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そ

の

存
在
そ
の

も
の

は

永
久
不
変
の

も
の

で

あ
る

。

そ
し

て

日

本
に

お
い

て

は
、

お

互
い

に
相
争
う
た
め

に

「

立

国
の

大
法
」

が

十
分
に

表
現
さ
れ

て

い

な
い

外
国
と

は

異
な
っ

て
、

天

皇
の

名
の

も
と
に

、

神
話
の

時
代
か

ら

変
わ

ら

ず
「

立
国
の

大
法
」

が

十
分
に

表
現
さ
れ

て

い

る

と

述
べ

ら
れ

る
。

つ

ま

り、

筧
は

「

立

国
の

大
法
」

と
い

う
概
念
を

用
い

る

こ

と
で

、

法
律
や
生

活
の

秩
序
は

す
べ

て

「

立

国
の

大
法
」

の

表
現
で

あ
る

と
し
て

い

る
。

そ

し
て

「

立

国
の

大
法
」

が

十

分
に

表
現
さ

れ

て

い

る

の

は
、

天

皇
が

国
を

治
め
、

国
民
が

普
遍
的

信
仰
と
し

て

天
皇
を

崇
め

て

い

る

か
ら

と

す
る

の

で

あ
る

。

　

筧
の

議
論
は

神
が

か

り
と
さ
れ
、

当
時
に

お
い

て

は

イ
ン

テ

リ

に

は
小

馬
鹿
に

さ
れ

る

議
論
で

あ
っ

た
。

だ
が
、

筧
は

そ
れ

に

も
か

か
わ

ら

ず
帝

国
の

全

体
性
を

包
括
的
に

「

矛
盾
な
く

」

説
明
し
よ

う
と

す
る
。

我
々

に

は
そ
の

説
明
体
系
は

ほ

と
ん

ど
破

綻
し
て

い

る

こ

と
は

明
白
で

あ
る

が
、

一

方
で

筧
の

影
響
は

大
き
な
広
が

り
を

見
せ
て

い

る
。

そ
の

秘

密
は

「

惟

神
の

道
」

の

も
と
に

、

生

命
や

法
と
い

う
さ
ま

ざ
ま
な
全

体
性
を、

天
皇

の

秩
序
の

肯
定
に

む

す
び
つ

け
て

重
ね

合
わ
せ
る

論
法
に

あ
る

の

で

は
な

い

だ
ろ

う
か

。

筧
の

よ

う
な

議
論
が

ど
の

よ

う
な
時
代
状
況
の

中
で

話
さ

れ、

ま
た

ど
の

よ

う
な
効
果
を
も
っ

た
の

か
。

そ
の

内
実
に
迫
る

こ

と

は、

戦
前
に

お

け
る

荒
唐
無

稽
で

神
秘

的
な

政
治
思

想
が

ど
の

よ

う
に

説
か
れ

た
の

か
を

知
る

う
え
で、

重

要
に

な
る

だ
ろ

う
。

前
期
西
田

哲
学
に

お

け
る

「

意
識
」

の

問
題

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

秋
富
　
克

哉

　

西

田
幾
多
郎
の

処
女

作
『

善
の

研

究
』

は
、

「

純
粋
経
験
」

を

唯
一

の

実
在
と

し
て

す
べ

て

を

説
明
し
よ

う
と

す
る

独

創
的
な

試
み

で

あ
る

。

し

か
し

他
方

、

そ
こ

に
一

貫
し
て

用
い

ら
れ
て

い

る

「

意
識
」

の

語
に

は
、

あ
る

種
の

違

和
感
を

覚
え
る

こ

と
も
ま
た

事
実
で

あ
る

。

と

言
う
の

も
、

「

意
識
」

は

近

代
哲
学
の

主

観
性
の

立

場
を

特

徴、
つ

け
る

も
の

で

あ

り、

主

客
の

枠
組
み

を

超
え
る

立

場
を

開
こ

う
と

す
る

姿
勢
と
は

相
容
れ

な
い

よ

う
に

思
わ
れ

る

か

ら

で

あ
る

。

に

も
か
か
わ
ら

ず
「

意
識
」

の

語
を

用

い

ざ
る

を

得
な
か
っ

た

背
景
に

は
、

同
時

代
的

な
哲
学
潮
流
の

う
ち
に

な

お

強
く
働
く

近
代
哲
学
の

主

観
性
の

立
場

、

さ
ら
に

は

独
自
な

歩
み

を

進

め
つ

つ

あ
っ

た

心

理
学
の

立

場
を

受
け
止
め

た

う
え
で

、

自
ら

の

議
論
を

展
開
し

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

と
い

う
事
情
が
あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

状
況

下
、

意
識

理

解
の

深

ま
り
は

実
在
理
解
の

深
ま
り
と

相
俟
っ

て
、

続

く

『

自
覚
に

於
け
る

直
観
と

反
省
』

か
ら

『

意
識
の

問
題
』

、

さ

ら

に

『

芸

術

と

道

徳
』

を

経
て
、

や

が

て

意
識
の

「

場

所
」

的
性
格
の

確
立
に

ま
で

繋

が
っ

て

い

っ

た
。

　
と
こ

ろ

で
、

『
善
の

研
究』

に

お

け
る
意

識
理
解
の

特
色
は、

思

惟、

意
志

、

知
的

直
観
と
い

う
順
に、

純
粋
経

験
の

深
ま

り
が

認
め

ら
れ

る

こ

と
、

ま
た

「

知
情
意
」

と

い

う
表
現
を

用
い

な
が

ら
、

「

情
」

の

独
自

性

が

取
り
出
さ
れ

て

い

な
い

こ

と
で

あ
る

。

さ

ら
に

問
題
点
と
し

て
、

意
志

と

知
的
直
観
に

優
位
を

置
く
立

場
は

、

却
っ

て

思
惟
の

位
置
づ

け
の

低
さ

を

際
立
た
せ

る
。

『

善
の

研
究
』

を
成

り
立
た
せ

る
哲

学
的
知
は、

知
よ

り
も

情
意
が

深
い

こ

と

を
理

解
し

説
明
す
る

知
で

あ
る

は

ず
で

あ
る

。

こ

の

高
次
の

知
の

位
置
づ

け
が

明
ら
か
に

さ
れ

て

い

な
い

と
こ

ろ

に
、

本
書

の

問
題
点
が

残
っ

て

い

る
。

　
こ

の

課
題
に
対
し

、

『

自
覚
に

於
け
る

直
観
と

反
省
』

は
、

一

方
で

主

客
未
分
の

純
粋
経
験
を

「

直
観
」

と

受
け
止
め

直
し
、

他
方
で

高
次
の

思

惟
の

立

場
を

「

反
省
」

と

捉
え

、

両
者
を

繋
ぐ
も
の

を
「

自
覚
」

と

位
置
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づ

け
た
。

「

我
は
我
で

あ
る
」

と

定
式
化
さ

れ

る

自
覚
に

は
、

「

我
は
我
で

あ
る

」

と

い

う
自
己
復
帰
の

反
省
と
、

そ
れ
が
我
で

あ
る

と

い

う
自
己

発

展、

つ

ま
り
「

我
あ
り
」

の

直
観
が
一

つ

に

結
び

付
い

て

い

る
。

本
書
で

注
日
し
た
い

の

は
、

最
後
に

真
実
在
と
し
て

出
さ
れ
て

く
る

「

絶
対
自
由

の

意
志
」

で

あ
る

。

こ

れ
は
、

自
己
否
定
の

復
帰
を
反
省、

自
己
肯
定
の

発
展
を

直
観
と

し
て
、

両
者
の

否
定
即
肯
定
の

「

即
」

に

立

つ

も
の

で

あ

る
。

こ

の

意
志
は

「

自
覚
的

体
系
の

背
後
」

と
さ
れ
る
が
ゆ
え
に、

直

観

と

反
省
を
結
び
つ

け
る

自
覚
の

背
後
と
し
て

、

最
も
深
い

も
の

と

見
な
さ

れ

得
る

で

あ
ろ

う
。

　

し
か
し、

後
に

「

場

所
」

の

立
場
が
成
立
し
た

時
に

西
田
は、

こ

の

書

を
顧
み

て、

意
志
の

根

底
に

直
観
を
考
え
て

い

た

と

語
る

。

す
な
わ
ち、

絶
対
白
由
の

意
志
自
体
が、

既
に

直
観
を
根
底
に

持
つ

も
の

と

し
て

受

け

止
め

直
さ
れ
る
の

で

あ
る

。

回
顧
の

言
葉
を
前

提
し
て

以
前
の

著
作
を

検

討
す
る

こ

と

は、

方
法
的
に

問
題
が
あ
る
が

、

少
な
く
と

も
当
時
の

西
田

が
、

意
識
現

象
と

し
て

の

思

惟
、

意
志

、

直
観
を
め
ぐ
っ

て
、

あ
る
複

雑

な

事
態
の

う
ち
を

動
い

て

い

た

こ

と
は

十
分
に

確
認
で

き
る

。

『

自
覚
に

於
け
る

直
観
と
反
省
』

後
の

『

意
識
の

問
題
』

と

『

芸
術
と

道
徳
』

は、

そ
の

こ

と
を
示
す
も
の

と
し
て

、

従
来
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て

い

な
い

が、

貴
重
な
書
物
で

あ
る

。

い

ず
れ

も、
「

絶
対
自
由
の

意
志
」

の

立

場
を

究

極
と

す
る

前
提
の

も
と

、

前
者
で

は、

心
理
学
の

議
論
を
踏
ま
え
つ

つ
、

特
に

「

感

情
」

の

独
自
性
を

取
り

出
す

姿
勢
が

顕

著
と

な

り、

後
者
で

は
、

「

芸
術
と

道
徳
」

と
い

う
枠
組
み
の

も
と
、

「

感

情
と

意
志
」

あ
る
い

ば
「

美
と
善
」

を
め
ぐ
っ

て
、

さ

ら
に

哲

学
知
の

「

真
」

と

の

関
係
を

含

め
、

真
善
美
あ
る
い

は

知
情
意
の

全

体
に

考
察
が
拡
が
っ

て

い

る
。

芸
術

と

道
徳
を
と
も
に

純
粋

意
志
の

対
象
界
に

属
す
る

も
の

と

受
け
止
め
る
立

場
は、

全
体
と

し
て

や

や
図
式
的
な
性

格
を
否
め
な
い

が
、

他
方
で

、

芸

術
と
道
徳
と

哲
学
を
超
え
る

も
の

、

つ

ま

り
宗
教
へ

の

眼
差
し
が
、

意
志

の

根
底
に

改
め

て

直
観
を
認
め
る

姿
勢
と
な
っ

て

垣
間

見
ら

れ
る
。

こ

の

よ

う
な

展
開
に

は、

真
実

在
に

対
す
る
一

貫
し
た

探
究
の

な

か、

哲
学
お

よ

び
関
連
諸
学
の

知
見
を

積
極

的
に

受
け
止
め

な
が
ら
、

主

題
領
域
の

拡

が

り
と

深
ま
り
に

応
じ
て

意
識
の

立

場
そ
の

も
の

を

絶
え
ず
捉
え
返

し

て

い

こ

う
と
す
る

西
田

の

姿
が
認
め
ら
れ
る

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

西
田

幾

多
郎

「

場

所」

論
の

宗

教
的
意

義

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

杉
本
　
耕
一

　

中
期
西
田

哲
学
に

属
す
る

論
文
「

場
所
」

（
大
正
一

五

年
発
表）

に

お

い

て

確
立
さ
れ
た
「

場
所
」

の

論
理
は

、

後
期
思

想
に

お

い

て

も
継
承
さ

れ
、

西
田
は
生
涯
に

わ
た
っ

て
、

自

身
の

哲
学
を

「

場
所
」

の

哲
学
と
し

て

論
じ
て

ゆ
く
。

後
期
西
田

哲

学
の

核
心
を
な
す
「

世

界
」

の

思
想
は

、

中

期
「

場
所
」

論
以

来
の

発

想
を

継
承
す
る

と
同

時
に
、

「

行
為
」

の

世

界
と
し
て

の

現
実
の

世
界
の

動

性
を

射
程
に

含
む
こ

と
に

よ
っ

て

そ
の

内

実
を
一

新
さ
せ

た
「

場
所
」

論
の

意

味
を

も
つ

も
の

と

し
て

理
解
す
る

こ

と

が

で

き
る

。

西
田

は
さ
ら
に、

最
後
の

完
成

論
文
「

場
所
的
論
理
と

宗

教

的
世
界
観
」

（
昭

和
二
一

年
発
表）

に

な
る

と
、

こ

の

「

場
所
」

の

論

理
に

よ

っ

て

「

宗
教
」

の

問

題
を
正

面
か
ら

論
ず
る

。

「

宗
教
は、

哲
学

的
に

は

唯
、

場

所
的
論
理
に

よ
つ

て

の

み

把

握
せ

ら

れ

る

の

で

あ
る
」

［
＝
＼

鳥
 
］

と
い

う
の

が、

そ
こ

で

の

西

田
の

立

場
で

あ
っ

た
。

　

西
田

の

「

場

所
」

論
、

あ
る

い

は

「

世

界
」

論
と

い

う
の

は
も

と
も

と
、

実

在
の

論
理
的
構
造
を
あ

く
ま
で

も
「

哲
学
」

的
に

と
ら

え
よ

う
と

し
て

企

図
さ
れ
た
思
想
で

あ
っ

た
。

我
々

が

そ

こ

に

お
い

て

生

き
て

い

る
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