
1　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
パ
ス
カ
ル
論

─
「
黒
ノ
ー
ト
」
に
依
拠
し
て
─

田　

鍋　

良　

臣

は
じ
め
に

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
思
想
は
近
い
、
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
）
1
（
る
。
た
し
か
に
『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
頽
落
」
や
「
死
へ

の
不
安
」
の
分
析
、
同
時
期
の
講
義
で
の
「
退
屈
」
論
な
ど
は
、『
パ
ン
セ
』
の
議
論
と
多
く
の
点
で
重
な
る
。
あ
る
い
は
科
学
的
な
世

界
観
に
対
す
る
批
判
的
態
度
や
、
何
よ
り
も
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
深
淵
に
徹
底
的
に
迫
ろ
う
と
す
る
思
索
の
志

向
性
は
、
両
者
に
共
通
す
る
実
存
哲
学
的
な
特
徴
と
言
え
る
。
両
者
の
生
き
た
時
代
は
三
世
紀
近
く
離
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
思
想

的
な
親
和
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
に
最
初
に
気
づ
い
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
も
と
に
留
学
し
て
い
た
当
時
の
三
木
清
で
あ
ろ
う
。『
存
在
と
時
間
』
刊
行
の
二
年
前
に
出
版
さ
れ
た
三
木
の
処
女
作
『
パ
ス
カ
ル

に
お
け
る
人
間
の
研
究
』（
一
九
二
五
年
）
は
、「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
と
い
う
名
こ
そ
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
桝
田
啓
三
郎
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
方
法
や
使
用
さ
れ
る
概
念
か
ら
見
て
明
ら
か
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
）
2
（
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
存
主
義
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的
な
パ
ス
カ
ル
研
究
の
先
駆
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
国
に
お
け
る
本
格
的
な
パ
ス
カ
ル
研
究
の
端
緒
と
も
言
え
る
三
木
の
こ
の
重
要
な
研

究
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
く
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
異
国
か
ら
の
留
学
生
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
直
に
接

す
る
な
か
で
、
パ
ス
カ
ル
に
通
じ
る
点
、
少
な
く
と
も
パ
ス
カ
ル
研
究
に
応
用
可
能
な
思
想
を
察
知
し
え
た
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
近
さ
を
示
す
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
も
し
か
す
る
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
す
で
に
パ
ス
カ
ル

の
思
想
に
精
通
し
て
お
り
、
折
に
ふ
れ
学
生
た
ち
に
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
想
像
を
も
搔
き
立
て

て
く
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
パ
ス
カ
ル
を
個
人
的
に
ど
の
よ
う
に
見
て

い
た
の
か
を
伝
え
る
証
言
な
ら
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
仕
事
机
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
も
の
と
と
も
に
パ

ス
カ
ル
の
肖
像
画
を
飾
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
）
3
（

る
。
あ
る
い
は
出
版
社
が
作
成
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
承
認
し
た
と
さ
れ
る
彼
の
思
想
的

経
歴
に
は
、
ル
タ
ー
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
よ
り
も
先
に
パ
ス
カ
ル
の
名
が
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
な
思
想
家
と
し
て
記
さ
れ
て
い
）
4
（

る
。
こ
れ

ら
を
信
頼
す
る
な
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
パ
ス
カ
ル
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
何
か
し
ら
の
思
い
入
れ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
両
者
の
思
想
的
な
近
さ
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
パ
ス
カ
ル
に
一
目
置
い
て
い
た
と
い
う
証
言
も
存
在
す

る
以
上
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
パ
ス
カ
ル
を
思
想
家
と
し
て
は
ど
う
評
価
し
て
い
た
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

管
見
で
は
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
最
大
の
要
因
と
し
て
、
パ
ス
カ
ル
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

言
及
の
少
な
さ
が
指
摘
で
き
る
。
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
主
著
『
存
在
と
時
間
』
で
は
わ
ず
か
に
二
カ
所
だ
け
で
あ
り
、
講

演
や
講
義
録
の
な
か
で
も
と
き
お
り
見
ら
れ
る
も
の
の
、
総
じ
て
単
発
的
で
付
随
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
紹
介
・
評
価
に
と

ど
ま
っ
て
い
）
5
（
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
パ
ス
カ
ル
の
思
想
に
つ
い
て
実
際
に
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
う
か
が
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い
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
例
外
も
あ
る
。
一
九
四
〇
年
第
二
学
期
講
義
（
以
下
「
一
九
四
〇
年
講
義
」
と
略
記
）
の
な
か
で
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
と
の
対
比
に
お
い
て
、
パ
ス
カ
ル
の
思
想
の
哲
学
的
な
意
義
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
が
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
公
に
語
っ
た
最
も
充
実
し
た
箇
所
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
議
論
は
あ
く
ま
で
デ
カ
ル
ト
を
主
眼
と
し

て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
パ
ス
カ
ル
解
釈
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
特
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
刊
行
が
始
ま
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
遺
稿
「
黒
ノ
ー
ト
」
の
、
と
く
に
一
九
三
八
年
か
ら
一

九
三
九
年
に
か
け
て
の
記
録
に
は
、
し
ば
し
ば
パ
ス
カ
ル
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
見
ら
れ
）
6
（
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
四
〇
年
講
義
と

同
じ
く
、
主
と
し
て
デ
カ
ル
ト
と
の
関
係
を
軸
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
四
〇
年
講
義
が
主
に
哲
学
的
な
観
点
に
立
っ
た
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、「
黒
ノ
ー
ト
」
で
は
一
貫
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
な
さ
れ

た
パ
ス
カ
ル
解
釈
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
強
調
点
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
一
九
四
七
年
頃
の
「
黒
ノ
ー
ト
」
で
は
、

こ
れ
ら
の
哲
学
的
、
な
い
し
は
宗
教
的
な
視
点
だ
け
で
な
く
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
パ
ス
カ
ル
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
存
在
史
的
」

な
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　

本
論
文
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
う
し
た
パ
ス
カ
ル
論
を
で
き
る
か
ぎ
り
詳
細
に
整
理
し

跡
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
多
様
な
解
釈
の
全
貌
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
論
文
は
ま
ず
、
一
九
四
〇
年
講
義
で
の
パ

ス
カ
ル
論
を
要
約
す
る
（
一
）。
つ
ぎ
に
そ
れ
と
対
比
す
る
仕
方
で
、
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
三
九
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
「
黒
ノ
ー

ト
」
で
の
パ
ス
カ
ル
解
釈
を
整
理
す
る
（
二
）。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
パ
ス
カ
ル
の
思
想
に
見
出

し
た
存
在
史
的
な
意
義
に
光
を
あ
て
る
（
三
）。
本
論
文
を
通
じ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
多
面
的
な
パ
ス
カ
ル
論
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、

刊
行
さ
れ
て
間
も
な
い
「
黒
ノ
ー
ト
」
研
究
に
寄
与
し
た
い
。
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一　

一
九
四
〇
年
講
義
の
パ
ス
カ
ル
論
─
デ
カ
ル
ト
の
誤
解

　

一
九
四
〇
年
講
義
で
の
パ
ス
カ
ル
論
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
と
の
対
比
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

強
調
す
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
・
ス
ム
（
わ
れ
思
う
、
わ
れ
あ
り
）
が
「
主
観
性
の
根
拠
づ
け
」
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
人
間
の
主
観
が
「
基
体
」
と
し
て
、
一
切
の
客
観
的
表
象
の
「
基
盤
」
に
据
え
ら
れ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
へ

の
言
及
は
、
近
代
哲
学
の
端
緒
と
な
っ
た
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
う
し
た
「
偉
業
」
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
。

パ
ス
カ
ル
が
他
の
同
時
代
の
〔
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
〕
敵
対
者
た
ち
と
と
も
に
、
コ
ギ
ト
・
ス
ム
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
文
章

を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

の
思
想
（『
三
位
一
体
論
』
第
十
巻
第
十
章
）
に
関
連
づ
け
た
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
、
デ
カ
ル
ト
の
歩
み
の

も
つ
決
定
的
な
も
の
、
つ
ま
り
主
観
性
の
根
拠
づ
け
が
同
時
代
人
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

の
思
索
の
な
か
に
は
、
そ
こ
で
働
き
続
け
て
い
た
古
代
の

0

0

0

思
索
の
伝
承
と0

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
二
重
の

も
の
が
、
主
観
性
の
思
想
を
拒
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。（G

A48, 215

）

　

こ
こ
で
は
「
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
誤
解
」（ibid., 214

）
の
代
表
例
と
し
て
パ
ス
カ
ル
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
関
連
づ
け
て
論
じ
る
こ
と
自
）
7
（
体
、
す
で
に
「
主
観
性
の

根
拠
づ
け
」
と
い
う
「
決
定
的
な
も
の
」
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
歴
史
的
な
意
義
は
、「
古
代
の

思
索
の
伝
承
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
」
に
規
定
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
か
ら
は
認
識
で
き
な
い
。
要
す
る
に
コ
ギ
ト
・
ス
ム

が
担
う
主
観
性
の
根
拠
づ
け
と
は
、
過
去
の
い
か
な
る
哲
学
・
思
想
と
も
比
較
し
え
な
い
画
期
的
な
試
み
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
見
抜
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け
な
い
以
上
、
パ
ス
カ
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
は
、
本
質
的
に
は
「
誤
解
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
デ
カ
ル
ト
と
パ

ス
カ
ル
の
関
係
を
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　

で
は
パ
ス
カ
ル
に
よ
る
誤
解
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
デ
カ
ル
ト
は
無
益
で
不
確
実

だ
」
と
い
う
『
パ
ン
セ
』
七
八
）
8
（

番
の
有
名
な
文
章
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
デ
カ
ル
ト
は
無
益
だ
」、
な
ぜ
な
ら
彼
の
形
而
上
学
は
有
益
な
も
の
、
必
要
な
も
の
、
す
な
わ
ち
魂
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
に

向
か
わ
な
い
か
ら
。
デ
カ
ル
ト
は
「
不
確
実
」
だ
、
な
ぜ
な
ら
形
而
上
学
は
人
間
の
洞
察
に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ
て
お
り
、
神
的

な
啓
示
の
絶
対
的
真
理
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
哲
学
的
、
形
而
上
学
的
に
は
超
克
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た

だ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
断
罪
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。（Ibid.

）

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
明
快
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
は
一
貫
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
か
ら

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
魂
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
」
と
「
神
的
な
啓
示
の
絶
対
的
真
理
」
の
擁
護
を
目
的
に
し
て
い
る
。

パ
ス
カ
ル
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
一
般
的
に
は
近
代
護
教
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
と
い
う
時
代
の
な
か
で
理
性
へ
の
信
頼

が
確
立
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
信
仰
の
正
当
性
を
「
理
性
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
仕
方
で
主
張
し
、

証
明
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。
デ
カ
ル
ト
よ
り
も
三
十
歳
ほ
ど
若
く
、
天
才
的
な
数
学
者
、
物
理
学
者
で
も
あ
っ
た
パ
ス
カ
ル
は
、
こ

の
要
請
を
自
身
の
使
命
と
し
て
受
け
取
っ
た
。
パ
ス
カ
ル
の
哲
学
史
的
な
位
置
づ
け
は
、
こ
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
護
教
論
的
な
パ
ス
カ
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
の
う
ち
に
、
以
下
の
よ
う
な
「
厄
介
さ
」
を
指
摘
す
る
。
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だ
が
パ
ス
カ
ル
の
立
場
が
そ
の
厄
介
さ
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
哲
学
に
対
抗
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
┣
教
会
的
な
信
仰
の

真
理
を
あ
ら
た
め
て
持
ち
出
す
だ
け
で
な
く
、
こ
の
試
み
を
、
思
惟
す
る
も
の
と
延
長
す
る
も
の
の
区
別
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て

い
る
デ
カ
ル
ト
の
根
本
的
な
立
場
を
、
同
時
に
し
か
し
た
だ
見
か
け
だ
け
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
て
て
い
る
と
い
う
点
に

お
い
て
で
あ
る
（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
三
四
六
番
以
下
参
照
）。（Ibid., 226f.

）

　

パ
ス
カ
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
は
、
そ
の
目
的
が
近
代
哲
学
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
守
る
こ
と
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、「
思
惟
と
延

長
の
区
別
」
と
い
う
他
な
ら
ぬ
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
的
な
枠
組
み
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
て
い
）
9
（
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
こ
に
、
パ
ス
カ
ル

護
教
論
の
も
つ
「
厄
介
さ
（V

erfängliches

）」、
つ
ま
り
、
敵
対
者
の
支
配
圏
の
う
ち
に
い
つ
の
ま
に
か
「
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
（sich 

verfangen

）」
と
い
う
困
難
な
事
態
を
指
摘
す
る
。
そ
の
際
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
と
く
に
問
題
視
す
る
の
は
、
パ
ス
カ
ル
が
「
思
惟
」
を
人

間
の
本
質
規
定
と
み
な
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
上
の
引
用
に
続
い
て
、『
パ
ン
セ
』
の
「
思
惟
は
人
間
の
偉
大
さ
を
つ

く
る
」（
三
四
六
番
）、
お
よ
び
「
人
間
は
ひ
と
く
き
の
葦
に
す
ぎ
な
い
、
自
然
の
な
か
で
最
も
弱
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
考
え

る
葦
で
あ
る
」（
三
四
七
番
）
と
い
う
有
名
な
二
つ
の
文
章
を
引
用
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　

パ
ス
カ
ル
は
「
思
惟
」
を
最
高
に
評
価
す
る
が
、
た
だ
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
が
極
め
て
か
弱
い
存
在
者
の
偉
大
な
能
力
に

す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
か
弱
さ
に
属
し
、
本
質
的
に
劣
っ
て
お
り
、
劣
位
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
示
す
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。「
理
性
の
服
従
と
行
使
、
そ
こ
に
真
の
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
」（『
パ
ン

セ
』
二
六
九
番
）。（Ibid., 227

）
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パ
ス
カ
ル
が
「
思
惟
の
偉
大
さ
」
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
人
間
を
容
易
に
押
し
つ
ぶ
す
こ
と
が
で
き
る
「
宇
宙
の
優
勢
」
に
つ
い
て

人
間
が
自
覚
し
て
い
る
こ
と
、
よ
り
誇
張
し
て
言
え
ば
、「
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
宇
宙
を
つ
つ
む
」
こ
と
を
意
味
す
）
10
（
る
。
人
間

は
た
し
か
に
宇
宙
か
ら
見
れ
ば
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
を
「
知
っ
て
い
る
」「
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う
一
点
に
お
い
て
、
人
間
は
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
よ
り
も
「
偉
大
」
で
あ
る
と
パ
ス
カ
ル
は
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
、
パ
ス
カ
ル
に
よ
る
こ
う
し
た
思
惟
の
特
権
的
な
規
定
が
、
む
し
ろ
人
間
の
「
か
弱
さ
」「
劣
位
」
を
強
調
す
る
た
め
の
も
の
だ
と

見
る
。
こ
の
と
き
思
惟
が
劣
位
に
と
ど
ま
る
の
は
、
引
用
の
最
後
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
」
に
対
し
て
で
あ
る
。
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
、
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
人
間
の
思
惟
の
偉
大
さ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
「
服
従
」
し
、「
行
使
」
さ
れ
る

こ
と
に
こ
そ
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
の
思
惟
（
コ
ギ
ト
）
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
護
教
論
の
立
場
か
ら

批
判
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
方
向
づ
け
た
と
見
て
い
る
。
他
方
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
立
て
で
は
、
そ
の
際
コ
ギ
ト
の

哲
学
的
な
意
義
を
パ
ス
カ
ル
は
理
解
し
て
い
な
い
。
パ
ス
カ
ル
に
お
い
て
、「
思
惟
は
本
質
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
本
質
自
身
の
う
ち
に
基
体
を
認
識
す
る
歩
み
〔
主
観
性
の
基
礎
づ
け
〕
は
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
」（ibid.

）
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の

引
用
で
、
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
の
根
本
的
な
立
場
を
「
た
だ
見
か
け
だ
け
借
用
し
て
い
る
」
と
揶
揄
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
に
い
た
る
。

〔
…
…
〕
デ
カ
ル
ト
は
パ
ス
カ
ル
が
初
め
か
ら
踏
み
入
ろ
う
と
し
な
い
問
題
の
よ
り
根
源
的
な
領
域
を
動
い
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
パ
ス
カ
ル
の
立
場
の
重
み
が
決
定
さ
れ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
立
場
は
、
人
間
の
心
情
の
よ
り
豊

か
な
経
験
に
由
来
し
、
デ
カ
ル
ト
が
通
り
過
ぎ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
そ
う
し
た
心
情
に
訴
え
か
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
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〔
け
れ
ど
も
〕
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
パ
ス
カ
ル
が
形
而
上
学
の
本
来
的
な
問
題
領
域
と
決
定
的
な
圏
域
を
回
避
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
の
一
事

0

0

を
消
去
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。（Ibid., 228

）

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
よ
り
も
デ
カ
ル
ト
の
方
が
「
よ
り
根
源
的
」
で
あ
り
、
逆
に
パ
ス
カ
ル
は
「
形
而
上
学

の
本
来
的
で
決
定
的
な
領
域
を
回
避
し
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
パ
ス
カ
ル
の
デ
カ
ル
ト
批
判
は
、
デ
カ
ル
ト
哲

学
に
対
す
る
い
わ
ば
誤
解
の
産
物
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
表
面
的
な
派
生
態
で
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
も
そ
も
問
題
と
す
る
次
元
が
異

な
っ
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
に
対
す
る
こ
う
し
た
評
価
は
、
い
さ
さ
か
手
厳
し
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
哲0

学
的
な

0

0

0

評
価
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
押
さ
え
つ
つ
、「
黒
ノ
ー
ト
」
に
記
さ
れ
た
宗
教
的
な

0

0

0

0

パ
ス
カ
ル
論
を
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

二　
「
黒
ノ
ー
ト
」
の
パ
ス
カ
ル
論
─
デ
カ
ル
ト
の
補
完

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
面
は
、
著
作
や
講
演
、
講
義
録
の
な
か
で
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
先
に
見
た
一
九
四
〇
年
講
義
は
例
外
と
言
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
『
パ
ン
セ
』
か
ら
の
引
用
を
中
心

と
し
た
こ
の
講
義
で
の
議
論
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
パ
ス
カ
ル
の
思
想
に
か
な
り
通
じ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
れ
を
裏
づ

け
る
よ
う
に
、
こ
の
講
義
の
二
年
前
の
一
九
三
八
年
末
頃
の
「
黒
ノ
ー
ト
」（「
考
察
Ⅹ
」
断
片
六
二
）
に
は
、
ま
さ
し
く
「
パ
ス
カ
ル
」

と
い
う
表
題
の
も
と
で
以
下
の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
…
…
〕
パ
ス
カ
ル
は
た
ん
に
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
（
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
す
ら
！
）
ま
で
の
近
代
形
而
上
学
全
体
が
な
お
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も
キ
リ
ス
ト
教
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
（「
基
体
」
と
し
て
の
人
間
、「
宇
宙
」
と
し
て
の
世
界
、
万
物
の
根
拠
と
原
因

と
し
て
の
「
神
」）、「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
」
思
索
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
一
人
の
信
仰
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的

で
あ
る
。
そ
の
信
仰
能
力
と
信
仰
要
求
は
、
す
べ
て
の
平
均
的
信
徒
や
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
は
る
か
に
凌
ぐ
。
そ
し
て
彼
は

こ
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
す
で
に
近
代
的
で
あ
っ
た
当
時
の
西
洋
的
思
惟
を
考
え
て
い
る
。
偉
大
な
者
た
ち
に
劣
ら
な

い
形
式

0

0

に
お
い
て
。（G

A95, 343

）

　

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
パ
ス
カ
ル
の
特
異
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
は
数
学
者
や
物
理
学
者
、

あ
る
い
は
哲
学
者
で
あ
る
以
前
に
、
何
よ
り
も
「
一
人
の
信
仰
者
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
を
デ
カ
ル
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ

ル
、
ニ
ー
チ
ェ
に
至
る
著
名
な
近
代
哲
学
者
た
ち
と
区
別
す
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
哲
学
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
「
人
間
、
世

界
、
神
」
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
特
殊
形
而
上
学
の
三
部
門
を
規
定
す
る
学
的
（
神
学
的
）
な
役
割
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
が
、
パ
ス
カ
ル

で
は
こ
う
し
た
哲
学
的
思
惟
（
理
性
）
そ
の
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
向
け
て
服
従
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
続

い
て
な
さ
れ
た
以
下
の
記
述
は
、
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
。

だ
が
彼
〔
パ
ス
カ
ル
〕
は
こ
の
〔
近
代
的
な
西
洋
的
〕
思
惟
を
ま
た
信
仰
の
た
め
に

0

0

0

の
み
考
え
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
は
キ
リ
ス
ト

教
の
近
代

0

0

護
教
論
の
根
本
形
式
を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
は
教
会
に
よ
っ
て
は
長
ら
く
依
然
と
し
て
十
分
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
利

用
さ
れ
て
も
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
こ
う
す
る
間
に
次
第
に
わ
か
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
人
が
予
感
し
始
め
、
ま
た
言
い
う
る
こ
と

は
、
こ
こ
に
は
近
代
の
内
部
で

0

0

0

、
近
代
的
思
惟
を
手
段
と
し
て
、
だ
が
同
時
に
近
代
に
対
抗
し
て

0

0

0

0

立
つ
一
つ
の
、
だ
が
卓
抜
な

0

0

0

可

能
性
が
キ
リ
ス
ト
教
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
「
真
理
」
を
根
本
尺
度
と
し
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て
確
保
し
、
同
時
に
近
代
に
お
い
て
同
行
す
る
近
代
的
人
間
と
し
て
通
用
し
、
そ
し
て
す
べ
て
の
近
代
的
な
進
歩
を
と
も
に
つ
く

り
、
利
用
す
る
〔
可
能
性
が
キ
リ
ス
ト
教
に
示
さ
れ
て
い
る
〕。（Ibid.

）

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
パ
ス
カ
ル
を
「
近
代
護
教
論
の
根
本
形
式
を
作
り
出
し
た
」
者
、
つ
ま
り
そ
の
実
質
的
な
完
成
者
と
み
な
し
て
い

る
。
そ
れ
は
パ
ス
カ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
保
持
と
近
代
理
性
の
運
用
の
両
立
を
模
索
し
可
能
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
）
11
（
い
。
で
は
こ
の
と
き
、
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
パ
ス
カ
ル
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
と
な
る
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
以
下
の
よ
う
に

続
け
る
。

　

も
ち
ろ
ん
パ
ス
カ
ル
を
通
じ
て
デ
カ
ル
ト
は
決
し
て
超
克
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
た
し
か
に
デ
カ
ル
ト
は
信
仰
に
適
合
せ
し
め

ら
れ
、
逆
に
信
仰
心
は
近
代
的
に
な
る
。（Ibid., 344

）

　

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
パ
ス
カ
ル
は
デ
カ
ル
ト
を
超
克
し
て
い
な
い
」
と
い
う
同
様
の
評
価
は
、
一
九
四
〇
年
講
義
で
も
見

ら
れ
、
そ
こ
に
パ
ス
カ
ル
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
的
な
優
位
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
こ
の
同
じ
局
面
に
お
い

て
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
積
極
的
な
意
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
語
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
パ
ス
カ
ル
に
よ
っ
て
「
デ
カ
ル
ト
」

が
、
つ
ま
り
は
、
近
代
合
理
主
義
的
な
世
界
観
が
「
信
仰
に
適
合
せ
し
め
ら
れ
」
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
「
信
仰
心
が

近
代
的
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
引
用
か
ら
お
よ
そ
一
年
後
の
一
九
三
九
年
頃
に
記
さ
れ
た
「
黒

ノ
ー
ト
」（「
考
察
Ⅻ
」
断
片
一
八
）
の
な
か
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
神
の
存
在
証
明
」
に
触
れ
つ
つ
、
こ
の

問
題
に
か
か
わ
る
発
言
を
し
て
い
る
。
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だ
が
こ
の
証
明
〔
神
の
存
在
証
明
〕
に
お
い
て
決
定
的
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
神
信
仰
が
、
必
要
と
さ
れ
る
有
益
な
何
か
と
し
て

確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
パ
ス
カ
ル
は
決
し
て
デ
カ
ル
ト
の
反
対
者
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
根
本
的
な
立

場
に
お
い
て
す
で
に
と
も
に
要
求
さ
れ
て
い
た
、
明
ら
か
な
補
完
で
あ
る
。（G

A96, 39

）

　

こ
の
文
章
は
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
が
近
代
合
理
主
義
の
「
不
可
避
的
な
帰
結
」
で
あ
る
と
論
じ
た
箇
所
に
記
さ
れ
て
い
る

（vgl. ibid., 38f.

）。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、「
神
の
存
在
証
明
」
を
行
う
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
「
神
信
仰
」
が
な
お
も
「
必
要
と
さ

れ
る
有
益
な
何
か
」、
つ
ま
り
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
合
理
的
な
必
然
性
を
も
つ
と
指
摘
し
、
パ
ス
カ
ル
が
そ
れ
を
「
補
完
」
し

た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
一
見
、
パ
ス
カ
ル
本
人
が
「
私
は
デ
カ
ル
ト
を
許
せ
な
い
。
彼
は
そ
の
全
哲
学
の
な
か
で
、
で
き
る

こ
と
な
ら
神
な
し
で
す
ま
せ
た
い
も
の
だ
と
、
き
っ
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
）
12
（

う
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
食
い
違
う
よ
う
に
見
え
る
。
お

そ
ら
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
パ
ス
カ
ル
の
こ
の
有
名
な
言
葉
を
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
拒
絶
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
見
ら
れ
る
不
備
を

指
摘
し
、
そ
れ
を
パ
ス
カ
ル
自
身
の
思
索
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け
る
も
の
と
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
に
見
出

し
た
不
備
と
は
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
見
落
と
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
神
へ
の
信
仰
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
パ
ス

カ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
の
存
在
は
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
理
性
の
推
論
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
信
仰
を
通
じ
て

初
め
て
「
直
感
」
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
）
13
（
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ス
カ
ル
が
信
仰
心
と
い
う
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
欠
け
て
い
た
も
の
を
補
完
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
近
代
的
世
界
観
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
適
合
す
る
も
の
と
な
り
、
逆
に
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
は
近
代
的
に
な
）
14
（
る
。
要
す
る
に
、「
パ
ス
カ
ル
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
」（G

A95, 346

）
の
で

あ
る
。

　

と
は
い
え
パ
ス
カ
ル
が
あ
く
ま
で
デ
カ
ル
ト
の
補
完
を
担
う
以
上
、
パ
ス
カ
ル
の
信
仰
も
や
は
り
理
性
が
必
要
と
す
る
何
か
、
つ
ま
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り
は
合
理
的
に
要
請
さ
れ
た
有
益
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
パ
ス
カ
ル
の
信
仰
す
る
神
は
ど
こ
ま
で
も
「
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
」
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
的
な
理
神
論
の
神
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
者
の
神
」
で
は
な
）
15
（
い
。
そ
れ
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

は
、
パ
ス
カ
ル
に
お
い
て
「
理
性
が
信
仰
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
事
態
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
。
有
名
な
「
心
情
の
論
理
」
に
触

れ
た
「
黒
ノ
ー
ト
」
で
の
以
下
の
指
摘
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
解
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

「
心
情
の
論
理
」
は
、（「
主
観
」
と
し
て
の
）
近
代
的
人
間
形
態
に
と
っ
て
本
質
的
な
「
体
験

0

0

」
の
肯
定
を
容
認
し
、
し
か
も
そ
れ

は
「
数
学
的
な
も
の
」、
し
た
が
っ
て
形
而
上
学
的
な
意
味
で
の
「
技
術
」
の
肯
定
と
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
両
者
を
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
心
か
ら
、
こ
の
信
仰
心
の
う
ち
で
容
認
し
て
い
る
。（Ibid., 344

）

　

パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
「
心
情
の
論
理
」
と
は
、
神
の
恩
寵
を
感
得
す
る
「
愛
の
秩
序
」
に
属
し
、
通
常
は
数
学
的
・
物
理
学
的
な

「
理
性
の
論
理
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
こ
で
、
両
者
を
対
立
す
る
も
の
と
は
見
て
い

な
い
。
む
し
ろ
心
情
の
論
理
が
担
う
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
心
」
の
な
か
で
、「
数
学
的
な
も
の
」
や
「
技
術
」
と
い
っ
た
理

性
的
な
も
の
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
も
「
理
性
が
信
仰
を
必
要
と
す
る
」
と
さ
れ
る
理
由
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
引
用
の
な
か
で
「
体
験
」
が
近
代
的
な
主
観
に
と
っ
て
本
質
的
と
さ
れ
、
さ

ら
に
こ
の
体
験
の
肯
定
を
心
情
の
論
理
が
「
容
認
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
体
験
」
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
感
情
の
享
受
」
に
お
い
て
同
時
に
「
自
分
を
感
じ
）
16
（
る
」
と
い
う
人
間
の
特
殊
な
あ
り
方
を
意
味
し
、
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
す
で
に
「
基

体
」
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
は
「
主
観
性
」
が
内
包
さ
れ
て
い
る
（vgl. ibid., 149

）。
そ
れ
ゆ
え
心
情
の
論
理
が
こ
う
し

た
体
験
を
容
認
し
肯
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
う
ち
で
、
近
代
的
な
主
観
性
、
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠
し
た
科
学
技
術
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的
な
営
為
の
す
べ
て
が
統
一
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
な
か
で
人
間
の
理
性
と
近

代
的
世
界
観
は
排
除
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
神
へ
の
信
仰
と
い
う
、
コ
ギ
ト
よ
り
も
あ
る
意
味
で
一
層
「
絶
対
確
実
な
基
礎
」

の
も
と
で
肯
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
ま
た
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
も
「
理
性
が
信
仰
を
必
要
と
す
る
」
と
言
わ

れ
る
の
は
、
こ
の
基
礎
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
信
仰
に
基
づ
か
な
い
コ
ギ
ト
は
、
依
然
と
し
て
不
確
実
な
ま
ま

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
こ
に
、
理
性
を
信
仰
へ
服
従
さ
せ
よ
う
と
す
る
パ
ス
カ
ル
護
教
論
の
核
心
を
見
て
い
る
。
こ
う
し
た
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
パ
ス
カ
ル
解
釈
は
、
パ
ス
カ
ル
自
身
が
デ
カ
ル
ト
を
「
無
益
で
不
確
実
」
と
断
）
17
（
じ
、
神
の
恩
寵
の
う
ち
に
真
の
「
確
実

性
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
）
18
（
も
、
一
定
の
正
当
性
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

パ
ス
カ
ル
の
存
在
史
的
意
義

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
黒
ノ
ー
ト
」
の
パ
ス
カ
ル
論
は
一
九
四
〇
年
講
義
と
同
じ
く
デ
カ
ル
ト
と
の
関
係
を
軸
に
展
開
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
パ
ス
カ
ル
の
立
場
は
、
一
九
四
〇
年
講
義
で
は
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
哲
学
的
な
誤
解
と
し
て
消
極
的
に
語

ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、「
黒
ノ
ー
ト
」
で
は
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
護
教
論
的
な
補
完
と
し
て
積
極
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
両
者
の
違
い
は
し
か
し
対
立
や
矛
盾
で
は
な
く
、
事
柄
を
哲
学
的
に
見
る
の
か
、
あ
る
い
は
宗
教
的
に
見
る
の
か
と
い
う
解

釈
上
の
視
点
の
違
い
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
方
は
決
し
て
一

面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
重
層
的
あ
る
い
は
複
眼
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
存
在
の
思
索
に
と
っ
て
、

こ
の
よ
う
に
多
面
的
に
解
釈
さ
れ
た
パ
ス
カ
ル
の
思
想
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
。
本
論
文
は
最
後
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
。

そ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
指
摘
が
、「
黒
ノ
ー
ト
」
の
先
ほ
ど
の
「
心
情
の
論
理
」
へ
の
言
及
に
続
け
て
な
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
ゆ
え
パ
ス
カ
ル
の
「
秩
序
」
は
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
た
デ
カ
ル
ト
主
義
の
最
深
の
救
援

0

0

で
あ
り
、
文
化
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ

た
近
代
の
き
わ
め
て
厄
介
な
肯
定
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

何
よ
り
も
、
近
代
と
そ
の
歴
史
的
な
諸
根
拠
の
超
克
の
あ
ら
ゆ

る
思
索
的
な
敢
行
を
前
に
し
た
最
も
決
定
的
な
回
避
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
パ
ス
カ
ル
主
義
の
史
学
的
な

0

0

0

0

引
き
受
け
に
お
い
て
、

あ
ら
ゆ
る
思
索
的
な
問
い
に
対
し
長
ら
く
な
さ
れ
て
き
た
拒
絶
が
、
信
仰
と
い
う
精
神
的
な
防
御
の
最
高
の
形
式
の
背
後
に
、
そ

の
最
も
確
か
な
庇
護
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。（G

A95, 344

）

　
「
デ
カ
ル
ト
主
義
の
最
深
の
救
援
」
と
は
、
パ
ス
カ
ル
を
通
じ
て
近
代
的
世
界
観
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
こ
に
、「
近
代
の
き
わ
め
て
厄
介
な
肯
定
」
が
あ
る

と
言
う
。「
厄
介
さ
」
と
は
、
一
九
四
〇
年
講
義
で
も
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
第
一
義
的
に
は
敵
対
者
の
支
配
圏
域
に
「
巻
き
込
ま
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
態
、
具
体
的
に
は
、
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
批
判
を
通
じ
て
、
逆
に
デ
カ
ル
ト
主
義
を
補
強
し
、
肯
定

し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、「
近
代
と
そ
の
歴
史
的
な
諸
根
拠
の
超
克
の
〔
…
…
〕
最
も
決

定
的
な
回
避
」
を
指
摘
す
る
。
こ
の
発
言
は
一
見
、
一
九
四
〇
年
講
義
で
言
わ
れ
て
い
た
パ
ス
カ
ル
の
誤
解
、
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
に
対

す
る
哲
学
的
な
無
理
解
と
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
も
パ
ス
カ
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
の
切
り
開
い
た
「
形
而
上
学
の
本
来
的
な
問

題
領
域
と
決
定
的
な
圏
域
を
回
避
し
て
い
る
」（G

A48, 228
）
と
同
様
の
言
い
方
が
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
の
強
調
点
は
、
パ
ス

カ
ル
よ
り
も
デ
カ
ル
ト
の
方
が
哲
学
的
に
根
源
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
パ
ス
カ
ル
の

護
教
論
を
通
じ
て
、「
近
代
と
そ
の
歴
史
的
な
諸
根
拠
の
超
克
」
の
可
能
性
が
決
定
的
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
試
み
は
、
ま
さ
し
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
い
わ
ゆ
る
存
在
史
的
な
思
索
が
担
う
課
題
に
属
す
る
か
ら
、

こ
の
指
摘
は
端
的
に
言
っ
て
、
パ
ス
カ
ル
が
本
来
的
に
思
索
す
べ
き
も
の
、
要
す
る
に
存
在
の
問
い
を
、
信
仰
と
い
う
「
精
神
的
な
防
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御
の
最
高
の
形
式
」
で
も
っ
て
、
最
高
度
に
隠
蔽
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
記
述
か
ら
八
年
後
の
一
九
四
六
年
頃
の

「
黒
ノ
ー
ト
」（「
注
釈
Ⅲ
」）
で
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
再
度
「
心
情
の
論
理
」
に
触
れ
つ
つ
、
こ
の
点
を
よ
り
率
直
に
語
っ
て
い
る
。

「
心
情
の
論
理
」。
─
パ
ス
カ
ル
が
こ
の
名
称
で
思
念
し
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
決
定
的
な
領
域
を
も
準
備
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
困
惑
と
逃
げ
口
上
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
人
は
、
到
来
す
る
洪
水
の
氾
濫
の
か
た
わ
ら
に
、
な
お
移
住
し
よ
う
と
試
み

る
。「
心
情
の
論
理
」
へ
の
回
避
に
「
理
性
の
論
理
」
の
教
義
的
な
引
き
受
け
が
対
応
す
る
。
ま
る
で
「
論
理
」
と
「
理
性
」、
ラ

チ
オ
と
テ
オ
ー
リ
ア
が
天
空
か
ら
ど
こ
か
に
落
ち
て
き
た
た
め
、
盲
目
的
に
「
卓
抜
な
」
真
理
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
の
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
い
ま
だ
に
誰
も
そ
れ
ら
の
本
質
的
な
由
来
を
少
し
も
問
い
求
め
て
お
ら
ず
、
い
わ
ん
や
経
験
し
て

も
い
な
い
の
だ
か
ら
。（G

A97, 238
）

　

こ
の
記
述
の
前
後
の
文
章
か
ら
判
断
し
て
、
こ
こ
で
の
「
決
定
的
な
領
域
」
と
は
、
も
は
や
形
而
上
学
の
領
域
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
形
而
上
学
の
超
克
」
が
遂
行
さ
れ
る
領
域
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
こ
に
「
思
索
す
べ
き
も
の
の
到
来
」、
つ
ま
り
存
在
の
生
起

を
見
て
い
る
（vgl. ibid., 236, 239f.

）。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
パ
ス
カ
ル
は
こ
う
し
た
存
在
史
的
な
領
域
を
準
備
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
の
代
り
に
な
さ
れ
る
の
が
、
心
情
の
論
理
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
回
避
」
と
、
そ
れ
に
「
対
応
」
し
た
（
つ
ま
り
は
依
拠

し
た
）
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
理
性
の
論
理
の
「
教
義
的
な
引
き
受
け
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
先
ほ
ど
「
最
も
決
定
的
な
回
避
」
と

呼
ば
れ
た
事
態
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
パ
ス
カ
ル
の
護
教
論
は
、
他
の
近
代
形
而
上
学
と
並

ぶ
、
い
や
信
仰
と
い
う
絶
対
的
な
も
の
に
裏
打
ち
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
ら
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
で
、「
最
も
決
定
的
な
」

存
在
忘
却
の
歴
史
的
形
態
な
の
で
あ
る
。
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そ
う
す
る
と
パ
ス
カ
ル
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
史
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
至
る
西

洋
哲
学
・
形
而
上
学
の
存
在
忘
却
の
歴
史
の
た
ん
な
る
一
齣
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

本
論
文
の
冒
頭
で
触
れ
た
パ
ス
カ
ル
と
の
思
想
的
な
近
さ
や
、
パ
ス
カ
ル
へ
の
思
い
入
れ
を
示
す
証
言
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
パ
ス
カ
ル
論
を
辿
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
行
き
止
ま
り
に
ぶ
つ
か
る
。
だ
が
上
の
引
用
に
続
い
て
な
さ
れ

た
以
下
の
記
述
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
パ
ス
カ
ル
論
に
さ
ら
な
る
奥
行
き
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、「
論
理
」
の
二
つ
の
あ
り
方
の
区
別
に
お
い
て
、
あ
る
本
質
的
な
痕
跡
の
予
感
が
存
し
て
お
り
、
そ
の
痕

跡
は
、
ほ
と
ん
ど
見
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
す
で
に
ふ
た
た
び
見
捨
て
ら
れ
て
も
い
る
。
／
心
情
の
「
論
理
」
─
わ
れ
わ

れ
は
両
者
を
始
源
的
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
心
情
」
と
は
存
在
に
お
い
て
性
起
し
た
、
存
在
の
静
け
さ
の
響
き
の
反
┣
響
で
あ

る
。
／「
論
理
」
と
は
「
存
在
」
が
そ
の
本
質
の
う
ち
へ
集
ま
る
仕
方
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
の
事
柄
は
言
表
や
、
ロ
ゴ
ス
を
表
象
し
説

明
す
る
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
す
ら
関
係
な
い
。
／「
心
情
の
論
理
」、
す
な
わ
ち
響
き
へ
聴
き
入
る
こ
と
に
基
づ
く
助
言
の
推
測
の

情
緒
に
お
い
て
、
存
在
の
反
┣
響
が
集
ま
る
仕
方
。
／（
こ
れ
ら
は
す
べ
て
性
起
に
お
け
る
気
づ
き
か
ら
は
じ
め
て
思
索
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）。（Ibid., 238　

こ
こ
で
の
「
存
在
」
はS

eyn
）

　

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
パ
ス
カ
ル
の
思
想
の
う
ち
に
、
形
而
上
学
と
も
キ
リ
ス
ト
教
護
教
論
と
も
異
な
る
思
索
の
積
極
的
な
可
能
性

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
ず
、
パ
ス
カ
ル
が
設
定
し
た
心
情
の
論
理
と
理
性
の
論
理
の
「
区
別
」
の
う
ち
に
、「
あ
る

本
質
的
な
痕
跡
の
予
感
」
を
見
る
。
そ
し
て
、「
理
性
」
と
「
論
理
」
が
と
も
に
ギ
リ
シ
ア
の
「
ロ
ゴ
ス
」
に
由
来
す
る
こ
と
を
踏
ま
え

つ
つ
、「
心
情
の
「
論
理
」」
と
い
う
言
い
回
し
の
う
ち
に
、
こ
の
二
つ
の
論
理
を
た
た
み
込
む
。
そ
の
う
え
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
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こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
心
情
の
論
理
に
関
す
る
「
始
源
的
」
な
解
釈
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
に
は
、「
性
起
」
や
「
存
在

の
静
け
さ
の
響
き
」、
あ
る
い
は
「
集
ま
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
ロ
ゴ
ス
」
と
い
っ
た
こ
の
時
期
に
特
有
の
難
解
な
概
念
が
用
い
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
論
じ
る
余
裕
は
な
い
）
19
（
が
、
こ
う
し
た
解
釈
が
存
在
史
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
パ
ス
カ
ル
の
思
想
を
単
に
存
在
忘
却
と
し
て
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
存
在
の
始
源
的
な
次
元
に
ま

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
届
き
う
る

0

0

0

0

0

思
索
の
可
能
性
を
も
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
以
外
の
思

想
家
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
高
い
」
評
価
を
し
て
い
る
例
は
珍
し
い
。

　

だ
が
こ
の
試
み
は
、
連
続
す
る
改
行
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、「
痕
跡
の
予
感
」
と
い
う
き
わ
め
て
不
明
瞭
な
も
の
を
手
が
か
り
に
し

た
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
既
刊
の
「
黒
ノ
ー
ト
」
に
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
こ
れ
以
上
の
言
及
は

見
ら
れ
な
い
。
は
た
し
て
パ
ス
カ
ル
に
対
す
る
存
在
史
的
解
釈
は
、
こ
れ
以
後
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
の
か
。
あ
る
い
は
結
局
の

と
こ
ろ
う
ま
く
い
か
ず
、
こ
こ
で
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
「
黒
ノ
ー
ト
」
の
刊
行
を
ま
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
）
20
（
い
。

む
す
び
に
か
え
て

　

本
論
文
は
、
一
九
四
〇
年
講
義
と
一
九
三
八
年
以
降
の
「
黒
ノ
ー
ト
」
を
も
と
に
、
従
来
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
パ
ス
カ
ル
論
を
見
て
き
た
。
両
者
と
も
に
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
の
関
係
が
軸
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
一
致
し
て
い
る
。
だ
が

パ
ス
カ
ル
の
思
想
は
、
前
者
で
は
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
哲
学
的
な
誤
解
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
護
教

論
的
な
補
完
の
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
語
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
パ
ス
カ
ル
論
は
、
同
じ
場
面
を
問
題
に
し
て
い
る
に

も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
強
調
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
パ
ス
カ
ル
の
近
代
護
教
論
が
存
在
の
問
い
を
決
定
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的
に
回
避
し
て
い
る
と
し
、
自
身
の
依
拠
す
る
存
在
史
的
な
立
場
か
ら
批
判
す
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
パ
ス
カ
ル
の
思
想
の
う

ち
に
存
在
の
思
索
に
か
か
わ
る
積
極
的
な
意
義
を
も
見
出
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
こ
で
語
ら
れ
た
「
あ
る
本
質
的
な
痕
跡
の
予
感
」
に

つ
い
て
は
、
文
字
通
り
「
予
感
」
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
瞭
で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
パ
ス
カ
ル
の
思
想
は
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
的
な
誤
解
で
あ
る
と
と
も
に
護
教
論
的
な
補
完
で
あ
り
、
そ
し
て
ま

た
、
存
在
忘
却
で
あ
る
と
同
時
に
存
在
の
痕
跡
を
予
感
さ
せ
う
る
も
の
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
解
釈
の
多
面
性
そ
の
も
の
が
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
受
け
と
め
た
パ
ス
カ
ル
の
思
想
的
な
豊
か
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
付
言
す
る
な
ら
、
本
論
文
で
見
て
き
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
パ
ス
カ
ル
論
は
、「
黒
ノ
ー
ト
」
で
展
開
さ
れ
た
思
索
と
信
仰
、
哲

学
と
宗
教
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
考
察
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
批
判

0

0

0

0

0

0

0

の
文
脈
に
即
し
て
あ
ら
た
め
て
捉

え
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
も
あ
る
。
本
論
文
で
は
詳
論
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
「
黒
ノ
ー
ト
」
を
貫
く
中
心
的
な

テ
ー
マ
の
一
つ
と
言
え
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
独
特
な
神
の
問
題

0

0

0

0

も
含
ま
れ
）
21
（

る
。
本
論
文
で
取
り
組
ん
で
き
た
パ
ス
カ

ル
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
知
ら
れ
ざ
る
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
宗
教
┣
哲
学
的
」
な
思
索
の
一
端
と
み
な
す

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
背
景
に
照
ら
し
た
場
合
、
パ
ス
カ
ル
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

﹇
凡
例
﹈

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
（M

artin H
eidegger, G

esam
tausgabe, Frankfurt a. M

.: V. K
losterm

ann, 1975ff.

）
か
ら
の
引
用
は
（
略
号
、
頁
数
）
で
示
し

た
。
引
用
文
中
に
お
け
る
強
調
お
よ
び
（　

）
内
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
傍
線
と
改
行
を
示
す
／
お
よ
び
〔　

〕
内
の
補
足
は
引
用
者
に
よ
る
。

略
号
は
以
下
の
と
お
り
。

G
A2 Sein und Z

eit, 1977
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G

A5 H
olzw

ege, 1977
G

A8 W
as heißt D

enken?, 2002
G

A20 P
rolegom

ena zur G
eschichte des Z

eitbegriffs, 1994, 1. A
ufl., 1979

G
A21 L

ogik. D
ie F

rage nach der W
ahrheit, 1976

G
A26 M

etaphysische A
nfangsgründe der L

ogik. Im
 A

usgang von L
eibniz, 1990, 1. A

ufl., 1978
G

A42 Schelling: Vom
 W

esen der m
enschlichen F

reiheit (1809), 1988
G

A48 N
ietzsche: D

er europäische N
ihilism

us, 1986
G

A61 P
hänom

enologische Interpretationen zu A
ristoteles. E

inführung in die phänom
enologische Forschung, 1994, 1. A

ufl., 1985
G

A95 Ü
berlegungen V

II‒X
I (Schw

arze H
efte 1938/39), 2014

G
A96 Ü

berlegungen X
II‒X

V
 (Schw

arze H
efte 1939‒1941), 2014

G
A97 A

nm
erkungen I‒V

 (Schw
arze H

efte 1942‒1948), 2015

註（１
） 

た
と
え
ば
、
野
田
又
夫
『
パ
ス
カ
ル
』
岩
波
新
書
、
一
九
五
三
年
、
一
一
頁
以
下
、
お
よ
び
茂
牧
人
「
ル
タ
ー
、
パ
ス
カ
ル
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

〈
形
而
上
学
の
超
克
〉
の
モ
チ
ー
フ
」
秋
富
克
哉
／
安
部
浩
／
古
荘
真
敬
／
森
一
郎
編
『
続
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
読
本
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六

年
、
六
四
頁
以
下
参
照
。V

gl. M
atthias Jung, D

as D
enken des Seins und der G

laube an G
ott. Z

um
 Verhältnis von P

hilosophie und 

T
heologie bei M

artin H
eidegger, W

ürzburg: K
önigshausen u. N

eum
ann, 1990, S

. 182f.

（
２
） 

桝
田
啓
三
郎
「
解
説
」
三
木
清
『
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
人
間
の
研
究
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
二
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
３
） 

V
gl. H

einrich W
iegand Petzet, A

uf einen Stern zugehen. B
egegnungen und G

espräche m
it M

artin H
eidegger 1929‒1976, Frankfurt 

a. M
.: S

ocietäts-V
erlag, 1983, S

. 90.

（
４
） 

V
gl. G

ünter N
eske, „N

achw
ort des H

erausgebers “, in E
rinnerung an M

artin H
eidegger, P

fullingen: G
ünter N

eske V
erlag, 1977, S

. 300, 
304.

（
５
） 

V
gl. G

A2, 5 A
nm

. 4, 185; G
A20, 181, 223; G

A21, 77; G
A26, 63, 169; G

A61, 93 usw
.

（
６
） 

「
黒
ノ
ー
ト
」
と
は
一
九
三
一
年
秋
か
ら
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
黒
い
表
紙
」
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
密
か
に
書
き
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綴
っ
て
い
た
思
索
日
記
の
総
称
で
あ
る
。
現
在
マ
ー
ル
バ
ッ
ハ
の
ド
イ
ツ
文
学
館
に
三
四
冊
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
九
三
一
年
か
ら

一
九
四
一
年
ま
で
の
一
四
冊
が
ま
ず
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
九
四
巻
、
第
九
五
巻
、
第
九
六
巻
と
し
て
二
〇
一
四
年
三
月
に
ク
ロ
ス
タ
ー
マ
ン
社

か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
翌
二
〇
一
五
年
二
月
に
は
、
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
八
年
に
か
け
て
の
九
冊
が
全
集
第
九
七
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
黒
ノ
ー
ト
」
の
刊
行
と
同
時
に
、
そ
の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
（
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
）
に
関
す
る
文
言
が
い
わ
ゆ
る
「
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
物
議
を
醸
し
て
い
る
（vgl. Peter T

raw
ny, H

eidegger und der M
ythos der 

jüdischen W
eltverschörung, Frankfurt a. M

.: V
ittorio K

losterm
ann, 2014; Peter T

raw
ny, A

ndrew
 J. M

itchell (hrsg.), H
eidegger, die Juden, 

noch einm
al, Frankfurt a. M

.: V. K
losterm

ann, 2015; Joseph C
ohen, R

aphael Z
agury-O

rly(éd.), « H
eidegger et « L

es Juifs » », in L
a 

R
ègle du Jeu, N

O. 58/59, Paris, 2015

）。
筆
者
は
「
黒
ノ
ー
ト
」
の
ユ
ダ
ヤ
論
の
背
景
に
、
ユ
ダ
ヤ
┣
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
あ
る
種
の
宗
教
批

判
が
あ
る
と
見
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
本
論
文
で
は
取
り
組
め
な
い
。「
黒
ノ
ー
ト
」
に
は
こ
れ
以
外
に
も
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
数
多

く
の
論
点
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
丁
寧
に
概
括
し
た
も
の
と
し
て
以
下
の
ヴ
ィ
ル
ツ
の
研
究
が
有
益
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
ヴ
ィ
ル
ツ
、

田
鍋
良
臣
訳
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
「
黒
ノ
ー
ト
」
の
位
置
価
」『
文
明
と
哲
学
』
第
七
号
、
日
独
文
化
研
究
所
編
、
二
〇
一
五
年
、
二
〇
七
┣
二
二
三

頁
。

（
７
） 

パ
ス
カ
ル
は
「
幾
何
学
の
精
神
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
関
連
づ
け
て
い
る
（
パ
ス
カ
ル
、
田

辺
保
訳
「
幾
何
学
の
精
神
に
つ
い
て
」『
パ
ス
カ
ル
著
作
集
Ⅰ
』
教
文
館
、
一
九
八
〇
年
、
二
二
九
頁
参
照
）。
な
お
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
引
用
文
中

で
補
足
し
て
い
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
三
位
一
体
論
』
第
十
巻
第
十
章
に
は
、「
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
こ
と
を
疑
う
人
も
精
神
の
こ
の
す
べ
て
の

働
き
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
の
精
神
の
働
き
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
何
も
の
に
つ
い
て
も
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
」（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
、
中
沢
宣
夫
訳
『
三
位
一
体
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
二
八
九
頁
）
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
方
法
的
懐
疑
を
通
じ

て
デ
カ
ル
ト
が
「
発
見
」
し
た
と
さ
れ
る
コ
ギ
ト
・
ス
ム
と
の
類
似
性
を
確
認
で
き
る
。

（
８
） 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
パ
ン
セ
』
か
ら
引
用
す
る
際
、
書
誌
情
報
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
断
章
番
号
か
ら
判
断
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ク
版
を
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
『
存
在
と
時
間
』
で
も
同
版
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（vgl. G

A2, 5 A
nm

. 4

）。

（
９
） 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
た
、
人
間
を
「
無
限
と
虚
無
」
と
い
う
「
二
つ
の
深
淵
」
の
中
間
に
位
置
づ
け
た
パ
ス
カ
ル
の
「
中
間
者
」
の
思
想
も
、
デ

カ
ル
ト
に
由
来
す
る
と
見
て
い
る
（vgl. G

A48, 263

）。

（
10
） 

パ
ス
カ
ル
、
前
田
陽
一
／
由
木
康
訳
『
パ
ン
セ
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
三
年
、
二
二
五
頁
以
下
参
照
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は
『
パ
ン
セ
』

と
し
、
頁
数
の
み
記
す
。

（
11
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
一
九
三
六
年
夏
学
期
講
義
で
の
以
下
指
摘
も
参
照
。「
パ
ス
カ
ル
の
よ
う
な
思
想
家
や
人
々
は
も
う
一
度
、
純
粋
な
思
惟
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と
純
粋
な
信
仰
の
両
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根
源
性
と
先
鋭
さ
の
う
ち
で
、
同
時
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
堅
持
し
よ
う
と
試
み
る
」（G

A42, 
54

）。

（
12
） 
『
パ
ン
セ
』、
五
六
頁
。

（
13
） 
パ
ス
カ
ル
、
田
辺
保
訳
「
メ
モ
リ
ア
ル
」『
パ
ス
カ
ル
著
作
集
Ⅰ
』
教
文
館
、
一
九
八
〇
年
、
一
六
〇
頁
参
照
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は
「
メ

モ
リ
ア
ル
」
と
し
、
頁
数
の
み
記
す
。
な
お
「
直
感
」
の
原
語
はsentim

ent

で
あ
る
（cf. B

laise Pascal, « L
e M

ém
orial », in Œ

uvres 

C
om

plètes III, Jean M
esnard (èd.), Paris: D

esclèe de B
rouw

er, 1991, p. 50

）。
同
様
の
思
想
は
『
パ
ン
セ
』
二
七
八
番
に
も
見
ら
れ
る
（『
パ

ン
セ
』、
一
八
七
頁
参
照
）。

（
14
） 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
近
代
的
世
界
観
と
の
こ
う
し
た
相
互
補
完
関
係
は
、
同
時
期
の
講
演
「
世
界
像
の
時
代
」（
一
九
三
八
年
）
に
お
い
て
語
ら

れ
た
、
近
代
を
特
徴
づ
け
る
「
世
界
像
の
キ
リ
ス
ト
教
化
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
近
代
的
世
界
観
化
」
の
背
景
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（vgl. G
A5, 76

）。

（
15
） 

「
メ
モ
リ
ア
ル
」、
一
六
〇
頁
参
照
。

（
16
） 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
「
自
分
を
感
じ
る
こ
と
」
が
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
「
コ
ギ
タ
チ
オ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
「
意
識
」
の
本
質
で
あ
る
と
も

指
摘
し
て
い
る
（vgl. G

A95, 151
）。

（
17
） 

『
パ
ン
セ
』、
五
六
頁
。

（
18
） 

「
メ
モ
リ
ア
ル
」、
一
六
〇
頁
参
照
。
な
お
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
し
ば
し
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
「
確
実
性
と
し
て
の
真
理
」
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

啓
示
真
理
と
し
て
の
「
救
済
の
確
実
性
」
に
由
来
す
る
と
述
べ
て
い
る
（vgl. G

A5, 107; 244f.

）。
パ
ス
カ
ル
が
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
よ
り
も

さ
ら
に
確
実
な
真
理
を
神
の
恩
寵
に
見
る
か
ぎ
り
、
こ
の
こ
と
は
救
済
の
確
実
性
の
近
代
的
な
取
り
返
し
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。

（
19
） 

こ
れ
ら
の
独
特
な
概
念
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
辻
村
公
一
／
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
『
道
標　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
九
巻
』

創
文
社
、
一
九
八
五
年
の
巻
末
に
つ
け
ら
れ
た
「
訳
語
解
説
」、
お
よ
び
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
大
橋
良
介
／
秋
富
克
哉
／
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー

訳
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
（
性
起
か
ら
〔
生
起
に
つ
い
て
〕）　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
六
五
巻
』
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
の
巻
末
に
つ
け
ら
れ
た

「
訳
語
表
」
で
の
解
説
を
参
照
に
さ
れ
た
い
。

（
20
） 

こ
の
引
用
文
と
同
時
期
の
講
演
「
詩
人
は
何
の
た
め
に
」（
一
九
四
六
年
）
で
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
に
パ
ス
カ
ル
の
心
情
の
論
理

に
つ
い
て
触
れ
、
理
性
の
論
理
に
対
す
る
そ
の
積
極
的
な
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。「
デ
カ
ル
ト
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
パ
ス
カ
ル
は
計
算
的
な
理

性
の
論
理
に
対
し
て
心
情
の
論
理
を
発
見
し
て
い
る
。
心
情
空
間
の
内
的
で
見
え
な
い
も
の
は
、
計
算
的
な
表
象
の
内
的
な
も
の
よ
り
も
内
的
で
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あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
層
見
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
制
作
可
能
な
諸
対
象
の
領
域
よ
り
も
一
層
遠
く
に
達
す
る
。
心
情
と
い
う
見
え
な
い

最
内
奥
の
も
の
の
な
か
で
、
人
間
は
は
じ
め
て
愛
す
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
先
祖
、
死
者
、
幼
児
期
、
将
来
の
人
々
に
心
を
傾
け
る
」（G

A5, 306

）。

さ
ら
に
一
九
五
二
年
夏
学
期
講
義
で
は
「〔
中
高
ド
イ
ツ
語
の
〕「G

edanc

」
と
い
う
始
源
的
に
言
う
語
の
意
味
で
の
思
索
は
、
パ
ス
カ
ル
が
後
の

数
世
紀
に
す
で
に
数
学
的
思
考
に
抗
し
て
取
り
戻
そ
う
と
試
み
た
心
情
の
か
の
思
惟
よ
り
も
、
お
よ
そ
根
源
的
で
あ
る
」（G

A8, 143

）
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
存
在
史
的
な
パ
ス
カ
ル
解
釈
の
展
開
を
見
極
め
る
う
え
で
、
示
唆
に
富
む
。

（
21
） 

「
黒
ノ
ー
ト
」
に
お
け
る
神
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
に
さ
れ
た
い
。
田
鍋
良
臣
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
「
黒
ノ
ー
ト
」
の
研
究

─
「
考
察
Ⅱ
┣
Ⅵ
」
を
中
心
に
─
」『
哲
學
論
集
』
第
六
二
号
、
大
谷
大
学
哲
学
会
編
、
二
〇
一
六
年
、
一
┣
二
〇
頁
、
と
く
に
一
四
頁
以
下
。
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