「見
え
ぎ
る
教
会
」
（≦
８
じ
に

到
達
す
る
批
判
哲
学
の
過
程
を
見
落
と
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

几
例

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全

集
に
依
拠
し
、巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ

ア
数
字
で
記
し
た
。
た
だ
し
『純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引

用
は
慣
例
に
従
い
、
第
二
版
を
Ｂ
と
し
、
ペ
ー
ジ
数
を
付

す
。

註

①
現
代
論
理
学
に
い
う
「存
在
命
題
」と
は
特
称
命
題
を
指

す
が
、
）ビ
でヽ
は
カ
ン
ト
の
用
法
に
従
い
、
一般
に
或
も

の
の
存
在
を
告
示
す
る
命
題
と
い
う
意
味
に
お
い
て
用
い

Ｚ
つ

。

②
カ
ン
ト
も
ま
た
、
一見
命
題
「神
は
存
在
す
る
」
に
お
い

て
「存
在
」
を
述
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
デ
カ
ル
ト
、ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
等
と
は
全
く
異
な
っ

て
、
カ
ン
ト
が
こ
の
命
題
に
お
け
る
「存
在
」
を
主
語
の

属
性
に
関
す
る
言
明
で
は
な
く
、主
語
概
念
に
合
致
す
る

事
物
を
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
言

明
と
捉
え
、論
理
的
な
意
味
に
お
け
る
述
語
（た
と
え
ば

「神
は
全
能
で
あ
る
」
に
お
け
る
「全
能
し
と
は
全
く
異

な
っ
た
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と

に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。な
お
次
節
で
述
べ
る
カ

ン
ト
の
分
析
判
断
と
綜
合
判
断
と
の
区
別
は
、か
か
る
見

地
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。



Ｓ
や
き
も
さヽ
ミ
想
さ
」ｏヽ
。〕ｏＦ
■
日

，
聟
ｏュ
ｏｏ〓
』
）

】０００ψ「・】∞”

③
た
だ
し
当
時
「実
在
性
Ｔ
ユ
一諄
と
の
意
味
が
「物
（お
こ

の
物
性
を
示
し
、
「現
実
存
在
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

「真
実
性
」
を
意
味
す
る
が
故
に
概
念
の
外
部
に
根
拠
を

求
め
る
必
要
が
看
過
さ
れ
た
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。な
お
こ
の
点
に
関
し
て
は
改
め
て
本
文
中
で
触

れ
た
い
。

④
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
こ
の
意
味
で
デ
カ
ル
ト
の
神
概
念
の

明
証
性
に
対
し
て
疑
間
を
呈
す
る
な
ら
ば
、彼
は
神
の
存

在
証
明
を
克
服
し
得
た
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
ラ
イ
プ

ニ
ツ
ツ
の
批
判
が
あ
く
ま
で
も
完
全
性
と
い
う
規
定
に
の

み
向
け
ら
れ
て
お
り
、し
か
も
彼
自
身
存
在
を
含
ん
だ
神

概
念
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
可
能
性
を
確

信
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

″い
ｏ「バ
ヽヽ

ミヽヽ
ヽ
ヽ
い
」「
ヽ
いも
ヽヽ
ぃ、
Ｑ
ο、お
の
一〇く”ロニ
”
・∽巴
Ｐ

〓
”【お
【計
の
日
■
メ
３
８
）∽
ま
い】

Ｒ
バ
ヽヽ
お
ヽ
ミ
さ
ミ
ヽ
評
ξ
ヽヽ
諄
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ミ
ト
〓
聾
器
一

≧
σお
多
一）のｏｏ“
Ｑ
ヨ
´
も
潤
）ゆ葛

③
大
竹
正
幸
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
在
性
は
「現
実

存
在
の
（十
分
条
件
で
は
な
い
が
）
必
要
条
件
で
あ
る
」

と
い
わ
れ
る
。Ｒ
「カ
ン
ト
に
お
け
る
『実
在
性
砦
坪
当
ユ
）

の
概
念
」
（大
竹
正
幸
、
『拓
殖
大
学
論
集
』
二
　
一
一一、

一九
九
四
年
）
五
頁
。

０
「カ
ン
ト
に
お
け
る
分
析
判
断
と
綜
合
判
断
」
（長
倉
誠

一、
『哲
学
旨
ζ
讐
一人
、
一九
人
八
年
）
一四
一頁
、
註

⑥
参
照
。

③
そ
れ
ゆ
え
先
の
「客
観
的
実
在
性
」
も
ま
た
、
「思
弁
的

理
性
と
比
較
し
て
い
え
ば
単
な
る
主
観
的
根
拠
Λ
≦
）

に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

③
コ
ー
エ
ン
は
実
践
的
見
地
か
ら
す
る
要
求
が
信
仰
に
属

し
知
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
「カ
ン

ト
が
理
性
の
理
論
的
見
地
と
実
践
的
見
地
と
を
十
分
に
区

別
し
な
が
ら
後
者
の
優
位
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

承
認
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」と
し
て
実
践
理
性
の
優
位

は
本
来
成
立
し
得
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
。確
か
に
知

と
信
仰
と
の
関
係
に
お
い
て
実
践
的
見
地
の
優
位
を
主
張

す
る
こ
と
は
、コ
ー
エ
ン
の
い
う
と
お
り
実
践
理
性
と
理

論
理
性
と
の
区
別
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
筆
者
は
、
実
践
理
性
の
優
位
が
「自
然
」
に
お
け

る
原
理
で
は
な
く
我
々
の
「本
性
」
に
お
け
る
原
理
で
あ

り
、自
由
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
る
見
地
か
ら
、あ
え
て

こ
の
よ
う
な
論
述
に
止
め
た
。

Ｒ
六
ヽヽ
お
い
いヽ
ヽヽ
ま
き
いヽ
ミヽ
』
ヽヽ
澪
）〓
８
日
”●”
パ
３
５
Ｐ
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