
〔
論
文
〕

キ
リ
ス
ト
教
哲
学
と
現
代
思
想（
蠱
）

│
│
経
験
主
義
と
超
越
論
的
解
釈
学
│
│

稲
　
垣
　
久
　
和

一
、
現
代
と
宗
教
多
元
化

三
、
超
越
論
的
解
釈
学

漓
問
題
の
所
在

漓
経
験
主
義
の
限
界

滷
宗
教
と
自
我

滷
宇
宙
論
的
な
法
構
造
と
宗
教
的
自
我

澆
解
釈
と
「
理
解
」

澆
絶
対
的
弁
証
法
の
克
服
と
「
理
解
」
の
本
性

二
、
宗
教
的
信
念
の
合
理
性

四
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
真
の
自
己
」

漓
証
拠
と
合
理
性

漓
宗
教
的
根
源
に
接
し
た
自
我
と
は
何
か

滷
翻
訳
の
不
確
定
性

滷
西
田
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学

澆
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
と
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念

澆
「
場
所
」
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

潺
多
元
主
義
の
妥
当
性
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一
、
現
代
と
宗
教
多
元
化

漓
問
題
の
所
在

近
代
の
科
学
技
術
文
明
は
、
人
類
に
多
く
の
も
の
を
も
た
ら
し
た
。
人
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
物
質
的
豊
か
さ
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
今
日
、
科
学
技
術
の
も
つ
負
の
面
が
次
第
に
人
々
の
意
識
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

人
類
の
生
存
し
て
い
る
地
球
環
境
そ
の
も
の
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
す
ら
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
文
明
の
軈
進
歩
軋
へ
の
信
仰
は
、
か
つ
て
ほ
ど
に
は
大
々
的
に
喧
伝
さ
れ
は
し
な
い
に
し
て
も
、
依
然
と
し
て
人
々
の
心
を

捕
ら
え
て
離
さ
な
い
。
現
代
人
は
科
学
技
術
の
進
歩
に
不
安
と
疑
問
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
ト
ー
タ
ル
に
批
判
で
き
る
思
想
的
枠
組
を

も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
東
西
の
冷
戦
構
造
が
崩
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
が
終
わ
っ
た
後
に
、
今
ま
で
あ
ま
り
文
化
の
表
面
に
の
ぼ
っ
て
こ
な
か
っ

た
軈
民
族
軋
や
軈
宗
教
軋、
こ
れ
ら
の
間
で
の
互
い
の
対
立
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
宗
教
の
復
権
も
盛
ん
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日，

現
象
と
し
て
現
れ
て
い
る
宗
教
そ
の
も
の
の
背
後
に
、
現
代
の
科
学
技
術
文
明
の
問
題
点
を
批
判
し
、
か

つ
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
思
想
的
視
座
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
ど
う
か
。
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
、
す
で
に
別
著
に
お
い
て
近
代
を
ト
ー
タ
ル
に
批
判
す
る
意
図
を
持
っ
て
「
超
越
論
的
解
釈
学
」
を
提

起
し
た
盧
。
超
越
論
的
解
釈
学
は
超
越
論
哲
学
の
系
譜
に
属
す
る
一
つ
の
体
系
的
主
張
で
あ
る
。

超
越
論
的
解
釈
学
に
お
い
て
は
、
経
験
的
認
識
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
ア
・
プ
リ
オ
リ
が
二
つ
存
在
す
る
。
一
つ
は
「
宗
教
的
根
源

に
接
し
た
自
我
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
構
造
」
で
あ
る
。

宗
教
的
根
源
に
接
し
た
自
我
、
と
は
な
に
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
見
て
行
く
前
に
、「
宗
教
」
や
「
自
我
」
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
明
ら
か

に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
在
、
地
球
上
に
は
多
様
な
タ
イ
プ
の
宗
教
が
乱
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
多
元
化
し
た
諸
宗
教
は

統
一
的
な
観
点
か
ら
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
一
つ
の
宗
教
の
信
仰
体
系
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い

る
自
我
が
、
他
宗
教
の
信
仰
者
の
自
我
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
一
般
的
に
、
諸
宗
教
間
の
相
互
理
解
は
い
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か
に
し
て
可
能
か
。
こ
う
い
っ
た
問
い
が
次
々
と
出
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
て
い
く
た
め
に
、
試
み
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
理
論
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
、
こ
れ
と

対
話
し
つ
つ
議
論
を
進
め
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
意
識
と
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ヒ
ッ
ク
の
多
元
主
義
理
論
の
構
成
は
、
実
は
近
年
に
お
け
る
英
米
哲
学
の
発
展
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
彼
の
神
学
的
主
張
の
急
進
性
に

の
み
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
た
め
か
、
残
念
な
が
ら
日
本
の
神
学
者
に
よ
る
ヒ
ッ
ク
批
判
は
そ
の
哲
学
的
側
面
の
検
討
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
日
本
で
の
ヒ
ッ
ク
の
書
物
の
紹
介
が
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ

こ
で
こ
こ
で
は
そ
の
欠
け
を
補
い
、
彼
の
多
元
主
義
理
論
が
出
て
く
る
哲
学
的
背
景
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
宗
教
多
元
主
義
が
哲

学
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
問
題
を
、
い
や
人
間
の
思
惟
と
生
に
と
っ
て
根
源
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
読
者
の
注
意
を
促
し

た
い
と
思
う
。

滷
宗
教
と
自
我

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
は
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
で
の
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
義
『
宗
教
の
解
釈
』（
一
九
八
九
年
）
に
お
い
て
、
宗
教
の
多
元
主
義
的
理

解
の
た
め
の
理
論
構
成
を
試
み
た
。『
宗
教
の
解
釈
』
の
中
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
宗
教
と
は
主
と
し
て
枢
軸
時
代
以
後
に
出
現
し
た
世
界

宗
教
（
救
済
宗
教
）
で
あ
り
、
教
理
体
系
の
整
っ
た
宗
教
で
あ
る
。
ま
た
自
我
中
心
（Self-centredness

）
か
ら
実
在
中
心
（R

eality-

centredness

）
へ
の
転
換
盪
を
遂
げ
、
救
済
／
解
放
（
解
脱
）
を
経
験
し
た
信
者
を
念
頭
に
置
い
て
話
を
進
め
て
い
る
。
つ
ま
り
各
宗
教

の
与
え
る
信
仰
体
系
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
、
人
道
的
立
場
か
ら
見
て
も
、
か
な
り
モ
ラ
ル
の
高
い
信
仰
者
が
担
っ
て
い
る
宗
教
を
前
提
と

し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
自
我
」
は
い
わ
ば
自
分
中
心
の
利
己
主
義
的
な
「
自
我
」
で
あ
る
。
こ
の
自
我
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
宗

教
的
な
真
の
自
我
が
現
れ
る
、
と
ヒ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
自
我
の
救
済
／
解
放
を
経
験
し
た
救
済
宗
教
が
現
実
に
今
も

存
在
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
信
仰
体
系
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
忠
実
な
信
仰
生
活
を
送
り
、
さ
ら
に
世
界
と
宇
宙
を
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
信

仰
体
系
に
沿
っ
て
解
釈
し
て
い
る
信
者
が
世
界
に
何
十
億
人
も
い
る
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
仏
教
徒
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

な
ど
）。
こ
の
事
実
を
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
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そ
の
反
対
に
、
宗
教
及
び
信
仰
体
系
を
持
た
な
い
人
々
も
沢
山
い
る
。
共
産
主
義
の
信
奉
者
で
あ
る
こ
と
を
公
然
と
表
明
し
て
い
る

人
々
や
、
西
欧
的
物
質
文
明
の
世
俗
化
し
た
社
会
に
生
き
る
人
々
で
、
自
称
軈
無
宗
教
軋
の
人
は
沢
山
い
る
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
人
々
は
、

諸
信
仰
の
信
者
と
全
く
異
な
る
仕
方
で
世
界
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
宇
宙
を
解
釈
す
る
際
に
、
大
き
く
分
け
て
二
通
り
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
宇
宙
を
宗
教
的
に
解
釈
す
る
こ
と
と
、
自
然
主
義
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
ど
ち
ら
に
解
釈
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
な
り

の
合
理
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
ヒ
ッ
ク
は
言
う
。
合
理
的
な
議
論
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
両
方
の
世
界
解
釈
に
優
劣
は
付
け
ら
れ
な
い
蘯
。

こ
れ
を
彼
は
伝
統
的
な
神
存
在
の
証
明
や
、
現
代
分
析
哲
学
の
手
法
を
使
っ
た
神
存
在
の
証
明
等
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
説
明
す
る
盻
。

宇
宙
は
宗
教
的
に
も
自
然
主
義
的
に
も
解
釈
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
軈
あ
い
ま
い
さ
軋
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
特
に
、
宗
教
現
象

を
自
然
主
義
的
に
解
釈
し
た
例
と
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
フ
ロ
イ
ト
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
挙
げ
て
い
る
眈
。

ヒ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
的
と
自
然
主
義
的
の
ど
ち
ら
の
世
界
解
釈
も
等
し
く
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
宗
教
的
世
界
観
と
自

然
主
義
的
世
界
観
が
い
わ
ば
互
い
に
共
約
不
可
能
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
る
後
に
、
彼
自
身
は
前
者
の
立
場
、

す
な
わ
ち
宇
宙
を
そ
し
て
宗
教
現
象
を
宗
教
的
に
解
釈
す
る
立
場
を
と
り
、
こ
れ
を
宗
教
的
実
在
論
と
呼
ぶ
。

た
だ
、
宗
教
現
象
を
宗
教
的
に
解
釈
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
中
に
は
い
く
つ
か
の
差
異
が
あ
り
、
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
。
宗
教
現

象
を
宗
教
的
に
解
釈
す
る
と
き
に
、
再
び
、軈
あ
い
ま
い
さ
軋
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
現
象
が
生
じ
て
い
る
意
味
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
、
異
な
る
経
験
の
仕
方
（experiencing-as

）
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
宗
教
現
象
が
生
じ
て
い
る
意
味

の
レ
ベ
ル
に
の
み
注
目
す
る
眇
。
こ
の
意
味
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
ヒ
ッ
ク
は
経
験
と
は
全
く
無
関
係
に
時
間
、
空
間
を
越
え
た
と
こ
ろ

に
一
つ
の
理
論
的
な
超
越
者
（
な
い
し
は
超
越
的
原
理
）
を
想
定
す
る
。

こ
の
超
越
者
（
超
越
的
原
理
）
を
〈
唯
一
の
実
在
〉（the

R
eal

）
と
、
呼
び
、
こ
の
〈
唯
一
の
実
在
〉
へ
の
人
間
の
側
か
ら
の
応
答
と

し
て
世
界
の
救
済
宗
教
を
理
解
す
る
。
こ
の
応
答
の
仕
方
は
、
人
が
置
か
れ
た
経
験
世
界
な
い
し
は
環
境
の
違
い
に
応
じ
て
違
っ
た
も
の

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
応
答
の
仕
方
の
各
々
が
そ
れ
な
り
に
軈
合
理
性
軋
を
持
っ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
と
き
、〈
唯
一
の
実
在
〉
は
理
論
的
に
不
可
知
で
あ
る
（
不
可
知
な
も
の
に
ど
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
か
は
不
明
で
あ
る
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が
）。
人
類
は
た
だ
現
象
と
し
て
の
宗
教
を
体
験
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
宗
教
体
験
と
し
て
各
文
化
や
伝
統
の
異
な
る
に
応
じ
て
、〈
唯
一

の
実
在
〉
を
異
な
る
形
で
ア
ラ
ー
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
、
父
な
る
神
、
シ
ヴ
ァ
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
）、
ダ
ル
マ
（
法
）、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
）

等
々
と
受
け
と
め
て
い
る
、
と
言
う
わ
け
だ
。
ヒ
ッ
ク
は
後
期
に
な
っ
て
不
可
知
の
〈
唯
一
の
実
在
〉
を
カ
ン
ト
認
識
論
と
の
類
比
で

〈
実
在
そ
れ
自
体
〉（the

R
ealan

sich

）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
眄
。〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
は
〈
本
体
〉
の
世
界
に
属
し
不
可
知
だ
が
、
人
々

は
経
験
世
界
の
出
来
事
と
し
て
〈
現
象
〉
の
世
界
で
宗
教
を
異
な
る
仕
方
で
体
験
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
宗
教
は
多
様
な
仕
方
で
人
々
に

現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
の
骨
子
で
あ
る
。

ヒ
ッ
ク
は
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
の
多
様
な
現
れ
方
を
多
元
主
義
の
仮
説
（hypothesis

）眩
と
呼
ぶ
。
ま
た
要
請
（postulate

）眤
と
も
仮

定
（assum

ption

）眞
と
も
前
提
（presupposition

）眥
と
も
呼
ん
で
い
る
。
仮
説
と
い
う
言
葉
は
自
然
科
学
の
理
論
を
指
す
と
き
に
普
通

に
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
最
近
で
は
社
会
科
学
、
特
に
行
動
科
学
や
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
分
野
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
研
究
者
は
科
学
的
方
法
を
意
識
す
る
場
合
に
、
ま
た
は
自
ら
の
学
問
を
科
学
と
し
て
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
こ
の
言
葉
を

好
ん
で
使
う
。

確
か
に
、
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
化
の
理
論
構
成
の
作
業
に
は
、
自
然
科
学
（
ま
た
は
そ
の
影
響
下
に
あ
る
行
動
科
学
）
と
の
間
に
並
行

関
係
が
あ
る
。
科
学
者
は
ま
ず
自
然
や
現
象
を
観
察
し
、
先
入
見
な
し
に
軈
中
立
な
軋
立
場
で
、
で
き
る
限
り
の
デ
ー
タ
ー
を
蓄
積
す
る
。

次
に
、
そ
こ
か
ら
帰
納
的
方
法
で
一
般
的
な
仮
説
を
構
成
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
一
般
的
な
仮
説
を
特
殊
な
デ
ー
タ
ー
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

チ
ェ
ッ
ク
し
、
不
都
合
が
あ
れ
ば
手
直
し
を
加
え
る
。
ヒ
ッ
ク
は
、
こ
こ
で
の
自
然
現
象
を
宗
教
現
象
と
置
き
換
え
た
だ
け
で
、
ほ
ぼ
同

じ
よ
う
な
方
法
を
使
っ
て
宗
教
多
元
主
義
の
理
論
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
応
、
宗
教
現
象
を
統
一
的
な
観
点
か
ら
整
理
し
、
諸
宗

教
に
関
す
る
膨
大
な
デ
ー
タ
ー
と
知
識
を
分
類
す
る
の
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
。

一
方
、
現
代
の
科
学
哲
学
は
こ
の
科
学
の
理
論
化
の
作
業
を
改
め
て
問
い
直
し
、
理
論
の
地
位
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
を
重
ね
て
い
る
。

理
論
の
地
位
に
つ
い
て
、
実
在
論
と
反
実
在
論
の
間
に
立
場
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
眦
。
そ
し
て
ヒ
ッ
ク
も
宗
教
理

論
に
つ
い
て
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
眛
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
実
在
論
と
非
実
在
論
と
い
う
立
場
の
違
い
を
宗
教
言
語

の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
議
論
し
て
い
る
眷
。
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こ
の
よ
う
に
ヒ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
現
象
か
ら
帰
納
し
て
理
論
を
構
成
す
る
仕
方
が
、
ち
ょ
う
ど
自
然
科
学
と
並
行
関
係
に
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
、〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
を
仮
説
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
大
き
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
果
た
し
て
こ
の
よ

う
な
方
法
論
に
よ
っ
て
宗
教
理
解
の
本
質
は
捕
ら
え
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
は
一
見
、
科
学
的
に
軈
客
観
的
軋
か

つ
軈
中
立
的
軋
に
宗
教
多
元
主
義
の
理
論
を
構
成
し
、
世
界
の
救
済
宗
教
を
公
平
な
立
場
で
扱
い
得
た
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
そ

の
よ
う
な
印
象
を
人
々
に
与
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
は
こ
の
よ
う
な
「
方
法
」
に
よ
っ
て
、
自
分
の
信
じ
て
い
る
宗
教
以
外
の

他
宗
教
を
真
に
「
理
解
」
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
こ
の
点
に
あ
る
。

澆
解
釈
と
「
理
解
」

今
日
で
は
自
然
科
学
の
場
合
で
す
ら
、
観
察
者
の
持
つ
理
論
的
先
入
見
が
、
デ
ー
タ
ー
収
集
と
「
理
解
」
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
観
察
事
実
の
理
論
負
荷
性
）。
中
立
な
観
察
デ
ー
タ
ー
の
収
集
は
あ
り
得
ず
、
観
察
主
体
の
持
つ
理
論
的
枠

組
お
よ
び
先
入
見
が
デ
ー
タ
ー
選
択
と
そ
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
観
察
言
語
と
理
論
言
語
は
完
全
に

独
立
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
解
釈
学
的
循
環
が
存
在
す
る
眦
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ヒ
ッ
ク
の
主
張
す
る
中
立
な
立
場
か
ら
の
「
宗
教
の
解
釈
」
に
は
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

ど
の
宗
教
か
ら
も
等
距
離
に
自
分
の
身
を
置
く
理
論
構
成
に
よ
っ
て
は
、
結
局
、
何
も
「
理
解
」
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
ヒ
ッ
ク
は
、
抽
象
的
な
理
論
に
よ
る
新
し
い
宗
教
を
提
起
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
不
可
知
の
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
を
目
指

し
て
求
道
生
活
を
す
る
の
が
真
の
信
仰
生
活
だ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
も
し
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
と
人
間
霊
魂
の
合
一
の
よ

う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
流
の
神
秘
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ

と
を
唱
道
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
ど
の
宗
教
も
登
り
口
が
違
う
だ
け
で
、
所
詮
は
同
じ
頂
上
に
行
き
着
く
、
と
言
っ
て
い
る

の
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
今
、
各
自
が
信
じ
て
い
る
救
済
宗
教
の
教
え
と
伝
統
に
従
っ
て
信
仰
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

し
、
ま
た
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
自
分
の
信
仰
を
絶
対
視
し
、
そ
れ
以
外
の
信
仰
を
す
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べ
て
真
理
で
は
な
い
と
す
る
た
め
、
諸
信
仰
間
の
対
話
が
成
り
立
た
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

各
々
の
救
済
宗
教
の
信
仰
の
中
に
生
き
て
い
る
人
は
、
自
我
中
心
か
ら
実
在
中
心
へ
の
転
換
（
回
心
）
を
経
験
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
出
来
事
、
な
い
し
は
体
験
を
、
彼
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
救
済
／
解
放
（
解
脱
）
と
呼
び
、
信
仰
者
は
信
仰
生
活
に
お
い
て

そ
の
実
り
と
し
て
の
愛
／
慈
悲
の
高
度
な
倫
理
的
実
践
を
行
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
各
宗
教
の
教
え
に
沿
っ
て
信
仰
生
活
を
営

ん
で
い
る
人
は
、
決
し
て
抽
象
的
な
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
他
宗
教
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
人
は
こ
の
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
に
訴
え
こ
れ
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
ヒ
ッ
ク
理
論
は
こ
う
主
張
す
る
。
し
か
も
こ
の
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
は
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
中
味
が
全
く
分
か
ら
な
い
。

も
し
中
味
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
互
い
に
理
解
し
合
う
基
準
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
互
い
の
間
の
救
済
／
解
放
の
中
味

を
分
か
ち
合
う
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
せ
い
ぜ
い
実
践
的
に
愛
／
慈
悲
に
よ
る
善
行
の
良
い
気
分
を
分
か
ち
合
う
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
的
に
中
立
で
不
可
知
な
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
を
導
入
す
る
利
点
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
眸
。
そ
れ
は
単
に
異

な
る
宗
教
の
間
に
対
話
の
糸
口
を
与
え
る
た
め
の
理
論
的
な
装
置
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
信
仰
体
系
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
人
が
、
他
の
宗
教
体
系
を
「
理
解
」
す
る
、
ま
た
は
「
解
釈
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
行
為
で
あ

ろ
う
か
。

ヒ
ッ
ク
は
解
釈
を
意
味
と
の
関
連
で
定
義
し
て
い
る
。
意
味
と
は
「
意
識
的
経
験
そ
の
も
の
の
最
も
一
般
的
な
特
性
の
こ
と
」睇
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
意
味
の
主
観
的
な
相
関
関
係
」
が
解
釈
で
あ
る
睚
。
つ
ま
り
、
人
が
あ
る
対
象
や
、
あ
る
状
況
を
、
特
別
な
種
類
の
意
味

を
持
つ
も
の
と
し
て
知
覚
す
る

．
．
．
．
．
．
．

と
き
、
そ
の
人
は
そ
れ
を
そ
の
特
別
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
睨
。

さ
ら
に
ヒ
ッ
ク
は
、
意
識
的
経
験
に
意
味
の
階
層
性
を
認
め
、
こ
れ
を
「
と
し
て
経
験
す
る
」（experiencing-as

）
と
表
現
し
て
い

る
。
そ
の
中
に
宗
教
的
な
意
味
の
階
層
（
レ
ベ
ル
）
を
導
入
し
、
こ
の
宗
教
的
な
意
識
的
経
験
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
由
な
解
釈
的
要
素

を
、
特
に
、「
信
仰
」
と
呼
ん
で
い
る
睫
。

し
た
が
っ
て
、
信
仰
は
宗
教
的
意
味
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
一
つ
の
世
界
解
釈
で
あ
る
。
世
界
を
自
分
に
と
っ
て
救
済
的
意
味
を
持
つ
も

の
と
し
て
解
釈
す
る
機
能
が
信
仰
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
他
宗
教
の
信
仰
を
理
解
す
る
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
一
つ
の
信
仰
の
体
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系
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
人
が
、
他
の
信
仰
を
自
分
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
受
け
取
る
か
。
こ
れ
が
他
の
信
仰
を

理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
諸
宗
教
間
の
相
互
理
解
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
探
求
が
自
分
に
と
っ
て
、

い
や
誰
に
と
っ
て
も
不
可
知
の
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
を
媒
介
と
し
て
行
え
る
と
は
筆
者
に
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

ヒ
ッ
ク
は
「
意
味
の
主
観
的
な
相
関
関
係
」
を
解
釈
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
「
主
観
」
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
常

識
的
に
「
思
惟
す
る
自
我
」
と
い
っ
た
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
的
な
主
観
以
上
の
も
の
が
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
解
釈
や
理
解
を
問
題
に

す
る
と
き
、
特
に
そ
れ
を
信
仰
と
の
関
係
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
近
代
哲
学
で
常
識
と
な
っ
て
い
る
主
観
（
自
我
）
概
念
を

問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
信
仰
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
人
が
他
の
信
仰
を
理
解
す
る
、
ま
た
は
諸
信
仰
間
で
対

話
を
持
つ
、
と
い
っ
た
行
為
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
大
乗
仏
教
で
自
我
を
無
に
し
た
無
我
ア
ナ
ッ
タ

を

問
題
に
し
て
い
る
と
き
、
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
自
我
エ

ゴ

と
は
全
く
異
質
な
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
解
釈
」

や
「
理
解
」
や
「
自
我
」
の
内
容
を
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
宗
教
の
「
理
解
」
へ
と
話
を
進
め
る
前
に
、
自
分
の
信
じ
て
い
る
宗
教
の
場
合
で
も
、
す
で
に
「
理
解
」
は
問
題
と
な
る
。
何
事
か

を
理
解
す
る
と
は
、
普
通
に
は
理
性
的
に
、
な
い
し
は
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
学
問
的
に
「
理
解
」
す
る
と
い

う
以
上
、
そ
れ
は
合
理
的
な
根
拠
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
果
た
し
て
信
仰
は
合
理
的
に
理
解
で
き
る
事
柄

で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
を
も
つ
と
は
合
理
的
な
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
軈
合
理
的
軋
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ッ
ク
は

『
宗
教
の
哲
学
』
第
四
版
（
一
九
九
○
年
）
の
中
で
、「
宗
教
的
信
念
の
合
理
性
」
に
つ
い
て
詳
し
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
睛
。
そ
し
て

実
は
こ
の
議
論
が
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
理
論
が
出
て
く
る
背
景
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
議
論
は
、
他
宗
教
の
「
理
解
」

の
意
味
を
深
め
る
際
に
役
立
つ
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
「
宗
教
的
信
念
の
合
理
性
」
に
つ
い
て
近
年
の
哲
学
的
議
論
を
紹
介
し
て

お
き
た
い
。
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二
、
宗
教
的
信
念
の
合
理
性

漓
証
拠
と
合
理
性

宗
教
的
信
念
の
合
理
性
に
つ
い
て
調
べ
る
前
に
、
ま
ず
知
覚
的
信
念
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。
知
覚
的
信
念
に
つ
い
て
す
ら
、
実

は
、軈
合
理
性
軋
と
い
う
概
念
は
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
合
理
主
義
の
父
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
（
一
五
九
六
―
一
六
五
○
）
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え

に
わ
れ
有
り
」
と
命
題
化
し
た
と
き
の
自
我

わ

れ

は
合
理
的
自
我
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
以
来
、
二
○
世
紀
前
半
ま
で
、
知
覚
に
基
づ
い
た
認
識

の
合
理
性
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
を
さ
し
は
さ
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
流
の
合
理
主
義
と
ロ
ッ
ク
流
の
英
国
経
験
主
義
は
と
も

に
相
補
い
あ
っ
て
、
基
礎
づ
け
主
義

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
で
も
名
付
け
ら
れ
る
近
代
の
認
識
論
を
形
成
し
た
。
近
年
で
こ
そ
、
哲
学
の
世
界
で
の
近
代
合
理

主
義
は
色
あ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
発
想
そ
の
も
の
は
、
現
代
人
の
認
識
の
仕
方
や
理
解
の
あ
り
方
の
中
に
依
然
と
し
て
根

強
く
残
っ
て
い
る
。
今
、
英
米
哲
学
（
分
析
哲
学
）
の
場
合
に
話
を
限
る
。

人
が
あ
る
事
柄
を
軈
合
理
的
軋
と
形
容
す
る
場
合
、
そ
れ
は
い
か
な
る
状
態
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
あ
る
ひ
と

が
「
Ｐ
と
い
う
事
柄
を
合
理
的
に
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
彼
ま
た
は
彼
女
が
、
Ｐ
が
真
理

で
あ
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
な
り
、
証
拠
な
り
、
理
由
な
り
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
一
九
世
紀
の
懐
疑
論
者

Ｗ
・
Ｊ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
不
十
分
な
証
拠
を
も
と
に
し
て
何
か
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ

で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
対
し
て
も
間
違
っ
て
い
る
」睥
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
証
拠
（evidence

）
を
も
と
に
し
た
論
証
、
と
い
う
発
想
は
、
こ
と
合
理
的
信
念
の
基
礎
と
し
て
は
実
は
狭
す
ぎ

る
。
そ
も
そ
も
「
証
拠
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
証
拠
に
つ
い
て
云
々
す
る
の
は
、
そ
の
事
物
を
直
接
に
見
て
い
な
い
場
合
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
真
白
な
雪
の
上
に
足
跡
が
残
っ
て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
誰
か
が
そ
の
道
を
通
っ
た
証
拠
に
な
る
。
だ
が
、
今
、
私
が
そ

の
道
を
誰
か
が
通
っ
て
い
る
の
を
直
接
に
見
て
い
る
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
情
景
は
私
に
と
っ
て
は
証
拠
で
は
な
い
。
一
般
に
人
が
通
っ

て
い
る
場
面
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
観
察
者
に
と
っ
て
は
証
拠
と
呼
ば
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
観
察
者
に
と
っ
て
、
人
が
通
っ
て
い
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る
こ
と
を
見
て
い
る
と
信
じ
る
こ
と
は
、
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
証
拠
を
云
々
す
る
ま
で
も
な
く
合
理
的
な
こ
と
で
あ
る

（
こ
れ
は
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
直
証
の
事
実
」
に
対
応
し
て
い
る
。
本
論
稿
の
第
四
節
滷
参
照
）。
も
っ
と
も
、「
誰
か
が
通
っ
て
い
る
の

を
私
は
見
た
」
と
い
う
報
告
は
、
報
告
を
聞
く
人
に
と
っ
て
は
証
拠
と
呼
べ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
。

も
う
一
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
私
が
自
分
の
目
の
前
に
自
分
の
手
を
か
か
げ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
私
が
私
の
手
を
見
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
信
じ
る
の
は
適
切
で
あ
り
、
合
理
的
で
あ
り
、
正
当
化
し
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
こ
の
こ
と
を
証
拠
の
基
礎
の
上
に

信
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
否
で
あ
ろ
う
。
私
の
手
を
見
な
が
ら
、
私
が
私
の
手
を
見
て
い
る
の
だ
と
い
う
信
念
が
生
じ
て

く
る
の
は
、
物
事
を
合
理
的
に
信
じ
る
場
合
の
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
証
拠
に
基
づ
い
た
推
論
は
一
切
必
要
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
う
い
う
意
味
で
、
合
理
的
に
信
じ
て
い
る
事
柄
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
す
べ
て
十
分
な
証
拠
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

は
言
え
な
い
。
証
拠
を
必
要
と
し
な
い
場
合
が
い
く
ら
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
の
議
論
は
狭
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

知
覚
的
信
念
だ
け
に
限
ら
な
い
。
証
拠
に
基
づ
か
な
い
で
な
お
合
理
的
で
あ
り
得
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
信
念
は
ほ
か
に
も
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
自
明
な
命
題
（「
世
界
が
存
在
す
る
」
な
ど
）、
算
術
的
真
理
（「
七
プ
ラ
ス
五
は
一
二
で
あ
る
」
な
ど
）、
記
憶
に
基
づ
い
た

全
く
論
争
の
余
地
の
な
い
報
告
（「
私
は
今
朝
、
朝
食
を
食
べ
た
」
な
ど
）。
さ
ら
に
は
疑
い
え
な
い
信
念
（「
私
は
今
、
意
識
し
て
い
る
」、

「
私
は
あ
ご
が
痛
い
」
な
ど
）。
こ
の
よ
う
な
信
念
は
、
証
拠
や
推
論
に
よ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
直
接
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ル

ヴ
ィ
ン
・
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
（
一
九
三
二
│
）
は
、
こ
れ
ら
の
信
念
は
他
の
信
念
か
ら
の
推
論
に
よ
る
信
念
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で

「
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
と
呼
ぶ
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

次
の
よ
う
な
知
覚
的
信
念
、
記
憶
の
信
念
、
他
者
の
精
神
状
態
に
属
す
る
信
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

私
は
木
を
見
て
い
る
。

私
は
今
朝
、
朝
食
を
食
べ
た
。

そ
の
人
は
、
今
、
苦
痛
の
中
に
い
る
。

こ
の
種
の
信
念
は
典
型
的
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
根
拠
が
な
い
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ

94



キリスト教哲学と現代思想蠱貎

ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
私
は
こ
の
信
念
を
他
の
信
念
を
基
礎
に
し
た
上
で
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は

根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
こ
の
種
の
体
験
は
、
そ
の
信
念
を
持
つ
こ
と
に
お
い
て
私
を
正
当
化
し
て
い
る
と
い

っ
て
も
良
い
。
こ
れ
が
私
の
正
当
化
の
根
拠
で
あ
り
、
さ
ら
に
拡
大
す
れ
ば
、
そ
の
信
念
そ
れ
自
身
の
根
拠
で
あ
る
睿
。

滷
翻
訳
の
不
確
定
性

さ
て
、
こ
こ
で
後
の
議
論
の
た
め
に
、
知
覚
的
経
験
に
お
け
る
一
つ
の
思
考
実
験
を
紹
介
し
て
お
く
。
そ
れ
は
Ｗ
・
Ｏ
・
Ｖ
・
ク
ワ
イ

ン
（
一
九
○
八
―
）
に
よ
る
「
翻
訳
の
不
確
定
性
」
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
今
、
私
は
全
く
未
知
の
土
地
を
歩
い
て
い
る
と
す
る
。
そ
こ
で

私
は
ウ
サ
ギ
に
出
く
わ
し
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
私
が
「
目
の
前
に
ウ
サ
ギ
を
見
て
い
る
」
と
い
う
信
念
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
で
あ
る
。

そ
こ
に
原
地
人
が
き
て
、「
ギ
ャ
バ
ガ
イ
」
と
叫
ん
だ
と
す
る
。
全
く
未
知
の
言
語
だ
。
私
に
は
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
…
。

ク
ワ
イ
ン
は
「
言
語
と
実
在
」
に
つ
い
て
大
変
興
味
深
い
重
要
な
考
察
を
し
た
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
は
「
言
語
」
と
「
実
在
」
と
の
対

応
が
非
一
意
的
で
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
し
て
示
し
た
。

幼
児
の
言
語
習
得
や
、
辞
書
の
ま
だ
な
い
未
知
の
言
語
の
習
得
に
お
い
て
は
、
ま
ず
感
覚
的
刺
激
に
基
づ
く
発
話
が
あ
る
。
個
人
の
発

話
に
対
し
て
、
そ
の
状
況
に
照
ら
し
て
肯
定
的
な
応
答
が
な
さ
れ
、
自
他
の
間
で
行
為
が
連
接
し
て
い
く
。
こ
う
い
っ
た
経
験
が
蓄
積
し

て
い
っ
た
と
し
て
も
、
次
の
二
点
が
ど
う
し
て
も
残
っ
て
し
ま
う
。

盧
発
話
さ
れ
て
い
る
文
が
、
ど
う
い
う
風
に
「
語
」
の
集
ま
り
へ
と
分
解
さ
れ
う
る
の
か
。

盪
そ
の
語
の
う
ち
、
ど
の
語
が
何
を
「
指
示
」
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
ま
る
の
か
。

そ
こ
で
、
全
く
未
知
の
言
語
に
接
し
た
場
合
を
想
定
す
る
。
そ
し
て
、
ど
の
振
舞
い
が
文
を
発
話
し
て
い
る
行
為
で
あ
る
か
、
ど
の
振

舞
い
が
、
文
に
対
す
る
肯
定
あ
る
い
は
否
定
の
反
応
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
が
や
っ
と
弁
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
あ

る
振
舞
い
が
、
あ
る
文
の
発
話
と
し
て
聞
き
分
け
ら
れ
、
あ
る
振
舞
い
が
発
話
さ
れ
た
文
へ
の
同
意
の
反
応
で
あ
る
と
見
分
け
ら
れ
た
と

す
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
未
知
の
言
語
に
接
し
た
当
人
の
「
概
念
枠
」（conceptual

schem
e

、
概
念
図
式
）
に
沿

っ
て
、
そ
う
見
か
つ
聞
き
分
け
ら
れ
た
、
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
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こ
の
と
き
発
話
状
況
、
そ
こ
で
の
感
覚
的
刺
激
、
発
話
へ
の
当
該
社
会
構
成
員
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
に
お
け
る
相
関
関
係
の
み
を
も
と

に
し
て
、
こ
の
未
知
の
言
語
の
文
を
翻
訳
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
て
い
く
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
発
話
状
況
、
感
覚
的
刺
激
、
成
員
の

反
応
と
い
っ
た
デ
ー
タ
ー
の
一
切
は
、
そ
の
言
語
に
は
じ
め
て
接
し
た
人
の
側
に
お
い
て
形
作
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
人
の
概
念
枠
に
従

っ
て
、
そ
の
人
の
抱
い
て
い
る
世
界
へ
の
信
念
の
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ク
ワ
イ
ン
は
こ
の
よ
う
な
思
考
実
験

を
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
翻
訳
」
と
名
づ
け
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
翻
訳
を
通
じ
て
、
一
体
ど
こ
ま
で
の
翻
訳
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
を
問
題
に
し
た
睾
。

今
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
翻
訳
に
よ
っ
て
、
一
定
の
翻
訳
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
で
き
た
と
す
る
。
例
え
ば
、
原
地
語
で
ペ
ラ
ペ
ラ
と
発
せ
ら
れ
た
文

が
、
翻
訳
者
に
は
「
ギ
ャ
バ
ガ
イ
」
と
聞
き
分
け
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
文
は
、「
ウ
サ
ギ
が
い
る
」
と
い
う
日
本
語
の
文
と
刺
激

同
義
的
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
、
と
分
か
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
で
は
果
た
し
て
こ
の
「
ギ
ャ
バ
ガ
イ
」
と
聞
き
分
け
ら
れ
た
文
は
、
い
か
な

る
語
に
分
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
ま
た
、
原
地
の
人
は
、「
ギ
ャ
バ
ガ
イ
」
と
い
う
文
中
の
あ
る
語
（
例
え
ば
「
ギ
ャ
バ
」
と
い
う
語
）

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
ウ
サ
ギ
」
を
指
示
し
、
そ
の
ウ
サ
ギ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
、
と
果
た
し
て
言
え
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
ク
ワ
イ
ン
は
軈
否
軋
と
答
え
る
睹
。

ク
ワ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
翻
訳
に
よ
っ
て
言
え
る
こ
と
は
、「
ギ
ャ
バ
ガ
イ
」
と
い
う
原
地
語
の
文
と
、「
ウ
サ
ギ
が
い
る
」

と
い
う
日
本
語
の
文
が
、
刺
激
同
義
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
ウ
サ
ギ
と
し
て
見
分
け
ら

れ
る
よ
う
な
視
覚
的
刺
激
パ
タ
ー
ン
」
と
と
も
に
、「
ギ
ャ
バ
ガ
イ
」
と
い
う
文
が
発
せ
ら
れ
る
な
ら
、
現
地
の
人
は
肯
定
の
反
応
を
示

す
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
翻
訳
が
与
え
る
も
の
は
、
刺
激
同
義
性
を
保
存
す
る
文
と
文
と
の
対
応
だ
け
で
あ
る
瞎
。

さ
て
そ
う
す
る
と
原
地
人
が
、
そ
の
文
に
お
い
て
何
を
「
指
示
」
し
て
語
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
た
め
に
は
次
の

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
爬
そ
の
文
を
「
語
に
該
当
す
る
も
の
」
の
列
へ
と
分
割
し
、
爰
そ
の
各
語
を
自
国
語
の
語
に
対
応
さ
せ
る

よ
う
な
そ
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
の
こ
と
を
ク
ワ
イ
ン
は
「
分
析
仮
説
」
と
呼
ぶ
瞋
。
そ
し
て
こ

の
分
析
仮
説
に
関
し
て
言
語
哲
学
上
の
有
名
な
「
翻
訳
の
不
確
定
性
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
定
立
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
分
析
仮
説
は
、
刺
激
意
味
に
よ
っ
て
翻
訳
可
能
な
文
に
よ
っ
て
は
、
な
い
し
は
刺
激
と
原
地
人
の
発
話
性
向
の
相
関
に
よ
っ
て
は
、
一
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意
的
に
決
ま
ら
な
い
。」

そ
し
て
現
実
に
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
翻
訳
か
ら
一
歩
先
へ
進
め
て
、
辞
書
の
よ
う
な
形
の
翻
訳
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
あ
る
一
つ
の
分
析
仮

説
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
分
析
仮
説
の
決
定
は
、
実
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
概
念
枠
を
原
地
の

人
々
に
「
投
影
す
る
」
な
い
し
は
「
押
し
付
け
」
て
「
読
み
込
む
」
と
い
う
仕
方
で
し
か
、
決
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
が
「
翻
訳
の
不
確
定
性
」
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
「
他
宗
教
の
理
解
」
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
を

与
え
る
。

澆
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
と
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
準
備
と
し
て
宗
教
哲
学
の
課
題
に
入
っ
て
い
く
。
感
覚
的
刺
激
に
基
づ
く
知
覚
的
信
念
を
、「
類
比
」
の

概
念
を
用
い
つ
つ
宗
教
的
信
念
に
適
用
す
る
こ
と
を
考
え
る
。

先
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、「
私
は
そ
の
道
を
人
が
通
っ
て
い
る
の
を
見
て
い
る
」、「
目
の
前
の
ウ
サ
ギ
を
見
て
い
る
」
と
い
っ
た
信
念
を
ベ

ー
シ
ッ
ク
な
信
念
と
呼
ん
だ
。
も
し
こ
の
よ
う
な
信
念
を
ベ
ー
シ
ッ
ク
と
表
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
信
念
す
べ
て
が
依
存
し
て
い
る

よ
り
根
本
的
な
信
念
│
物
理
的
世
界
が
存
在
す
る
と
い
う
信
念
│
に
対
し
て
は
区
別
し
て
別
の
名
称
で
呼
ぶ
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ッ

ク
は
こ
の
よ
り
根
本
的
な
信
念
を
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
と
呼
ん
で
い
る
瞑
。
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
直
接
に
反
映
し
て
い
る
ベ

ー
シ
ッ
ク
な
信
念
と
、
そ
の
よ
う
な
信
念
が
前
提
と
し
て
い
る
よ
り
深
い
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
と
が
あ
る
。
日
常
生
活
世
界

で
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
が
正
面
切
っ
て
疑
問
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
そ
う
い
っ
た
疑
問
は
、
そ
れ
を
問
題
と
し

て
あ
え
て
問
題
化
さ
せ
た
哲
学
的
問
い
を
発
す
る
場
合
以
外
に
は
出
て
こ
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
は
確
か
に
こ
れ
を
問
題
と
し
た
が
、

そ
の
後
の
合
理
主
義
的
認
識
論
の
展
開
は
、
最
終
的
に
袋
小
路
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
瞠
。

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
に
依
存
し
て
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
が
出
て
く
る
。
知
覚
的
経
験
の
世
界
の
信
念
の
構
造
は
こ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
信
念
の
区
別
は
宗
教
的
信
念
の
領
域
に
も
適
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
（
こ
の
知
覚
的
信
念
と
宗
教

的
信
念
の
間
の
「
類
比
」
が
な
ぜ
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
後
に
述
べ
る
）。
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「
物
理
的
世
界
が
存
在
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
信
念

の
領
域
で
は
、
神
の
存
在
へ
の
信
念
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
は
目
の
前
に
ウ
サ
ギ
を
見
て
い
る
」
と
い
っ
た
個
別
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
知
覚
的

信
念
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
信
念
の
領
域
で
は
、「
私
は
こ
の
状
況
の
中
で
神
が
と
も
に
い
ま
す
こ
と
を
実
感
し

て
い
る
」
と
い
っ
た
一
連
の
個
別
の
信
念
で
あ
る
。

あ
る
個
人
や
共
同
体
に
個
別
で
固
有
な
信
念
を
特
に
「
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
と
呼
ぶ
。
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
と
は
、

あ
る
人
や
共
同
体
が
あ
る
条
件
の
も
と
で
持
つ
信
念
の
こ
と
で
あ
る
瞞
。
ま
た
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
は
、
特
別
な
証
拠
に
よ
ら
ず
、

あ
る
条
件
の
も
と
で
そ
の
信
念
を
持
つ
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う
な
信
念
で
あ
る
。

有
神
論
者
が
、「
神
が
存
在
す
る
」
と
い
う
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
に
基
づ
い
て
、
日
常
生
活
世
界
で
持
つ
信
仰
生
活
上
の
信

念
は
、
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
神
は
私
に
語
り
か
け
て
い
る
。

神
は
す
べ
て
の
も
の
を
創
造
し
た
。

神
は
私
を
赦
し
て
下
さ
る
。

神
は
感
謝
を
さ
さ
げ
ら
れ
る
方
で
あ
り
、
ほ
め
称
え
ら
れ
る
べ
き
方
で
あ
る
。」

こ
れ
ら
有
神
論
者
の
抱
く
信
念
は
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
で
あ
り
、
な
ん
ら
不
合
理
な
信
念
で
は
な
い
瞰
。
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
は
、

知
覚
的
経
験
の
世
界
に
対
す
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
に
つ
い
て
語
っ
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
神
を
信
じ
る
信
念
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
宗
教
改
革
者
た
ち
が
、
こ
の
種
の
信
念
は
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ

ク
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
き
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
こ
の
種
の
信
念
を
正
当
化
し
て
い
る
状
況
が
な
い
、
つ
ま
り
何
の
根
拠
も
基
盤
も
な

い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
全
く
逆
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
神

は
「
宇
宙
の
作
品
全
体
の
中
に
自
ら
を
現
し
て
い
る
」
し
、
ま
た
、
そ
の
神
の
作
品
が
「
そ
れ
自
身
を
、
数
え
切
れ
な
い
が
し
か
し
き

ち
ん
と
区
別
で
き
る
よ
う
な
、
一
つ
一
つ
の
天
体
の
秩
序
の
中
に
現
し
て
い
る
」
と
。
神
は
、
周
囲
の
世
界
の
中
に
神
の
御
手
を
見
る
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よ
う
な
傾
向
や
気
質
を
も
つ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
を
創
造
さ
れ
た
。
も
っ
と
明
確
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
気
質
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
花
を
鑑
賞
し
た
り
、
宇
宙
の
広
大
無
辺
さ
に
思
い
を
至
す
時
、「
こ
の
花
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
」、
ま
た
は
「
こ

の
広
大
で
複
雑
な
宇
宙
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
」
と
い
う
種
類
の
命
題
を
信
じ
る
よ
う
な
気
質
が
瞶
。

宗
教
体
験
（
神
の
愛
、
赦
し
、
語
り
か
け
、
実
在
感
な
ど
と
共
存
し
て
生
き
て
い
る
よ
う
な
体
験
）
の
基
礎
の
上
に
神
を
信
じ
て
い
る

人
々
は
、
そ
う
信
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
合
理
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
こ
の
種
の
宗
教
哲
学
の
考
え
方
に
沿
っ
て
宗
教
多
元
化
は
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

宗
教
体
験
と
い
う
こ
と
だ
け
で
議
論
を
進
め
て
い
く
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
と
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
中
に
生
き
て
い
る
キ

リ
ス
ト
者
の
場
合
に
は
、
当
然
、
回
心
の
時
点
で
、
聖
書
の
啓
示
に
沿
っ
て
「
唯
一
の
生
け
る
ま
こ
と
の
神
が
存
在
す
る
」
と
い
う
フ
ァ

ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
宗
教
的
信
念
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
も
し
聖
書
的
な
啓
示
に
沿
っ
た
宗
教
的
根
本
動
因
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
、
人
々
の
宗
教
体
験
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
人
間
を
越
え
た
超
越
的
存
在
を
直
観
す
る
」
と
い
う
段
階
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー

シ
ョ
ナ
ル
な
宗
教
的
信
念
は
「
超
越
的
存
在
が
存
在
す
る
」
と
い
う
信
念
以
上
の
も
の
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
体

験
は
個
人
や
そ
の
個
人
が
属
し
て
い
る
共
同
体
の
伝
統
や
伝
承
や
聖
典
の
教
え
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た
体
験
の
諸
相
を
呈
す
る
に
違
い
な

い
。
そ
し
て
こ
の
種
の
議
論
は
過
去
の
自
然
神
学
や
宗
教
史
学
派
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
論
争
の
中
に
数
多
く
見
い
だ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。潺

多
元
主
義
の
妥
当
性

さ
て
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
状
況
の
認
識
こ
そ
が
、
ヒ
ッ
ク
が
多
元
主
義
仮
説
を
提
唱
す
る
背
景
に
あ
っ
た
。
ヒ
ッ
ク
は
プ
ラ
ン
テ
ィ

ン
ガ
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
体
験
の
中
に
も
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
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「
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
は
各
々
の
宗
教
的
伝
統
の
中
で
異
な
っ
て
体
験
さ
れ
る
（experiencing-as

）
と
考
え
る
瞹
。
そ
し
て
こ

こ
に
お
い
て
「
超
越
的
存
在
が
存
在
す
る
」
と
い
う
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
を
生
み
出
す
「
唯
一
の
実
在
」（the

R
eal

）
を
信

仰
的
意
味
の
レ
ベ
ル
瞿
で
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
「
唯
一
の
実
在
が
存
在
す
る
」
と
い
う
言

明
は
「
聖
書
の
啓
示
に
基
づ
い
た
」
言
明
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
聖
書
の
啓
示
と
教
会
の
伝
統
に
沿
っ
て
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
ヒ
ッ
ク
は
信
仰
告
白
的
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
信
仰
告
白
的
言
明
は
宗
教

を
学
問
的
に
研
究
す
る
態
度
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て
こ
れ
を
退
け
て
い
る
瞼
。

そ
れ
で
は
ヒ
ッ
ク
は
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
、「
唯
一
の
実
在
が
存
在
す
る
」
と
言
明
し
う
る
の
か
。
こ
こ
で
彼
は
自
ら
の
理
論
を

科
学
的
に
仕
立
て
上
げ
る
べ
く
、
帰
納
的
に
（
つ
ま
り
証
拠
論
的
に
）
仮
説
（hypothesis

）
と
し
て
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉（the

R
ealan

sich

）
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
を
導
入
す
る
時
点
で
、
彼
は
哲
学
的
に
は
明
ら
か
に
時
間
、
空

間
を
超
越
し
た
瞽
、
普
遍
的
な
イ
デ
ア
を
想
定
す
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
な
い
し
は
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
的
な
合
理
主
義
的
基
礎
づ
け
主
義

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
立
場
に
移
行
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
ヒ
ッ
ク
は
信
仰
告
白
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
ユ
ダ
ヤ
│
キ
リ
ス
ト

教
的
信
仰
告
白
者
の
立
場
を
意
識
的
に
避
け
る
が
、
別
の
意
味
で
の
信
仰
告
白
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
何
事
か
を
「
信
ず

る
」
と
い
う
心
の
機
能
か
ら
決
し
て
自
由
に
は
な
れ
な
い
。
そ
れ
が
理
論
を
構
成
す
る
哲
学
者
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
、軈
中
立
的軣

な
立
場
は
不
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
的
合
理
主
義
の
立
場
は
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
に
し
ろ
、
オ
ー
ル
ス
ト
ン
に
し
ろ
、
分
析
哲
学
の
伝
統
の
中
に
い
る
キ
リ
ス
ト
教

哲
学
者
が
避
け
て
い
る
立
場
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
や
オ
ー
ル
ス
ト
ン
は
聖
書
の
啓
示
や
教
会
的
伝
統
と
い
う
条
件
の
中
で
宗
教
体

験
が
あ
る
こ
と
は
、
非
合
理
的
で
も
何
で
も
な
く
む
し
ろ
軈
合
理
的
軋
で
あ
り
、
根
拠
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
軈
合
理
性
軋
や
根
拠
づ
け
は
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
的
な
証
拠
論
的
合
理
主
義
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
仮
説
は
、
思
惟
の
構
造
と
し
て
折
衷
主
義
的
な
方
法
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
つ
ま

り
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
│
オ
ー
ル
ス
ト
ン
流
の
宗
教
的
認
識
論
瞻
の
立
場
と
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
流
の
合
理
主
義
的
認
識
論
の
立
場
と
の
折

衷
主
義
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
こ
の
折
衷
主
義
は
決
し
て
成
功
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ヒ
ッ
ク
が
カ
ン
ト
的
な
認
識
論
を
援
用
す
る
限
り
多
元

性
（
相
対
性
）
は
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
の
考
え
方
は
多
元
主
義
の
理
論
構
成
に
お
い
て
破
綻
を
き
た
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
理
由
を
カ
ン
ト
認
識
論
に
則
し
て
見
て
み
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
あ
る
矇
。

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
超
越
論
的
（
先
験
的
）
認
識
論
は
も
と
も
と
、
物
理
的
世
界
の
知
覚
的
認
識
に
関
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
図
も
構
成
の
仕
方
も
、
普
遍
性
、
必
然
性
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
合
理
主
義
的
な

基
礎
づ
け
主
義

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

で
あ
り
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
対
し
て
も
通
用
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
特
定
の
文
化
、
特
定
の
伝
統
に

だ
け
通
用
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
つ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
、
つ
ま
り
直
観
の
形
式
と
し
て
の
時
間
、
空
間
と
、
そ

れ
と
区
別
さ
れ
た
悟
性
の
形
式
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
不
変
で
あ
っ
て
万
人
に
合
理
的
に
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
も
し
宗
教
現
象
の
説
明
に
、
カ
ン
ト
認
識
論
と
の
類
比
を
使
う
と
、
ど
う
し
て
も
現
象
と
し
て
の
宗
教
は
普
遍
性
、
必
然
性
を
帯
び
た

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
対
し
て
も
同
じ
宗
教
と
し
て
現
象
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
多
元

化
し
た
宗
教
現
象
」
と
い
う
現
実
を
全
く
説
明
で
き
な
い
。
も
し
、
カ
ン
ト
認
識
論
と
の
類
比
を
使
い
し
か
も
歴
史
と
伝
統
に
応
じ
て
異

な
る
宗
教
が
現
象
と
し
て
出
現
し
て
く
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
歴
史
や
伝
統
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
が
、
歴
史
（
時
間
）
や
文
化
（
空
間
）
に
応
じ
て
変
化
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
時
間
、

空
間
と
区
別
さ
れ
た
不
変
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
の
形
式
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
っ
た
、
カ
ン
ト
認
識
論
の
大
前
提
が
崩
れ
て
し

ま
う
わ
け
で
、
元
も
子
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
多
元
化
を
説
明
す
る
に
は
認
識
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
各
々
の
宗
教
的
伝
統
に
応
じ
て
異
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
時
間
、
空
間
に
応
じ
て
変
わ
り
う
る
こ
と
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
本
質
的
な
点
に
お
い
て
非
カ
ン
ト

的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
ヒ
ッ
ク
認
識
論
は
カ
ン
ト
認
識
論
を
乗
り
越
え
た
の
だ
、
と
い
う
主
張

が
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
主
張
で
き
る
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
変
性
の
根
拠
を
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ヒ
ッ
ク
は
認
識
論
的
に
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
、
分
析
哲
学
の
考
え
方
に
忠
実
に
従
っ
て
、
し
か
も
な
お
宗
教
体
験
の
多
元
性
を
説
明
す
る
道
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ

れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

今
、
知
覚
的
信
念
と
宗
教
的
信
念
の
「
類
比
」
は
認
め
る
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
知
覚
的
認
識
に
お
け
る
分
析
哲
学
の
近
年
の
発
展
を

も
考
慮
に
入
れ
よ
う
。
つ
ま
り
先
述
し
た
よ
う
に
、
言
語
哲
学
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
翻
訳
の
不
確
定
性
」
の
テ
ー
ゼ
に
訴
え
る
の
で
あ

る
。「

ウ
サ
ギ
が
い
る
」
と
い
う
言
語
上
の
発
話
行
為
は
、
そ
れ
が
「
ギ
ャ
バ
ガ
イ
」
と
発
話
さ
れ
よ
う
と
も
、
と
も
か
く
「
私
は
目
の
前
に

ウ
サ
ギ
を
見
て
い
る
」
と
い
う
個
人
的
な
感
覚
的
刺
激
に
基
づ
く
信
念
か
ら
出
て
く
る
。
感
覚
的
局
面
と
言
語
的
局
面
の
間
に
は
整
合
性

が
あ
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
に
お
い
て
直
観
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
共
通
し
た
、
人
間
に
と
っ
て
も
っ

と
も
原
初
的
な
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

「
私
は
ウ
サ
ギ
を
見
て
い
る
」
と
い
っ
た
信
念
は
他
の
信
念
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
り
正
当
化
さ
れ
た
り
す
る
必
要
の
な
い
ベ
ー
シ

ッ
ク
な
信
念
で
あ
る
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
は
わ
れ
わ
れ
の
環
境
の
中
で
根
拠
づ
け
ら
れ
、
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
信
念
の

構
造
全
体
が
こ
の
よ
う
な
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
あ
る
特
定
の
個
人
や
共
同
体
の
体
験
に
深
く

根
ざ
し
た
信
念
は
「
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
「
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
あ
る
条
件
、
あ
る
環
境
の
中
で
の
信
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は

言
語
哲
学
が
主
張
す
る
よ
う
に
あ
る
「
概
念
枠
」
に
沿
っ
た
上
で
の
経
験
の
信
念
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
固
有
に
」
は
す
な
わ
ち
「
概

念
枠
に
沿
っ
て
」
と
同
義
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
「
概
念
枠
に
沿
っ
て
」
と
い
う
考
え
方
を
宗
教
的
経
験
の
場
合
に
適
用
し
て
み
る
（
す
な
わ
ち
感
覚
・
言
語
的
局
面
と
信

仰
的
局
面
の
間
の
「
類
比
」
を
考
え
る
）。
そ
う
す
る
と
、
当
然
、
似
た
よ
う
な
状
況
が
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
人
々
は
「
超
越
的
存
在
が
存
在
す
る
」
と
い
う
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
信
念
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
枠
に
沿
っ
て
、
固
有
に
ベ

ー
シ
ッ
ク
な
宗
教
的
信
念
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
と
き
「
超
越
的
存
在
」
を
意
味
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

と
し
て
捕
ら
え
て
い
る
。
宗

教
的
経
験
を
導
い
て
い
く
概
念
枠
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
を
始
源
ア
ル
ケ
ー

と
の
関
係
で
体
験
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
的
信
念
の
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概
念
枠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
文
化
や
伝
統
の
違
い
に
応
じ
て
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
で
は
固
有
の
宗
教
的
経

験
が
伝
統
の
違
い
に
応
じ
て
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
（
も
っ
と
も
ヒ
ッ
ク
の
議
論
は
好
意
的
に
解
釈
す
れ
ば
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
「
と
し
て
経
験
す
る
」（experiencing-as

）
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
既
に
こ
の
点
ま
で
見
通
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
）。

以
上
の
経
験
主
義
哲
学
に
沿
っ
た
考
察
で
は
、
依
然
と
し
て
「
超
越
的
存
在
」
の
中
味
は
分
か
ら
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
、
カ
ン
ト
認
識
論
と
の
類
比
に
訴
え
て
普
遍
で
不
変
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
阻
ま
れ
る
よ
う
な
困
難
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

歴
史
上
に
現
れ
た
宗
教
の
多
元
性
は
、
経
験
主
義
的
に
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
と
き
キ
リ
ス

ト
教
の
伝
統
か
ら
他
宗
教
の
伝
統
は
い
か
に
し
て
「
理
解
」
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
で
「
翻
訳
の
不
確
定
性
」
の
テ
ー
ゼ
を
も
う
一

度
思
い
起
こ
そ
う
。

言
語
哲
学
上
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
翻
訳
の
場
合
、
分
析
仮
説
の
決
定
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
た
か
。
分
析
仮
説
の
決
定
は
、
実
際
に
は
、
わ

れ
わ
れ
自
身
の
概
念
枠
を
原
地
の
人
々
の
中
に
「
投
影
す
る
」
な
い
し
は
「
押
し
付
け
」
て
「
読
み
込
む
」
と
い
う
仕
方
で
し
か
決
定
で

き
な
か
っ
た
（
九
七
頁
）。
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
、
相
手
の
言
語
や
文
化
を
「
理
解
」
す
る
以
外
に
方
法
が
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

同
様
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
立
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
観
を
相
手
に
「
投
影
す
る
」
な
い
し
は
「
押
し
付
け
」
て
「
読
み
込
む
」
こ
と
に

よ
る
以
外
に
他
宗
教
を
理
解
す
る
方
法
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
仏
教
徒
、
そ
の
他
の
宗
教
の
体
系
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て

い
る
人
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
）。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
宗
教
の
信
仰
者
が
他
宗
教
を
「
理
解
」
す
る
立
場
に
軈
中
立
軋
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
ま
た
中
立
の
立
場
に
立
つ
必
要
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ッ
ク
の
よ
う
に
こ
の
時
点
に
至
っ
て
突
然
あ
た
か
も
概
念
枠
か

ら
自
由
に
な
っ
て
、
一
見
ど
の
宗
教
体
系
に
も
通
用
し
そ
う
な
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
仮
説
を
要
請
し
、
ど
の
信
仰
体
系
か
ら
も
中
立
な
立

場
を
確
保
で
き
る
か
の
よ
う
に
装
う
こ
と
は
き
わ
め
て
人
為
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
現
実
に
実
在

リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
識
す
る
仕
方
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
多
元
主
義
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、
中
立
な
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
仮
説
を
拒
否
し
て
い
る
論
者
に
レ
イ
モ
ン
ド
・
パ
ニ
カ

ー
が
い
る
矍
。
彼
は
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
的
な
合
理
主
義
的
な
基
礎
づ
け
主
義

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
拒
否
す
る
矗
。
パ
ニ
カ
ー
は
出
発
点
に
お
け
る
概
念
枠
の

違
い
を
認
め
、「
究
極
的
な
諸
体
系
の
共
約
不
可
能
性
に
は
橋
渡
し
が
で
き
な
い
」矚
と
は
っ
き
り
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
で
、
諸
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信
仰
間
の
対
話
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
歴
史
的
伝
統
の
違
い
を
認
め
た
上
で
の
開
か
れ
た
対
話
で
あ
る
。
共
約
不
可
能
性
を
そ
の

ま
ま
認
識
論
の
レ
ベ
ル
で
認
め
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
相
対
主
義
に
導
か
れ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
を
回
避
す
る
道
と
し
て
彼
は
何
を
提

起
し
て
い
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
歴
史
主
義
的
（
内
在
的
）
解
釈
学
の
方
法
以
外
の
方
法
は
与
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
パ
ニ
カ
ー

が
〈
唯
一
の
実
在
〉
仮
説
を
拒
否
す
る
の
は
正
し
い
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
残
念
な
が
ら
、
諸
宗
教
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
の

間
で
対
話
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
何
も
与
え
ら
れ
な
い
。
依
然
と
し
て
歴
史
主
義
と
い
う
相
対
主
義
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
は
説

明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
超
越
論
的
解
釈
学

漓
経
験
主
義
の
限
界

概
念
枠
を
認
め
る
経
験
主
義
の
立
場
か
ら
、
宗
教
的
信
念
の
多
元
性
（
相
対
性
）
は
説
明
で
き
る
。
ま
た
開
か
れ
た
対
話
に
よ
る
他
宗

教
の
「
理
解
」
の
可
能
性
も
あ
る
程
度
ま
で
は
納
得
し
う
る
形
で
説
明
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
依
然
と
し
て
問
題
は

残
っ
て
い
る
。

論
点
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
「
超
越
的
存
在
」
の
中
味
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
知
覚
的
信
念
と
宗
教
的
信
念
の
間
の

「
類
比
」
が
な
ぜ
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
知
覚
的
経
験
と
信
仰
的
経
験
の
間
の
整
合
的
な
統
一
が
な

ぜ
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
の
第
二
の
点
に
関
し
て
、
明
ら
か
に
経
験
主
義
哲
学
は
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
経
験
主
義
は
「
類
比
」
を
所
与
の
も
の

と
し
て
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
矜
。
こ
の
「
類
比
」
が
可
能
で
あ
る
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
超
越
論
哲
学

（transcendental
philosophy

）
の
立
場
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
超
越
論
的
（transcendental

）
と
は
経
験
的

認
識
を
越
え
て
、
経
験
的
認
識
を
可
能
に
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
を
探
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
矣
。
ま
た
諸
宗
教
の
信
念
体
系
が
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伝
統
（
歴
史
）
に
従
っ
て
異
な
る
理
由
も
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
経
験
主
義
哲
学
に
よ
っ
て
は
歴
史
主
義
的
相
対
主

義
の
方
法
以
外
に
よ
っ
て
は
、「
歴
史
」
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ッ
ク
が
経
験
主
義
的
な
分
析
哲
学
を
離
れ
て
、
カ
ン
ト
的
な
認
識
論
に
訴
え
た
の
は
折
衷
主
義
で
あ
っ
た
。
が
し
か
し
、
彼
が
無
意

識
的
に
で
あ
っ
て
も
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
本
当
の
意
味
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
宗
教
間
の
信
念
の

相
対
性
（
多
元
性
）
を
そ
の
ま
ま
経
験
主
義
的
な
認
識
論
の
レ
ベ
ル
で
認
め
る
こ
と
は
相
対
主
義
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
多
元

化
の
状
況
を
説
明
す
る
理
論
が
相
対
主
義
に
陥
ら
ず
、
か
つ
普
遍
性
を
も
っ
た
理
論
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
、
超
越
論
的
方
法

に
訴
え
ね
ば
な
ら
な
い
矮
。
そ
こ
で
彼
は
カ
ン
ト
認
識
論
を
援
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
ヒ
ッ
ク
は
カ
ン

ト
認
識
論
の
背
後
に
あ
る
超
越
論
（
先
験
）
的
方
法
を
探
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
こ

の
分
析
哲
学
的
手
法
と
超
越
論
哲
学
の
折
衷
主
義
は
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
っ
た
問
題
点
と
事
柄
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
の
超
越
論
的
解
釈
学
を
提
起
し
た
い
と

思
う
。
超
越
論
的
解
釈
学
は
、
先
述
の
論
点
の
第
一
点
、
つ
ま
り
不
可
知
で
あ
っ
た
「
超
越
的
存
在
」
の
中
味
を
「
自
我
」
と
の
関
係
で

明
ら
か
に
す
る
。
同
時
に
第
二
の
点
、
つ
ま
り
知
覚
的
信
念
と
宗
教
的
信
念
の
間
の
「
類
比
」
の
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

滷
宇
宙
論
的
な
法
構
造
と
宗
教
的
自
我

既
に
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
超
越
論
的
解
釈
学
に
お
い
て
は
、
経
験
的
認
識
を
可
能
に
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
が

二
つ
存
在
す
る
。
一
つ
は
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
構
造
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
宗
教
的
根
源
に
接
し
た
自
我

エ

ゴ

（
意
味
の
始
源

ア
ル
ケ
ー

を
求
め
る
心
）
で
あ

る
矼
。
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
構
造
と
は
、
数
的
、
空
間
的
、
運
動
的
、
物
理
的
、
生
物
的
、
感
覚
的
、
論
理
的
、
歴
史
的
、
言
語
的
、
社
会
的
、

経
済
的
、
美
的
、
法
的
、
倫
理
的
、
信
仰
的
の
十
五
に
わ
た
る
実
在

リ
ア
リ
テ
ィ
の
多
様
な
意
味
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
砌
。
こ
の
法
構
造
（
意
味
局
面
）

は
宗
教
と
哲
学
（
理
論
的
思
考
）
と
の
間
の
接
触
点
を
与
え
て
い
る
。

人
間
の
自
我
は
宗
教
的
根
源
に
接
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
と
は
何
か
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か

ら
宗
教
の
定
義
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
と
は
、
意
味
の
多
様
性
の
究
極
的
始
源
ア
ル
ケ
ー

に
向
か
お
う
と
す
る
自
我
の
生
ま
れ
な
が
ら
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の
衝
動
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
定
義
し
よ
う
。
日
常
生
活
世
界
に
お
い
て
、
意
味
の
多
様
性
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

に
向
か
う
衝
動
（
動
因
）、
こ
れ
が
宗

教
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
の
動
因
の
基
底
を
宗
教
的
根
本
動
因
と
呼
ぼ
う
。
聖
書
の
啓
示
に
よ
れ
ば
宗
教
的
根
本
動
因
は
世
に
二
つ
存
在
す

る
。
一
つ
は
有
神
的
動
因
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
と
反
定
立
を
な
す
非
有
神
的
動
因
で
あ
る
。
超
経
験
的
な
宗
教
的
根
本
動
因
が

人
々
の
心
に
働
い
て
、
経
験
的
な
歴
史
の
世
界
に
諸
々
の
宗
教
が
現
象
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

有
神
的
動
因
と
は
旧
新
約
聖
書
に
よ
っ
て
主
題
的
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
動
因
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
意
味
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

と
は
創
造
者
で
か
つ

立
法
者
な
る
神
で
あ
る
。「
超
越
的
存
在
」
の
中
味
は
こ
の
神
で
あ
り
、
ま
た
意
味
の
統
一
点
つ
ま
り
ア
ル
キ
メ
デ
ス
点
と
は
信
じ
る
も
の

の
心
（
自
我
）
に
生
き
て
働
く
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。

こ
の
世
界
は
神
に
よ
っ
て
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
（creatio

ex
nihilo

）。
創
造
さ
れ
た
世
界
は
は
な
は
だ
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
の
実
在

リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
十
五
に
分
岐
し
た
創
造
の
法
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
は
神

の
戒
め
に
背
い
て
堕
落
し
た
。
そ
の
結
果
、「
被
造
物
は
虚
無
に
服
し
て
い
る
」（
ロ
ー
マ
書
八
章
二
○
節
）。
秩
序
づ
け
ら
れ
た
意
味
の
局

面
の
調
和
あ
る
整
合
性

コ
ヒ
ー
レ
ン
ス

は
破
壊
さ
れ
、
造
ら
れ
た
も
の
を
絶
対
化
す
る
傾
向
が
絶
え
ず
出
て
く
る
。
被
造
物
の
神
格
化
で
あ
る
。
こ
の
と

き
特
定
の
意
味
局
面
は
絶
対
化
さ
れ
、
そ
の
局
面
の
意
味
の
絶
対
化
を
招
来
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
被
造
物
と
し
て
の
本
来
の
意
味
は

失
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
今
や
、
神
の
一
方
的
恵
み
に
よ
り
、
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
時
が
歴
史
の
中
に
到
来
し
た
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
贖

罪
が
完
成
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
「
古
い
人
を
そ
の
行
い
と
共
に
脱
ぎ
捨
て
、
造
り
主
の
姿
に
倣
う
新
し
い
人
を
身
に
着
け
、
日
々
新
た
に

さ
れ
て
、
真
の
知
識
に
達
す
る
の
で
あ
る
」（
コ
ロ
サ
イ
書
三
章
一
○
節
）。
利
己
主
義
的
な
自
我
は
解
放
さ
れ
、
神
と
人
と
を
愛
し
、
神

と
人
と
に
仕
え
て
い
く
新
し
い
自
我
が
誕
生
す
る
。
新
し
く
さ
れ
た
人
の
心
（
自
我
）
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
再
び
創
造
主
に
立
ち
帰

り
、
創
造
の
秩
序
全
体
を
見
通
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
意
味
局
面
は
整
合
性

コ
ヒ
ー
レ
ン
ス

を
も
っ
て
本
来
あ
る
も
の
へ
と
回
復
さ
れ
る
。
神
に
よ
る

時
間
と
世
界
の
創
造
、
人
間
の
堕
罪
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
聖
霊
の
交
わ
り
を
通
し
て
贖
罪
（
世
界
の
回
復
）、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト

教
の
宗
教
的
根
本
動
因
で
あ
る
。
こ
の
動
因
は
人
々
の
心
に
働
い
て
、
信
仰
的
局
面
を
通
し
て
、
具
体
的
に
歴
史
的
世
界
に
現
実
化
し
て

く
る
。
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も
う
一
方
の
非
有
神
的
根
本
動
因
は
、
有
神
的
根
本
動
因
の
反
定
立
と
し
て
常
に
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
、
意
味
の
究
極
的
始
源
ア
ル
ケ
ー

は
、

実
在
リ
ア
リ
テ
ィ
ーで
あ
る
意
味
局
面
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
非
有
神
的
動
因
も
、
信
仰
的
局
面
を
通
し
て
、
歴
史
の
中
に
出
現
す
る
。
そ
の

代
表
は
仏
教
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
諸
文
化
の
形
態
に
応
じ
て
、
や
は
り
い
く
つ
か
の
異
な
る
形
態
を
、
歴
史
的
世
界
に
現
象
さ
せ
て

い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
解
釈
学
か
ら
宗
教
多
元
化
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

宗
教
的
根
本
動
因
は
第
一
義
的
に
、
人
間
の
宗
教
的
中
心
で
あ
る
自
我
に
働
く
。
こ
の
人
間
自
我
は
、
超
経
験
的
な
宗
教
的
根
源
に
接

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
経
験
的
自
我
の
面
の
み
な
ら
ず
超
越
論
的
自
我
と
い
う
面
を
持
っ
て
い
る
。

超
越
論
的
自
我
は
実
在
全
体
を
一
挙
に
統
一
し
て
い
る
。
他
方
経
験
的
自
我
は
、
実
在
の
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
領
域
（
意
味
局
面
）
の
法
に

従
属
し
て
い
る
。
経
験
的
自
我
は
法
領
域
の
一
つ
で
あ
る
信
仰
的
局
面
の
法
に
従
属
し
て
い
る
主
体
で
も
あ
る
。
こ
の
と
き
の
主
体
は
信

仰
的
機
能
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
信
仰
的
機
能
が
、
特
に
宗
教
的
根
本
動
因
に
応
答
す
る
と
き
、
そ
れ
は
宗
教
意
識
と
な
る
。
非

有
神
的
根
本
動
因
に
応
答
す
れ
ば
非
有
神
的
宗
教
意
識
と
な
る
。
こ
の
宗
教
意
識
は
道
徳
意
識
や
法
意
識
な
ど
、
経
験
的
自
我
の
諸
機
能

か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

日
常
生
活
世
界
で
は
、
こ
の
宗
教
意
識
を
通
し
て
、
宗
教
体
験
が
生
じ
る
。
逆
に
宗
教
体
験
を
通
し
て
宗
教
意
識
が
深
ま
っ
て
い
く
。

こ
の
宗
教
体
験
は
、
日
常
生
活
世
界
の
相
対
性
（
諸
意
味
局
面
の
開
示
道
程
の
度
合
い
の
違
い
）
に
応
じ
て
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
く
る
。

宗
教
的
根
本
動
因
と
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
に
規
定
さ
れ
た
意
味
局
面
は
普
遍
的
で
あ
る
。
他
方
、
宗
教
意
識
と
宗
教
体
験
は
、
歴
史
的
相
対
性

を
持
っ
て
い
る
。
宗
教
体
験
は
信
仰
的
局
面
（
十
五
番
目
）
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
感
覚
的
経
験
は
感
覚
的
局
面
（
六

番
目
）
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
信
仰
的
局
面
と
感
覚
的
局
面
の
経
験
は
他
の
局
面
の
経
験
と
と
も
に
人
の
心
に
お
い
て
直
観

的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
宗
教
的
信
念
と
感
覚
的
信
念
の
「
類
比
」
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

宗
教
体
験
の
歴
史
的
相
対
性
の
中
で
、
歴
史
上
の
異
な
る
諸
信
仰
が
存
在
し
て
き
た
。
信
仰
的
局
面
は
歴
史
的
局
面
を
異
な
る
方
向
に

リ
ー
ド
し
て
開
示
さ
せ
、
異
な
る
文
化
、
信
仰
の
形
態
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
実
に
経
験
の
世
界
の
出
来
事
と
し
て
起
こ
る
。

歴
史
的
現
実
と
し
て
の
宗
教
多
元
化
の
現
象
は
こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
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諸
信
仰
の
間
の
相
互
の
「
理
解
」
と
対
話
は
、
各
文
化
地
域
の
歴
史
の
歩
み
の
違
い
を
無
視
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
相

互
の
理
解
は
、
信
仰
の
違
い
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
的
、
言
語
的
、
社
会
的
、
経
済
的
、
美
的
、
法
的
、
倫
理
的
な
局
面
の
開
示
の
違
い
を

無
視
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
信
仰
的
局
面
は
こ
れ
ら
諸
局
面
と
の
間
の
整
合
性

コ
ヒ
ー
レ
ン
ス

を
保
ち
つ
つ
、
実
在
全
体
の
法
領
域
の
一
部

を
受
け
も
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
異
な
る
信
仰
や
文
化
の
間
の
対
話
と
相
互
理
解
は
、
信
仰
的
局
面
の
み
な
ら
ず

宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
意
味
局
面
全
体
に
わ
た
る
出
来
事
で
あ
る
。
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
条
件
が
整
え
ら
れ
ず
し
て
、
諸
信
仰
の
間
の
対
話

の
場
す
ら
持
て
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
ヒ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
信
仰
的
局
面
の
意
味
の
レ
ベ
ル
の
み
に
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
根
拠
の
な
い
仮

説
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、「
歴
史
」
も
「
信
仰
」
も
時
間
的
実
在
の
一
つ
の
意
味
局
面
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
〈
実
在
そ

れ
自
体
〉
仮
説
を
全
く
必
要
と
し
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、「
理
解
」
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
解
釈
学
は
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
そ
の
現
代
の
地
平
へ
の
適
用
の
み
な
ら
ず
、

実
在
リ
ア
リ
テ
ィ
の
全
領
域
に
拡
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
の
全
体
が
経
験
的
な
日
常
生
活
世
界
に
適
用
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
生
活
世
界
に
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
を
適
用
し
て
い
く
よ
う
な
知
の
あ
り
方
を
、
超
越
論
的
解
釈
学

．
．
．
．
．
．
．

と
呼

ぶ
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
解
釈
学
は
、
日
常
生
活
世
界
の
意
味
の
理
解
の
学
で
あ
る
。

澆
絶
対
弁
証
法
の
克
服
と
「
理
解
」
の
本
性

わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
的
根
本
動
因
が
、
歴
史
の
舞
台
に
異
な
る
形
態
で
登
場
し
て
く
る
こ
と
を
見
た
。
宗
教
的
根
本
動
因
は
、
大
別
し

て
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
創
造
者
な
る
神
に
向
か
う
有
神
的
動
因
と
そ
れ
と
反
定
立
を
な
す
非
有
神
的
動
因
の
二
つ
が
あ
る
。
そ
し
て
非
有

神
的
動
因
の
場
合
に
は
、
意
味
の
究
極
の
始
源

ア
ル
ケ
ー

は
、
実
在
の
意
味
局
面
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
も
し
、
始
源
ア
ル
ケ
ー

を
意
味
局
面
の
中

に
求
め
た
場
合
、
ど
う
い
う
思
惟
構
造
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
れ
が
弁
証
法
の
構
造
と
な
っ
て
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

意
味
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

を
意
味
局
面
の
中
に
求
め
れ
ば
、
す
べ
て
の
意
味
が
、
一
つ
の
特
定
の
局
面
に
還
元
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
そ
の
特
定
の
局
面
を
絶
対
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
意
味
は
そ
の
局
面
に
お
い
て
絶
対
化
さ
れ
る
。
実
在
の
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
は
、
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互
い
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
十
五
の
意
味
局
面
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
、
特
定
の
意
味
局
面
が
絶
対
化
さ
れ
れ
ば
、
実

在
そ
れ
自
身
の
整
合
性

コ
ヒ
ー
レ
ン
ス

と
調
和
が
く
ず
さ
れ
る
。
実
在
の
あ
る
特
定
の
意
味
局
面
に
過
重
な
負
担
が
か
か
る
。
そ
こ
で
や
む
な
く
、
実
在

全
体
と
し
て
の
釣
り
合
い
を
と
る
た
め
に
、
絶
対
化
さ
れ
た
意
味
局
面
と
反
対
の
性
質
を
持
っ
た
意
味
局
面
も
、
ま
た
、
絶
対
化
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
実
在
全
体
は
、
今
や
、
二
つ
の
極
を
持
っ
た
構
造
に
分
極
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
ど
ち
ら
の
極
も
絶
対
性
を

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
実
在
全
体
が
二
極
に
分
解
し
、
そ
の
ど
ち
ら
の
極
も
自
ら
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
。
こ
う
し
て
実
在
全
体
は
、
相

反
す
る
二
つ
の
極
の
間
を
振
り
子
の
よ
う
に
揺
れ
動
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
構
造
は
論
理
的
に
見
れ
ば
一
種
の
弁
証
法
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
極
が
互
い
に
意
味
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
弁
証
法
で
あ
る
。

こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
軈
絶
対
的
弁
証
法
軋
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
絶
対
的
弁
証
法
は
、
実
在
の
意
味
局
面
と
、
意
味
の
究
極
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

と
の
関
係
か
ら
出
て
く
る
普
遍
的
な
構
造
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
意
味
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

が
意
味
局
面
の
中
に
求
め
ら
れ
る
限
り
、
必
然
的
に
絶
対
的
弁
証
法
が
生
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
絶
対
的
弁
証
法
は
、

日
常
生
活
世
界
に
お
い
て
は
、
歴
史
と
文
化
に
応
じ
て
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
顕
現
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

宗
教
的
根
本
動
因
は
、
人
間
自
我
に
働
い
て
、
歴
史
の
中
に
出
現
し
て
く
る
。
宗
教
的
動
因
は
、
相
互
主
観
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
共
同
体
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
、
文
化
の
中
に
具
体
的
な
形
態
を
と
っ
て
現
象
し
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
的
動
因
は
、
非
有
神
的
動

因
の
場
合
、
今
や
、
二
極
に
分
極
化
し
た
絶
対
的
弁
証
法
と
い
う
形
で
出
現
し
て
く
る
。
具
体
的
に
、
歴
史
と
文
化
の
中
に
、
こ
の
絶
対

的
弁
証
法
が
現
れ
る
の
で
あ
る
砒
。

例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
宗
教
と
哲
学
の
場
合
、
そ
れ
は
〈
形
相
〉
と
〈
質
料
〉
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
意
味
の
究
極
的
始
源
ア
ル
ケ
ー

を
要
求
し
て

い
る
の
は
宗
教
だ
け
で
は
な
い
。
体
系
的
哲
学
で
も
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
欧
の
近
代
哲
学
に
も
、
や
は
り
似
た
よ
う
な
絶
対

的
弁
証
法
が
現
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
西
欧
近
代
哲
学
の
絶
対
的
弁
証
法
を
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ー
イ
ヴ
ェ
ー
ル
ト
に
従
っ
て

〈
自
然
〉（
科
学
の
世
界
）
と
〈
自
由
〉（
道
徳
の
世
界
）
と
い
う
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〈
自
然
〉
と
〈
自
由
〉
は
双
方
と
も
絶
対
性
を
主
張
し
て
相
譲
ら
な
い
。
こ
れ
ら
両
者
は
、
相
反
す
る
性
格
を
持
っ
た
二
つ
の
極
を
形
成
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し
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
弁
証
法
を
生
み
出
す
。
実
際
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
、〈
自
然
〉
と
〈
自
由
〉
の
対
立
と
緊
張
は
、
調
停
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
純
粋
理
論
理
性
の
二
律
背
反

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
（
先
験
的
理
念
の
第
三
の
自
己
矛
盾
）礦
。

カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
、
実
在
は
、
完
全
に
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
理
論
理
性
に
よ
っ
て
認
識
可
能
な
〈
自
然
〉
な
い
し
は

〈
現
象
〉
の
世
界
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
の
み
意
志
す
る
こ
と
の
可
能
な
〈
自
由
〉
な
い
し
は
〈
本
体
〉
の
世
界
、
こ
の
二
つ
に
で
あ
る
。

〈
現
象
〉
の
世
界
と
〈
本
体
〉
の
世
界
、
こ
の
二
極
へ
の
分
解
が
生
じ
始
め
た
。
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
も
、
自
然
の
領
域
と
道
徳
の
領
域
に
二
分

さ
れ
た
。
自
然
法
則
と
道
徳
法
則
は
と
も
に
無
関
係
な
二
つ
の
領
域
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。〈
現
象
〉
も
〈
本
体
〉
も
と
も

に
そ
れ
ら
の
法
則
の
立
法
者
は
人
間
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
真
の
意
味
の
統
一
は
な
い
。
も
は
や
、
経
験
的
自
我
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
意
味

の
統
一
は
存
在
し
な
い
。〈
現
象
〉
と
〈
本
体
〉
は
調
停
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
二
極
化
し
た
絶
対
的
弁
証
法
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
を

宗
教
の
世
界
に
応
用
す
れ
ば
〈
本
体
〉
は
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
の
超
時
間
的
な
世
界
で
あ
り
不
可
知
と
い
う
こ
と
に
な
る
。〈
現
象
〉
は
歴

史
的
な
経
験
の
世
界
で
あ
り
具
体
的
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
統
合
し
得
な
い
絶
対
的
弁
証
法
を
形
成
し
て
い
る
。
ヒ

ッ
ク
の
宗
教
認
識
論
に
お
い
て
、
こ
の
〈
本
体
〉
と
〈
現
象
〉
の
調
停
し
得
な
い
二
元
論
が
出
て
く
る
理
由
は
、
カ
ン
ト
認
識
論
の
場
合

と
同
じ
で
あ
り
、
意
味
の
究
極
の
始
源
を
実
在
内
部
の
論
理
的
局
面
に
取
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
（
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
合
理
主
義
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
絶
対
的
弁
証
法
と
い
う
二
元
論
は
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
創
造
者
な
る
神
を
意
味
の
究
極
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

と
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
創
造
、
堕
罪
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
聖
霊
の
交
わ
り
を
通
し
て
の
贖
罪
（
回
復
）
と
い
う
宗
教

的
根
本
動
因
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
と
き
信
仰
的
局
面
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
真
の
始
源
ア
ル
ケ
ー

で
あ
る
創

造
主
に
応
答
す
る
信
仰
が
生
ま
れ
る
。

理
論
的
思
惟
に
お
い
て
も
大
転
回
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
領
域
の
ど
の
領
域
も
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
は
日
常
生
活
世
界
に
整
合
性

コ
ヒ
ー
レ
ン
ス

と
調
和
を
も
っ
て
適
用
．
．

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
常
生
活
世
界
の
本
来
の
意
味
は
回
復
さ
れ

る
。
日
常
生
活
世
界
の
意
味
の
理
解
の
学
が
超
越
論
的
解
釈
学
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
学
は
、
法
の
適
用
．
．

を
強
調
す
る
と
い
う
意

味
で
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ガ
ダ
マ
ー
解
釈
学
の
考
え
方
を
実
在
の
全
領
域
に
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
砠
。
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こ
こ
に
お
い
て
真
の
意
味
で
、
解
釈
学
の
普
遍
性
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
点
は
歴
史
の
外
に
出
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
彼
の
解
釈
学
は
内
在
的
で
あ
り
歴
史
主
義
的
で

あ
る
。
彼
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在

ダ
ー
ザ
イ
ン

の
解
釈
学
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
世
界
内
存
在
」
の
現
象
学
の
延
長
上
に
あ
り
、

し
た
が
っ
て
内
在
的
解
釈
学
で
あ
る
こ
と
を
逃
れ
え
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
意
味
の
理
解
の
学
を
実
在
の
意
味
局
面
全
体
に

拡
張
し
た
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
超
越
論
的
解
釈
学
と
な
っ
た
。
い
や
、
超
越
論
的
解
釈
学
で
な
け
れ
ば
、
日
常
生
活
世
界
の
意
味
の

理
解
の
学
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

超
越
論
的
解
釈
学
に
お
け
る
主
観
│
客
観
の
概
念
は
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
り
、
近
代
の
合
理
主
義
は
こ
こ
に
お

い
て
完
全
に
克
服
さ
れ
て
い
る
。
合
理
的
思
考
を
も
含
む
、
さ
ら
に
よ
り
広
い
人
間
の
心
の
働
き
が
直
観
的
に
統
一
さ
れ
た
日
常
生
活
世

界
は
、
宗
教
的
根
源
に
接
し
た
世
界
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
根
本
動
因
が
信
仰
的
局
面
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
様
々
な
宗
教
意
識
が

生
じ
、
宗
教
体
験
が
生
じ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
他
宗
教
の
信
仰
体
系
を
「
理
解
」
す
る
際
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「
地
平
」
を
離
れ
る
必
要
は

な
い
。
他
宗
教
と
の
対
話
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
己
同
一
性

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
失
う
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「
地
平
」
を
拡
げ
て
ゆ
け
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
己
理
解
も
深
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
超
越
論
的
解
釈
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
異
な
る
宗
教
と

信
仰
の
間
の
対
話
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
点
に
お
い
て
こ
そ
、
人
は
異
文
化
と
異
宗
教
の
間
の
真
に
豊
か
な
相
互
理
解
の
地
平

を
築
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
真
の
自
己
」

漓
「
宗
教
的
根
源
に
接
し
た
自
我
」
と
は
何
か

冒
頭
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
の
宗
教
復
権
の
背
後
に
、
現
代
の
科
学
技
術
文
明
の
問
題
点
を
批
判
し
、
か
つ
そ
れ
を
超
克
し
う

る
思
想
的
視
座
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
た
。
超
越
論
的
解
釈
学
に
果
た
し
て
そ
れ
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
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ヒ
ッ
ク
は
救
済
宗
教
に
は
「
自
我
中
心
か
ら
実
在
中
心
へ
の
転
換
」
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
た
（
こ
こ
で
い
う
「
実
在
」

と
は
わ
れ
わ
れ
の
い
う
実
在

リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
な
く
む
し
ろ
「
超
越
的
存
在
」
に
対
応
し
て
い
る
）。
こ
こ
で
転
換
す
る
自
我
は
、
当
然
、
わ
れ
わ
れ
の

主
張
す
る
「
宗
教
的
根
源
に
接
し
た
自
我
」（
超
越
論
的
自
我
）
と
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
の
場
合
、
転
換
し
た
後
の
自
我
の

行
き
先
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
果
た
し
て
〈
唯
一
の
実
在
〉
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
区
別
さ
れ
る
と
す

れ
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

ヒ
ッ
ク
の
理
論
構
成
の
仕
方
を
見
る
と
、〈
唯
一
の
実
在
〉
が
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
と
言
い
換
え
ら
れ
カ
ン
ト
認
識
論
が
援
用
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
認
識
論
に
お
け
る
自
我
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
主
観
│
客
観
図
式
で
い
う

主
観
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
合
理
主
義
的
な
、
デ
カ
ル
ト
的
な
自
我
エ

ゴ

で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
宗
教
的
根
源
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
、
い
わ
ば
近
代
主
義
的
な
、
何
者
に
も
依
存
し
な
い
自
律
し
た
自
我
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
の
「
理
解
」

に
は
、
宗
教
を
対
象
化
し
理
論
化
し
て
い
る
近
代
主
義
的
で
合
理
主
義
的
な
側
面
の
自
我
と
、
こ
の
自
我
を
脱
却
し
解
放
さ
れ
た
宗
教
的

自
我
が
混
在
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
二
つ
の
自
我
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
る
と
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
の
自
我
は
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
的
な
自
律
し
た
自
我
（
自
己
中
心
的
な
自
我
）
か
ら

転
換
し
て
〈
唯
一
の
実
在
〉
へ
帰
依
し
た
自
我
で
あ
り
、
こ
の
〈
唯
一
の
実
在
〉
中
心
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
超
越
論
的
自
我
で
あ
る
。

い
や
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
の
帰
依
す
る
宗
教
を
理
論
化
す
る
と
き
に
、
カ
ン
ト
認
識
論

を
援
用
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
再
び
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
的
な
合
理
主
義
的
自
我
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ッ
ク
の
自

我
は
、
科
学
技
術
文
明
の
絶
対
化
を
招
来
し
た
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト
的
な
近
代
の
合
理
主
義
的
自
我
と
同
一
の
自
我
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま

で
は
彼
の
宗
教
思
想
は
、
近
代
主
義
の
批
判
的
超
克
を
な
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
宗
教
思
想
の
中
に
、

近
代
の
科
学
技
術
文
明
を
批
判
的
に
超
克
す
る
思
想
的
視
座
を
期
待
し
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
の
に
。

わ
れ
わ
れ
は
、「
超
越
的
存
在
」
を
意
識
し
こ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
信
仰
者
の
、
そ
の
超
越
論
的
自
我
の
構
造
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
西
田
哲
学
に
お
け
る
自
我
理
論
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
話
を
進
め
て
み
る
。
こ
れ
は
超

越
論
的
解
釈
学
に
基
づ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
仏
教
と
対
話
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
で
も
あ
る
。

112



キリスト教哲学と現代思想蠱貎

滷
西
田
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学

西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
○
│
一
九
四
五
）
は
近
代
日
本
に
お
け
る
も
っ
と
も
独
創
的
な
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
は
す
で
に
金
沢
の
高
等
学

校
の
時
代
か
ら
禅
に
関
心
を
示
し
、
二
八
歳
頃
に
は
本
格
的
な
打
坐
と
参
禅
を
生
活
の
中
心
に
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
長
い
年
月
を

か
け
た
修
行
の
後
に
、
西
田
は
自
己
の
底
に
自
己
を
解
脱
す
る
と
い
う
翻
り
を
体
験
す
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）、

四
一
歳
の
と
き
の
作
品
『
善
の
研
究
』
以
来
、
世
に
西
田
哲
学
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
彼
の
哲
学
が
、
宗
教
的
根
源
に
接
し
て
い
る
の

は
極
め
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
宗
教
的
根
源
に
接
し
た
超
越
論
的
自
我
の
こ
と
を
西
田
は
「
自
己
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
る
。

最
後
の
論
文
と
な
っ
た
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」（
一
九
四
五
年
）
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
宗
教
は
心
霊
上

の
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者
が
自
己
の
体
系
の
上
か
ら
宗
教
を
捏
造
ね
つ
ぞ
う

す
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
こ
の
心
霊
上
の
事
実
を
説
明
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」礪
。
こ
こ
で
彼
は
明
ら
か
に
霊
的
な
宗
教
的
動
因
が
、
理
論
的
、
哲
学
的
思
考
「
以
前
」
に
存
在
し
て
い
る
事
実
を
認
め
て

い
る
。
宗
教
と
哲
学
の
関
係
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
大
層
近
い
。
そ
こ
で
彼
が
西
洋
哲
学
に
対
し

て
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ
た
か
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」（
一
九
四
四
年
）
と
い
う
論
文
を
取
り
上
げ
る
。
こ

の
論
文
を
通
し
て
彼
の
場
合
に
、
理
論
的
思
考
と
宗
教
的
根
本
動
因
と
の
間
の
接
触
点
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

西
田
は
懐
疑
に
よ
っ
て
自
覚
に
達
す
る
デ
カ
ル
ト
の
方
法
を
高
く
評
価
す
る
。
と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
に

至
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
認
識
論
偏
重
の
行
き
方
を
、
む
し
ろ
真
の
問
題
の
隠
蔽
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
。
こ
こ
に
デ
カ
ル
ト
│
カ
ン
ト

的
な
合
理
主
義
に
対
す
る
彼
な
り
の
批
判
の
視
座
が
あ
る
。
彼
は
述
べ
て
い
る
。

哲
学
の
問
題
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
有
り
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
真
実
在
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
何
処
ま
で
も
徹
底
せ
る

懐
疑
的
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
云
へ
ば
絶
対
の
否
定
的
自
覚
、
自
覚
的
分
析
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
真
に
生

死
を
賭
し
得
る
実
践
も
、
此
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
私
は
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
、
デ
カ
ル
ト
の
問
題
と
方
法
と
に
同
意
を
表
す
る

も
の
で
あ
る
。
哲
学
に
入
る
も
の
に
、
彼
の
『
省
察
録
』
の
熟
読
を
勧
め
た
い
。
併
し
私
は
彼
は
つ
い
に
そ
の
目
的
と
方
法
に
徹
底
せ
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な
か
っ
た
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
を
脱
し
な
か
っ
た
。
実
在
を
何
処
ま
で
も
主
語
的
な
る
も
の
、
基

本
的
な
る
も
の
に
求
め
た
。
そ
こ
か
ら
彼
は
所
謂
独
断
的
形
而
上
学
に
陥
っ
た
硅
。

西
田
は
西
洋
の
い
わ
ゆ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
な
い
し
は
主
語
的
論
理
、
対
象
的
論
理
を
批
判
し
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
。
西
欧
現
代
の
ポ
ス
ト
近
代
モ
ダ
ン

哲
学
を
す
で
に
先
取
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
的
な
合
理
主
義
的

基
礎
づ
け
主
義

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
克
服
し
よ
う
と
す
る
現
代
の
ポ
ス
ト
近
代
哲
学
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
論
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
（
ロ
ー
テ
ィ
ー
）、
解
釈
学
（
ガ
ダ
マ
ー
）、
脱
構
築
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
＝
デ
リ
ダ
）
と
い
う
方
向
に
発
散
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
西

田
の
場
合
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
述
語
的
論
理
、
場
所
的
論
理
と
い
う
方
向
に
、
す
な
わ
ち
軈
区
別
軋
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
一

種
の
軈
包
摂
軋
の
論
理
の
方
向
に
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
彼
い
わ
く
、

デ
カ
ル
ト
は
す
べ
て
の
物
を
疑
っ
た
。
…
欺
瞞
者
が
い
か
に
私
を
欺
く
と
も
、
私
が
考
へ
る
限
り
、
私
が
あ
る
、
コ
ー
ギ
ト
・
エ
ル

ゴ
ー
・
ス
ム
の
命
題
に
到
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
哲
学
が
出
立
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
此
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
の

不
徹
底
が
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
神
が
自
己
を
欺
く
と
も
、
欺
か
れ
る
自
己
が
あ
る
、
私
が
私
の
存
在
を
疑
ふ
と
云
ふ
な
ら
、
疑
ふ

も
の
が
私
で
あ
る
。
疑
ふ
と
云
ふ
事
実
そ
の
も
の
が
、
自
己
の
存
在
を
証
明
し
て
居
る
。
か
ゝ
る
直
証
の
事
実

．
．
．
．
．

か
ら
把
握
せ
ら
れ
る
実

在
の
原
理
は
、
主
語
的
実
在
の
形
式
で
は
な
く
し
て
、
矛
盾
的
自
己
同
一

．
．
．
．
．
．
．

の
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
碎
（
傍
点
筆
者
）。

「
直
証
の
事
実
」
と
は
『
善
の
研
究
』
の
中
で
は
「
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
中
期
に
は
「
絶

対
無
の
自
覚
」、
後
期
に
は
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
具
合
に
概
念
と
し
て
発
展
し
て
い
く
。（
こ
こ
で
い
う
「
直
証
の
事
実
」
は

「
証
拠
に
基
づ
か
な
い
合
理
性
」
な
い
し
は
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の
い
う
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
に
対
応
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。）

「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
は
何
か
。
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
用
語
と
概
念
の
難
解
さ
は
定
評
が
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
と
り
あ
え
ず
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
く
。「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
は
、
自
己
否
定
の
底
に
、
絶
対
無
の
場

所
に
生
じ
た
軈
自
覚
軋
す
な
わ
ち
「
真
の
自
己
」、「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
を
哲
学
的
に
表
現
し
た
概
念
な
の
だ
、
と
。
西
田
は
「
わ
れ

わ
れ
の
自
己
が
何
処
ま
で
も
徹
底
的
に
否
定
的
自
覚
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
そ
こ
に
内
在
即
超
越
、
超
越
即
内
在
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
原
理
に
撞
着
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」硴
と
も
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
西
田
に
お
い
て
禅
（
宗
教
）
と
哲
学
と
は
深
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
宗
教
的
根
本
動
因
と
哲

学
と
の
接
触
点
と
し
て
の
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
構
造
（
意
味
局
面
）
の
よ
う
な
存
在
の
構
造
は
明
確
に
取
り
出
せ
な
い
。
上
田
閑
照
氏
は
西
田

に
お
け
る
禅
と
哲
学
と
の
関
係
を
覚
（
純
粋
経
験
）
と
自
覚
（
根
本
句
）
と
「
自
己
・
世
界
」
理
解
（
哲
学
）
の
三
つ
レ
ベ
ル
に
分
け
て

分
析
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
強
い
て
言
え
ば
宗
教
と
哲
学
と
の
接
触
点
は
軈
自
覚
軋碆
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
あ
る
ま
と
ま
っ
た
形
の
存
在

論
を
提
起
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
見
え
て
こ
な
い
。
西
田
自
身
は
例
え
ば
道
元
の
句
を
引
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

道
元
は
自
己
を
な
ら
ふ
こ
と
は
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
、
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
と
云
ふ
。
我
々
は
抽

象
的
意
識
的
自
己
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
、
身
心
一
如
な
る
所
に
、
真
の
自
己
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
今
や
我
々
は
か
ゝ
る
真
の
実
践

的
自
己
、
身
心
一
如
的
自
己
の
自
覚

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
立
場
か
ら
、
従
来
の
哲
学
を
考
へ
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
硼
。

こ
こ
で
「
身
心
一
如
的
自
己
の
自
覚
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
状
態
は
、
確
か
に
宗
教
的
根
源
に
接
し
て
い
る
。
こ
の
軈

自
覚
軋
は
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
軈
自
覚
軋
は
わ
れ
わ
れ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
な
宗
教
的
根
源
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
禅
の
修
行
の
中
で
得
ら
れ
た
軈
自
覚
軋
と
は
宗
教
体
験
で
あ
り
宗
教
意
識
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
意
味
局
面
の
一
つ
で
あ
る
心
の
信
仰
的
機
能
が
宗
教
的
根
源
に
応
答
し
て
い
る
と
き
の
時
間
的
実
在
の
中
の
経
験
（
純
粋
経
験
！
）
の

出
来
事
な
の
で
あ
る
。
実
在
の
多
様
な
意
味
局
面
の
中
で
特
に
信
仰
的
局
面
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
、
宗
教
的
動
因
に
応
答
す
る
宗
教

意
識
、
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
確
か
に
彼
は
、
一
方
で
西
洋
哲
学
の
思
考
を
用
い
つ
つ
、
他
方
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
近
代
の
西
洋
哲
学
が
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捕
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
宗
教
的
根
源
、
そ
の
根
源
に
ま
で
達
す
る
新
し
い
境
地
を
開
い
て
い
る
。
し
か
も
現
代
の
ポ
ス
ト
近
代
哲
学
の
問

題
意
識
を
先
取
り
し
て
開
示
し
て
見
せ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
近
年
と
み
に
欧
米
で
の
西
田
哲
学
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ

う
。と

こ
ろ
で
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
は
世
界
に
対
す
る
一
種
の
弁
証
法
で
あ
る
。
た
だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
時
間
的
（
過
程
的
）

弁
証
法
で
あ
る
の
に
対
し
西
田
の
そ
れ
は
無
時
間
的
（
場
所
的
）
弁
証
法
で
あ
る
。
そ
し
て
実
在
の
本
質
が
宗
教
的
根
源
と
接
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
弁
証
法
を
形
づ
く
る
両
極
は
と
も
に
絶
対
性
を
要
求
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
統
合
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対

的
弁
証
法
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
、
超
越
論
的
解
釈
学
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
非
有
神
的
な
宗
教
的
動
因
に
特
有
な
絶
対
的

弁
証
法
の
一
つ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
こ
と
を
別
の
箇
所
で
示
し
た
碚
。

澆
「
場
所
」
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

場
所
的
弁
証
法
は
一
つ
の
抽
象
的
な
論
理
で
あ
り
、
具
体
的
な
事
柄
に
適
用
さ
れ
な
い
と
そ
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ

る
。
ま
ず
西
田
自
身
に
よ
る
適
用
が
あ
る
。
西
田
は
「
日
本
文
化
の
問
題
」（
一
九
四
○
年
）
と
い
う
論
文
の
中
で
場
所
的
弁
証
法
を
具
体

的
な
歴
史
の
問
題
に
適
用
し
た
。
そ
れ
は
結
論
だ
け
を
言
え
ば
、〈
近
代
〉
と
〈
伝
統
〉
の
間
の
調
停
で
き
な
い
二
律
背
反

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

を
「
無
の
場

所
」
と
し
て
の
皇
室
を
設
定
し
て
統
合
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
省
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
場
合
、
場
所

的
弁
証
法
は
歴
史
の
論
理
と
し
て
み
た
場
合
に
完
全
な
破
綻
を
見
せ
て
い
る
碚
。

こ
こ
で
は
別
の
適
用
を
見
て
み
よ
う
。

西
田
の
自
覚
の
理
論
を
人
間
の
自
己
同
一
性

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
意
識
構
造
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
「
自
己
の
根
拠
と
し
て

の
絶
対
的
他
性
」
を
明
確
に
主
題
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
的
他
性
と
は
西
田
の
「
私
と
汝
」（
一
九
三
二
年
）
な
ど
の
論
文
で
展

開
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
自
己
理
解
の
こ
と
で
あ
る
。「
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
考
へ
ら
れ
る
と
き
、
自
己
が
自
己
に
於
て

絶
対
の
他

．
．
．
．

を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
絶
対
の
他

．
．
．
．

は
即
ち
自
己
で
あ
る
と
ゐ
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」碌
。

「
斯
く
我
々
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
の
根
底
に
於
て
我
々
が
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
見
、
逆
に
絶
対
の
他
に
於
て
自
己
を
見

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
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る．
と
い
う
如
き
人
格
的
自
覚
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
居
る
」碣
。

「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と
い
う
表
現
は
全
く
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
表
現
は
西
田
哲

学
に
お
い
て
は
軈
自
覚
軋
の
構
造
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
単
な
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
。
自
己
を
対
象
化
し
て
観
察
す
る
よ

う
な
論
理
を
対
象
的
論
理
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
）
と
し
て
退
け
る
西
田
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
自
己
を
自
己
の
内
か
ら
把
握
し
よ
う

と
す
る
場
所
的
論
理
の
謂
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
Ｘ
が
Ｙ
に
お
い
て
Ｚ
を
見
る
」
と
言
う
と
き
、
Ｘ
、
Ｙ
、
Ｚ
は
同
じ
自
己
と
い
う
言

葉
で
は
あ
っ
て
も
、
異
な
る
レ
ベ
ル
の
自
己
を
指
し
て
い
る
。
禅
の
悟
り
の
構
造
か
ら
推
し
て
言
え
ば
、
Ｘ
＝「
私
」、
Ｙ
＝「
絶
対
無
の
場

所
」、
Ｚ
＝「
真
の
自
己
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
「
私
が
絶
対
無
の
場
所
．
．

に
お
い
て
真
の
自
己
を
見
る
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
「
私
と
汝
」
の
論
文
に
お
い
て
は
、
Ｙ
は
「
絶
対
無
の
場
所
．
．

」
で
は
な
く
「
絶
対
の
他
」
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

「
私
が
絶
対
の
他

．
．
．
．

に
お
い
て
真
の
自
己
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
宗
教
的
根
源
に
接
し
て
い
る
人
間
の
自
己
理
解
の
構
図
で

あ
る
。「
私
が
絶
対
の
他

．
．
．
．

に
お
い
て
真
の
自
己
を
見
る
」
と
い
う
と
き
、「
絶
対
の
他
」
と
は
禅
の
自
覚
の
場
合
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
「
絶
対

無
の
場
所
．
．

」
で
あ
っ
た
。
仏
教
と
い
う
宗
教
で
あ
れ
ば
ど
う
し
て
も
こ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
無
」
の
宗
教
に
対
峙

す
る
と
こ
ろ
の
「
有
」
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
聖
書
の
啓
示
が
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
人
格

神
が
存
在
し
、
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
格
神
の
受
肉
が
歴
史
上
の
イ
エ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス
の
十

字
架
上
の
死
は
全
人
類
を
罪
か
ら
解
放
す
る
贖
い
で
あ
っ
た
。
受
肉
こ
そ
が
「
不
可
分
、
不
可
同
、
不
可
逆
な
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原
事
実
」

（
滝
沢
克
己
）
を
明
瞭
に
映
し
出
す
。

創
造
、
堕
罪
、
贖
罪
の
宗
教
的
根
本
動
因
に
導
か
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、「
絶
対
の
他
」
と
は
「
絶
対
無
の
場
所
．
．

」
で
は
な
く

「
絶
対
有
の
場
所
．
．

」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
場
所
．
．

と
は
も
ち
ろ
ん
物
理
的
な
場
所
で
は
な
く
意
味
の
場
所
．
．

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
絶
対
有

の
場
所
．
．

」
と
は
意
味
の
充
実
と
し
て
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
点
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
翻
り
の
契
機
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

で
あ
る
は
ず
だ
。「
私
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

．
．
．
．
．
．
．
．

に
お
い
て
真
の
自
己
を
見
る
」、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
自
己
理
解
の
構
図
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
思
索
の
結
果
得
ら
れ
た
命
題
で
は
な
く
、
聖
書
の
啓
示
を
通
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
信
仰
者
の
宗
教
体
験
な
の
で
あ
る
。
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パ
ウ
ロ
が
し
ば
し
ば
使
うejn

c
ris

t
w
;

（
キ
リ
ス
ト
の
中
に
あ
る
）
と
い
う
表
現
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
「
場
所
」
の
中
に
あ
る
こ
と
こ

そ
が
キ
リ
ス
ト
者
の
日
々
の
体
験
的
自
己
理
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。「
キ
リ
ス
ト
を
着
て
い
る
」（
ガ
ラ
テ
ヤ
三
章
二
七
節
）
と
い
う
表

現
も
こ
れ
に
近
い
。
ま
た
内
住
の
キ
リ
ス
ト
を
表
す
言
葉
、
例
え
ば
、「
あ
な
た
が
た
の
心
の
内
に
キ
リ
ス
ト
を
住
ま
わ
せ
る
」（
エ
ペ
ソ

三
章
一
七
節
）、「
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
が
た
の
内
に
形
づ
く
ら
れ
る
」（
ガ
ラ
テ
ヤ
四
章
一
九
節
）、「
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
が
た
の
内
に
い

る
」（
ロ
ー
マ
八
章
一
○
節
）、「
生
き
て
い
る
の
は
私
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
が
私
の
内
に
生
き
て
い
る
」（
ガ
ラ
テ
ヤ
二
章
二
○
節
）
と

い
う
表
現
も
キ
リ
ス
ト
者
の
自
己
理
解
と
自
己
同
一
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
や
は
り
「
絶
対
の
他
」
な
の
で
あ
り
、
私
は
私
で
あ
る
。
私
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
合
一

す
る
と
い
う
神
秘
体
験
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
私
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
似
た
者
」（
蠢
ヨ
ハ
ネ
三
章
二
節
）
と
さ
れ
る
こ
と
が
す

な
わ
ち
「
真
の
自
己
」
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
神
知
識
と
自
己
知
識
と
は
互
い
に
結
び
あ

っ
て
い
る
」（
Ｊ
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
）
こ
と
が
実
際
に
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
禅
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
深
く
問
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

て
く
る
。
宗
教
的
反
定
立
を
踏
ま
え
つ
つ
も
な
お
、
人
類
は
一
つ
の
「
宗
教
的
な
根
源
的
共
同
体
」
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的
に
確
認
で
き

る
。
キ
リ
ス
ト
者
が
他
の
信
仰
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
自
己
理
解
を
増
し
、
自
己
の
地
平
を
広
げ
、
歴
史
の

意
味
の
開
示
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
者
が
キ
リ
ス
ト
教
や
他
宗
教
を
理
解
す
る
と
き
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
田
哲
学
と
の
対
話
を
通
し
て
「
宗
教
的
根
源
に
接
し
た
自
我
」（
超
越
論
的
自
我
）
の
構
造
を
明
ら

か
に
で
き
た
。

人
間
の
自
我
は
超
越
論
的
自
我
で
あ
る
と
同
時
に
経
験
的
自
我
の
側
面
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
経
験
的
自
我
は
論
理
的
局
面
の
法
に
服

し
、
言
語
的
局
面
の
法
に
服
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
に
は
論
理
的
思
考
が
可
能
で
あ
り
、
言
語
的
表
現
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は

宗
教
的
根
源
と
哲
学
（
理
論
的
思
考
）
の
間
の
接
触
点
を
与
え
て
い
る
宇
宙
論
的

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
法
構
造
（
意
味
局
面
）
の
ゆ
え
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
宗
教
体
験
を
論
理
的
に
整
理
し
つ
つ
言
語
を
媒
介
に
し
て
、
体
験
を
共
有
し
な
い
人
々
に
対
し
て
も
表
現
で
き
る
。

118



キリスト教哲学と現代思想蠱貎

わ
れ
わ
れ
の
自
我
は
宗
教
的
信
仰
に
帰
依
し
つ
つ
、
同
時
に
理
論
的
、
哲
学
的
思
考
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
倫
理

的
規
範
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
確
か
な
方
法
に
頼
り
つ
つ
、
科
学
の
絶
対
化
を
抑
止
す
る
道
が
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
現
代
の
科
学
技
術
文
明
を
超
克
し
う
る
基
盤
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
右
の
よ
う
な
構
造
を
は
っ
き
り
と
理
解
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
異
な
る
信
仰
を
も
つ
諸
宗
教
者
の
間
で
、
互
い
の
自
己
同
一
性

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
失

う
こ
と
な
く
対
話
が
成
立
す
る
。
そ
の
対
話
を
通
し
て
自
ら
の
伝
統
を
批
判
的
に
吟
味
し
つ
つ
、
互
い
か
ら
学
び
合
え
る
よ
う
な
実
り
多

い
収
穫
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

超
越
論
的
解
釈
学
に
よ
っ
て
こ
そ
、
諸
宗
教
間
の
対
話
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
主
張
で
あ
る
。

〈
注
〉

盧

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
三
年
）。

盪

J.H
ick,A

n
Interpretation

ofR
eligion

(London:M
acm

illan,1989),p.14.

以
後IR

と
記
す
。

蘯

J.H
ick,IR

,PartII.

盻

ibid.,C
hap.13.

眈

ibid.,C
hap.7.

眇

ibid.,C
hap.10.

眄

ibid.,p.237.

眩

ibid.,p.233.

眤

ibid.,p.249.

眞

ibid.,p.379.

眥

ibid.,p.249.

119



眦

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』
三
一
五
頁
、
三
一
一
頁
。

眛
J.H

ick,IR
,C

hap.II.
眷

ヒ
ッ
ク
の
批
判
的
実
在
論
と
い
う
立
場
は
、
最
終
的
に
は
、〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
を
知
り
得
な
い
と
す
る
彼
自
身
の
仮
説
と
相
容
れ
な
く
な
る
、
と
い

う
批
判
を
ド
ゥ
コ
ス
タ
が
行
っ
て
い
る
。G

avin
D

’C
osta,’John

H
ick

and
R

eligious
Pluralism

:Yet
A

nother
R

evolution’,Problem
s

in
the

Philosophy
of

R
eligion,H

.H
ew

itt,Jr.(ed)(N
ew

York:St.M
artin’s

Press,1991),pp.3–18.

間
瀬
・
稲
垣
共
編
『
宗
教
多
元
主
義
の
探
究
』

（
大
明
堂
、
一
九
九
五
年
）
所
収
論
文
「
ヒ
ッ
ク
と
宗
教
多
元
主
義
」
参
照
。

眸

G
.D

’C
osta

やJ.K
ellenberger

も
似
た
よ
う
な
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。Problem

s
in

the
Philosophy

ofR
eligion,p.23.

睇

J.H
ick,IR

,p.130.

睚

ibid.,p.138.

睨

ibid.,p.138.

睫

ibid.,p.159.

睛

J.H
ick,Philosophy

ofR
eligion

(F
ourth

edition,1990).

間
瀬
啓
允
・
稲
垣
久
和
訳
『
宗
教
の
哲
学
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
）
第
六
章
。

睥

同
書
一
五
三
頁
。

睿

A
.Plantinga,“R

eason
and

B
eliefin

G
od,”

in
Faith

and
R

ationality,eds.A
.Plantinga

and
N

.W
olterstorff(U

niversity
ofN

otre
D

am
e

Press,1983),pp.78–91.

睾

W
.V.O

.Q
uine,W

ord
and

O
bject(1960).

大
出
晃
・
宮
館
恵
訳
『
こ
と
ば
と
対
象
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
四
年
）
四
○
頁
。

睹

同
書
六
三
頁
。

瞎

同
書
八
三
頁
。

瞋

同
書
一
○
六
頁
。

瞑

Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
の
哲
学
』
一
五
九
頁
。

瞠

こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
発
想
を
「
超
越
論
的
主
観
主
義
」
と
呼
び
、
そ
れ
へ
の
判
断
中
止
を
提
唱
し
た
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
あ
る
（
拙
著
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『
知
と
信
の
構
造
』
八
二
頁
参
照
）。

瞞
[

固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
念
」
に
つ
い
て
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
各
々
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
る
信
念
は
ベ
ー

シ
ッ
ク
、
特
に
固
有
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
各
々
の
場
合
に
、
正
当
性
を
付
与
し
て
い
る
あ
る
環
境
な
い
し
は
条
件
が
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
あ
る
環
境
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
各
々
の
場
合
に
、

あ
る
条
件
Ｃ
の
も
と
で
あ
る
人
が
命
題
Ｐ
を
ベ
ー
シ
ッ
ク
と
見
な
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る

と
い
う
種
類
の
あ
る
真
な
命
題
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ち
ろ
ん
Ｃ
は
Ｐ
と
と
も
に
変
化
す
る
」(R

eason
and
B
eliefin

G
od,"

p.79)

。

瞰

A
.Plantinga,“R

eason
and

B
eliefin

G
od,”

p.81.

瞶

ibid.,p.81.

瞹

J.H
ick,“R

eligious
Pluralism

and
the

R
ationality

ofR
eligious

B
elief,”

Faith
and

Philosophy,vol.10,N
.2,1993,p.244.

瞿

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』
六
二
頁
。

瞼

J.H
ick,IR

,p.1.

瞽

迢実
在
そ
れ
自
体
〉
仮
説
は
、
時
間
の
創
造
を
説
く
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
と
、
そ
の
逆
に
輪
廻
を
解
く
イ
ン
ド
宗
教
と
の
両
方
を
説
明
し
う
る
と
さ

れ
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば，
〈
実
在
そ
れ
自
体
〉
は
、
当
然
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
す
る
時
間
・
空
間
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

瞻

M
.Peterson

et
al.,R

eason
and

R
eligious

B
elief

—
A

n
Introduction

to
the

philosophy
of

R
eligion

(O
xford

U
niversity

Press,1991),p.119.

こ
の
本
の
中
で
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
│
オ
ー
ル
ス
ト
ン
流
の
認
識
論
は
リ
フ
ォ
ー
ム
ド
認
識
論
の
名
で
呼
ば
れ
市
民
権
を
得
て
い
る
。

矇

ヒ
ッ
ク
認
識
論
の
カ
ン
ト
認
識
論
と
の
類
比
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
拙
著
『
知
と
信
の
構
造
』
六
四
│
七

二
頁
参
照
。

矍

Ｒ
・
パ
ニ
カ
ー
「
ヨ
ル
ダ
ン
河
、
テ
ィ
ベ
ル
河
、
ガ
ン
ジ
ス
河
」、J.H

ick
&

P.K
nitter,T

he
M

yth
ofC

hristian
U

niqueness
(1987).

八
木
誠
一
・

樋
口
恵
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
越
え
て
』（
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
）、
二
○
○
頁
、
二
○
八
頁
。

矗

Ｐ
・
ニ
ッ
タ
ー
「
解
放
の
神
学
の
視
点
か
ら
宗
教
の
神
学
を
建
設
す
る
た
め
に
」，
『
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
越
え
て
』
三
五
八
頁
。
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矚

Ｒ
・
パ
ニ
カ
ー
『
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
越
え
て
』、
二
二
一
頁
。

矜

ヒ
ッ
ク
の
場
合
で
い
え
ば
、「
と
し
て
経
験
す
る
」（experiencing-as

）
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
自
然
的
、
美
的
、
倫
理
的
、
信
仰
的
の
四
つ
の

意
味
の
レ
ベ
ル
を
導
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
て
い
く
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
拙
著
『
知
と
信
の
構
造
』
六
二
頁
。

矣

Ｉ
・
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
の
「
超
越
論
的
論
理
学
に
つ
い
て
」（
Ｂ
・
八
○
）
を
参
照
。
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
の
哲
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ー
イ

ヴ
ェ
ー
ル
ト
（
一
八
九
四
│
一
九
七
七
）
は
「
超
越
論
的
」
と
い
う
言
葉
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
超
越
論
的
批
判
と
は
、
理
論
的
思
惟
を

可
能
に
し
、
理
論
的
思
惟
の
内
在
的
構
造
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
普
遍
的
に
妥
当
す
る
条
件
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
」。H

.D
ooyew

eerd,

A
N

ew
C

ritique
ofT

heoreticalT
hought(T

he
Presbyterian

and
R

eform
ed,1969),vol.I,p.37.

矮

経
験
主
義
哲
学
と
超
越
論
哲
学
の
間
の
対
決
と
対
話
を
現
代
哲
学
の
場
面
に
お
い
て
遂
行
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ア
ー
ペ

ル
・
ロ
ー
テ
ィ
他
、
竹
市
明
弘
編
訳
『
超
越
論
哲
学
と
分
析
哲
学
』（
産
業
図
書
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

矼

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』
一
四
七
頁
、
二
八
頁
。

砌

同
書
、
七
四
頁
、
一
二
六
頁
。

砒

同
書
、
二
三
九
頁
。

礦

同
書
、
二
四
三
頁
。

砠

同
書
、
二
三
○
頁
。

礪

西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」（
西
田
幾
多
郎
全
集
衙
・
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）、
三
七
一
頁
。

硅

西
田
幾
多
郎
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」（
全
集
衙
）、
一
五
八
頁
。

碎

同
書
、
一
六
一
頁
。

硴

同
書
、
一
六
七
頁
。

碆

上
田
閑
照
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
宗
教
理
解
に
つ
い
て
」
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
『
絶
対
無
と
神
』（
一
九
八
一
年
）、
七
八
頁
。
上
田
『
西
田
幾
多

郎
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
二
五
三
頁
。

硼

西
田
幾
多
郎
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」、
一
六
八
頁
。
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碚

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』
第
四
章
。

碌

西
田
幾
多
郎
「
私
と
汝
」（
全
集
蠧
、
一
九
四
八
年
）、
三
八
六
頁
。

碣

同
書
、
四
○
五
頁
。

〔
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
専
攻
〕
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（
二
六
）

つ
か
ひ
は
も
仕
へ
ま
つ
る
霊
　
嗣
業

つ

ぐ

者も
の

に

つ
か
ふ
る
べ
し
と
つ
か
は
さ
れ
た
り

戦
後
の
日
々
の
唯
一
の
娯
楽
と
し
て
百
人
一
首
を
そ
ら
ん
じ
た

の
は
五
十
年
も
昔
の
こ
と
、
そ
の
五
十
年
の
彼
方
か
ら
、
初
句
の

五
音
が
今
も
な
お
、
百
首
を
百
首
と
も
呼
び
出
し
て
く
れ
る
。
た

と
え
ば
、「
た
ち
わ
か
れ

．
．
．

い
な
．
．

ば
の
や
ま
．
．

の
　
み
ね
．
．

に
お
ふ
る

．
．
．

ま
つ
．
．

と
し
き
か
ば
　
い
ま
か
へ
り

．
．
．

こ
む
」
の
傍
点
の
音
と
意
味
と

の
見
事
な
連
鎖
が
示
す
よ
う
に
。

旧
約
聖
書
も
音
と
意
味
と
の
押
韻
に
よ
っ
て
、
記
憶
を
容
易
に

す
る
。
章
中
に
聖
書
最
多
の
節
を
有
す
る
詩
篇
百
十
九
篇
が
そ
の

好
例
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ブ
ル
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
二
十
二
文
字
、

た
と
え
ば
ア
ー
レ
フ
Ａ
を
頭
に
も
つ
単
語
に
始
ま
る
文
を
八
つ
連

ね
て
一
連
と
す
る
。
二
十
二
の
八
倍
で
百
七
十
六
節
と
な
る
。
こ

れ
は
勿
論
、
ヘ
ブ
ル
の
児
等
の
記
憶
を
助
け
る
た
め
の
工
夫
に
他

な
ら
な
い
。

こ
の
同
工
異
曲
（
手
際
は
同
じ
だ
が
趣
は
異
な
る
）
を
新
約
聖

書
に
探
し
て
い
た
私
に
「
御
使
は
み
な
／
事
へ
ま
つ
る
霊
に
し
て

救
を
／
嗣
が
ん
と
す
る
者
の
た
め
に
／
職
を
執
る
べ
く
／
遣
さ
れ

た
る
者
に
あ
ら
ず
や
」
と
ヘ
ブ
ル
書
一
章
十
四
節
が
与
え
ら
れ
た
。

各
行
ツ
音
に
始
ま
り
、
使
・
事
・
嗣
・
職
・
遣
と
み
な
同
語
源
で

あ
る
。
聖
句
暗
誦
の
助
け
と
な
る
短
歌
も
が
な
と
、
一
首
に
ま
と

め
て
み
た
。

た
ち
わ
か
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
生
ふ
る

ま
つ
と
し
き
か
ば
い
ま
帰
り
こ
む

中
納
言
行
平
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内野一人百首蠡貎

（
二
七
）

ア
モ
ン
討
つ
い
く
さ
の
春
の
ひ
と
夜
ゆ
ゑ

つ
る
ぎ
は
永
久
に
離
れ
ざ
る
べ
し

ヨ
ア
ブ
を
将
と
す
る
ダ
ビ
デ
軍
は
、
腹
背
に
敵
を
受
け
た
が
勝

利
し
て
、
ア
ラ
ム
・
ア
モ
ン
同
盟
を
崩
し
た
。
そ
の
翌
年
、
麦
の

刈
入
れ
が
す
ん
だ
五
月
「
春
に
な
っ
て
」（
口
語
訳
）
再
び
ダ
ビ
デ

軍
は
出
陣
し
、
ラ
バ
の
城
に
ア
モ
ン
軍
を
囲
ん
だ
。
ダ
ビ
デ
は
軍

を
ヨ
ア
ブ
に
任
せ
、
オ
フ
ェ
ル
の
丘
の
宮
殿
の
屋
上
に
出
た
。
美

し
く
か
ら
だ
を
洗
う
バ
テ
・
シ
ェ
バ
を
ダ
ビ
デ
は
寝
所
に
召
し
入

れ
た
。
こ
の
「
い
く
さ
の
春
の
ひ
と
夜
ゆ
え
」（
サ
ム
エ
ル
後
書
一

一
章
）
に
、
王
家
の
悲
劇
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

「
恋
ひ
わ
た
る
べ
き
」
の
べ
し
．
．

は
、
物
事
の
状
態
を
「
必
然
・
当

然
の
理
と
し
て
納
得
す
る
外
は
な
い
」（
岩
波
・
古
語
辞
典
）
と
否

定
を
許
さ
な
い
判
断
を
下
す
際
に
用
い
る
助
動
詞
で
あ
る
。
歌
の

意
は
、
春
を
ひ
さ
ぐ
難
波
の
遊
女
で
す
ら
、
一
夜
の
仮
寝
は
長
く

「
恋
ひ
わ
た
る
べ
し
」
と
、
心
に
き
ざ
み
つ
け
ら
れ
る
、
と
な
る
。

夫
が
戦
場
に
あ
る
と
き
の
一
夜
の
仮
寝
は
バ
テ
・
シ
ェ
バ
に
い

か
な
る
傷
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
聖
書
は
百
人
一
首
の
よ
う
に

は
女
性
の
心
理
に
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
ナ
タ
ン
の
預
言

「
剣
何
時
ま
で
も
汝
の
家
を
離
る
ゝ
こ
と
な
か
る
べ
し
．
．

」
と
、
王
家

の
乱
れ
は
長
く
続
き
、「
ア
ブ
シ
ャ
ロ
ム
。
わ
が
子
よ
」（
サ
ム
エ

ル
後
書
一
八
章
）
の
悲
痛
の
叫
び
に
到
る
の
で
あ
る
。

難
波
江
の
芦
の
か
り
寝
の
ひ
と
夜
ゆ
ゑ

み
を
つ
く
し
て
や
恋
ひ
わ
た
る
べ
き

皇
嘉
門
院
別
当

（
二
八
）

人
の
眼
ま
な
こ
の
し
ず
く
を
ぬ
ぐ
ふ
神
な
れ
ば

流
し
得
た
ま
ふ
涙
な
り
け
り

涙
は
日
本
の
詩
歌
最
大
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
道
因

は
そ
の
涙
を
少
し
く
滑
稽
に
扱
い
、
死
ぬ
ほ
ど
好
き
な
の
に
死
な

な
い
、
そ
の
く
せ
涙
は
止
ま
ら
な
い
と
歌
う
。「
で
あ
る
」
と
指
定

す
る
助
動
詞
の
な
り
．
．

、「
そ
う
い
う
事
態
な
ん
だ
と
気
が
つ
い
た
」

（
岩
波
・
古
語
辞
典
）
と
回
想
し
詠
嘆
す
る
助
動
詞
の
け
り
．
．

、
そ
の

二
つ
を
な
り
け
り

．
．
．
．

と
重
ね
て
駄
目
押
し
す
る
と
こ
ろ
に
、
お
か
し

さ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

聖
書
語
句
辞
典
で
涙
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
な
り
け
り

．
．
．
．

が
、

お
か
し
さ
を
含
ま
せ
た
軽
い
詠
嘆
か
ら
、
言
う
な
れ
ば
、
重
い
詠

嘆
に
変
わ
っ
て
い
く
の
を
お
ぼ
え
た
。
聖
書
が
語
ら
れ
記
さ
れ
読
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ま
れ
て
き
た
幾
千
年
の
過
去
か
ら
「
そ
う
い
う
事
態
だ
っ
た
の
だ

と
気
が
つ
い
た
」
時
の
、
深
い
驚
き
を
こ
め
た
詠
嘆
の
助
動
詞
と

な
っ
た
。

ヨ
ブ
を
は
じ
め
と
し
て
、
人
間
は
「
涙
の
パ
ン
」
を
食
べ
「
涙

の
谷
」
を
通
っ
て
き
た
。
し
か
し
神
は
、
人
の
流
す
涙
を
見
（
イ

ザ
ヤ
書
三
八
・
五
）、
そ
の
涙
を
こ
と
ご
と
く
拭
っ
て
（
イ
ザ
ヤ
書

二
五
・
八
）
く
だ
さ
る
神
な
れ
ば
こ
そ
、
夜
も
昼
も
た
え
ず
涙
を

流
し
て
（
エ
レ
ミ
ヤ
記
一
四
・
一
七
）
ま
で
、
民
の
こ
と
を
思
わ

れ
る
の
だ
と
気
が
付
い
た
。
神
に
し
て
は
じ
め
て
流
し
得
る
涙
、

聖
書
の
神
は
擬
人
化
の
神
で
は
な
か
っ
た
。

思
ひ
わ
び
さ
て
も
命
は
あ
る
も
の
を

憂
き
に
た
へ
ぬ
は
涙
な
り
け
り

道
因
法
師

（
二
九
）

ユ
ダ
の
野
に
夏
来
に
け
ら
し
西
風
の

打
ち
場
に
麦
を
篩
へ
と
ぞ
吹
く

行
く
春
を
惜
し
み
来
る
夏
を
待
つ
心
は
日
本
の
詩
歌
の
伝
統
だ

が
、
こ
の
小
倉
百
人
一
首
は
立
夏
（
五
月
六
日
頃
）
を
歌
っ
た
典

型
と
さ
れ
、「
白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
」
は
夏
の
序
詞
と
ま
で
考
え
ら

れ
て
い
る
。
心
も
軽
い
「
け
ら
し
」
の
音
が
「
て
ふ
」
と
ひ
び
き

あ
い
、
丁
丁
発
止
（
ち
ょ
う
ち
ょ
う
は
っ
し
）、
歌
全
体
を
う
き
た

た
せ
て
い
る
。

聖
書
の
夏
の
風
物
は
「
葉
芽
ぐ
め
ば
夏
の
近
き
を
知
る
」（
マ
タ

イ
二
四
・
三
二
）
や
「
夏
の
時
に
雪
ふ
り
」（
箴
言
二
六
・
一
）
の

よ
う
に
、
た
と
え
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
大
半
だ
が
、
心
は
ず

む
夏
も
あ
る
。「
収
穫
の
時
は
過
ぎ
夏
も
は
や
畢お
は

り
ぬ
」（
エ
レ
ミ

ヤ
八
・
二
○
）
と
あ
る
よ
う
に
、
夏
は
刈
り
入
れ
時
で
あ
る
。
大

麦
は
五
月
、
小
麦
は
そ
れ
よ
り
ひ
と
月
あ
と
、
と
言
う
。
ユ
ダ
ヤ

暦
な
ら
三
月
の
シ
ワ
ン
、
太
陽
暦
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
で

あ
る
。
日
本
流
に
言
え
ば
立
夏
か
ら
芒
種
（
ぼ
う
し
ゅ
・
六
月
五

日
頃
・
芒
は
の
ぎ
、
種
は
た
ね
で
麦
の
刈
り
稲
を
植
え
る
節
季
の

こ
と
）
に
か
け
て
の
頃
で
あ
る
。

ユ
ダ
の
野
で
も
こ
の
頃
、
麦
の
刈
り
入
れ
の
最
後
の
仕
事
で
あ

る
篩
い
分
け
が
始
ま
る
。
当
時
軈
大
海
軋
と
よ
ば
れ
て
い
た
地
中

海
か
ら
、
六
月
の
西
風
が
吹
い
て
く
る
。

春
す
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
白
妙
の

こ
ろ
も
ほ
す
て
ふ
天
の
か
ぐ
山

持
統
天
皇
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内野一人百首蠡貎

（
三
〇
）

あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
身
に
抱
く
幼
子
の

光
に
魂
の
安
ら
ふ
と
き
来

和
泉
式
部
は
十
世
紀
後
半
の
歌
人
、
夢
多
く
恋
激
し
き
女
性
だ

っ
た
。
あ
ら
ざ
ら
む
（
死
期
が
近
づ
い
た
）
と
達
観
し
た
後
、
す

ぐ
に
、
あ
ふ
こ
と
も
が
な
（
一
目
で
い
い
か
ら
会
い
た
い
）
と
激

し
く
願
う
こ
の
歌
は
、
遍
歴
の
生
涯
を
辞
す
る
歌
で
あ
る
。

聖
書
に
も
辞
世
の
歌
は
多
い
。
創
世
記
四
九
章
は
エ
ジ
プ
ト
に

於
け
る
ヤ
コ
ブ
辞
世
の
歌
で
あ
り
、
申
命
記
二
三
章
は
、
ピ
ス
ガ

の
頂
き
か
ら
約
束
の
地
を
望
み
つ
つ
死
ん
だ
モ
ー
セ
の
白
鳥
の
歌

で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
約
聖
書
随
一
の
名
歌
は
ル
カ
伝
二
章
、
ラ

テ
ン
語
の
最
初
の
二
語N

unc
D

im
ittis

を
と
っ
て
軈
ヌ
ン
ク
・

デ
ィ
ミ
ッ
テ
ィ
ス
軋（
今
こ
そ
逝
か
し
め
給
へ
）
と
呼
ば
れ
る
シ
メ

オ
ン
の
歌
で
あ
ろ
う
。

主
よ
、
今
こ
そ
御
言
に
循
ひ
て

僕
を
安
ら
か
に
逝
か
し
め
給
ふ
な
れ
。

わ
が
目
は
、
は
や
主
の
救
を
見
た
り
。

是
も
ろ
も
ろ
の
民
の
前
に
備
へ
給
ひ
し
者
、

異
邦
人
を
照
ら
す
光
、

御
民
イ
ス
ラ
エ
ル
の
栄
光
な
り
。

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
逝
く
年
に
手
が
け
た
未
完
の
作
品
は
ヌ
ン

ク
・
デ
ィ
ミ
ッ
テ
ィ
ス
で
あ
っ
た
と
言
う
。
降
誕
祭
の
教
会
で
、

一
九
九
四
年
八
月
四
日
桑
港
に
生
ま
れ
た
第
六
孫
、
ロ
バ
ー
ト
直

樹
を
こ
の
身
に
抱
く
時
の
わ
が
白
鳥
の
歌
も
か
く
あ
れ
と
願
う
。

あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
出
に

い
ま
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
こ
と
も
が
な

和
泉
式
部

（
三
一
）

花
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
も
ろ
も
ろ
の

島
に
て
ほ
ま
れ
語
り
つ
げ
よ
と

「
花
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
は
古
今
東
西
宗
教
を
問
わ
ぬ

人
間
の
詠
嘆
で
あ
る
。
九
世
紀
中
頃
の
歌
人
小
野
小
町
は
軈
経

る
軋
と
軈
降
る
軋、軈
眺
め
軋
と
軈
長
雨
軋
の
優
雅
な
掛
け
詞
に
容

色
の
衰
え
ゆ
く
憂
さ
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
。
散
る
ほ
う
が
よ
い
、

老
い
は
醜
い
か
ら
と
歌
っ
た
人
（
そ
う
く
法
師
）
も
あ
れ
ば
、
花

を
散
ら
す
風
を
怨
む
人
（
そ
せ
い
法
師
）
も
い
る
。
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聖
書
の
詩
人
た
ち
も
、
あ
せ
ゆ
く
花
の
色
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い

を
こ
め
た
。「
人
の
よ
は
ひ
は
草
の
ご
と
く
そ
の
栄
は
の
の
花
の
ご

と
し
」（
詩
篇
一
○
三
・
一
五
）
は
、
そ
れ
ら
様
々
な
思
い
の
基
調

と
な
る
も
の
だ
が
、
前
八
世
紀
の
南
王
国
ユ
ダ
の
人
、
イ
ザ
ヤ
に

耳
を
か
た
む
け
よ
う
。
彼
も
ま
た
、
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ

て
思
い
を
尽
く
そ
う
と
し
て
詩
人
で
あ
っ
た
。

イ
ザ
ヤ
は
人
の
栄
光
を
「
凋
ま
ん
と
す
る
花
の
う
る
は
し
き
飾
」

（
二
八
・
一
）
に
た
と
え
た
。
そ
の
如
く
サ
マ
リ
ヤ
は
彼
の
存
命
中

に
滅
び
た
。
イ
ザ
ヤ
は
「
わ
が
栄
光
を
ほ
か
の
者
に
あ
た
へ
ず
」

（
四
二
・
八
）
と
、
花
の
色
の
う
つ
る
わ
け
を
否
定
的
に
説
き
、
転

じ
て
肯
定
的
に
「
栄
え
を
エ
ホ
バ
に
か
う
ぶ
ら
せ
、
そ
の
頌
美
ほ
ま
れ

を

も
ろ
も
ろ
の
島
に
て
語
り
つ
げ
よ
」（
四
二
・
一
二
）
と
歌
っ
た
。

花
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に

我
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

小
野
小
町

（
三
二
）

ナ
ジ
ル
人
の
誓
願
ち
か
ひ

も
知
ら
ず
黒
髪
の

み
だ
れ
て
樫
の
木
に
か
か
り
た
り

旧
約
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
日
本
人
と
同
じ
く
黒
い
髪
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
黒
髪
を
長
く
た
く
わ
え
る
の
は
男
性
で
あ
っ
て
、

女
性
で
は
な
か
っ
た
。
士
師
サ
ム
ソ
ン
や
預
言
者
サ
ム
エ
ル
が
そ

の
例
で
あ
る
。「
彼
が
ナ
ジ
ル
人
と
し
て
聖
別
の
誓
願
を
立
て
て
い

る
間
、
頭
に
か
み
そ
り
を
当
て
て
は
な
ら
な
い
。
主
の
も
の
と
し

て
身
を
聖
別
し
て
い
る
期
間
が
満
ち
る
ま
で
、
彼
は
聖
な
る
も
の

で
あ
っ
て
、
頭
の
毛
を
の
ば
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が

民
数
記
六
章
五
節
の
ナ
ジ
ル
人
規
定
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
り
、
黒
髪
を
た
く
わ
え
た
男
が
い
る
。
彼
は
ナ
ジ
ル

人
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
ナ
ジ
ル
人
の
黒
髪
の
誓
い
も
知
ら
ず
、

む
し
ろ
、
自
ら
の
長
き
髪
を
誇
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
誇
り
が
彼

の
い
の
ち
と
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ダ
ビ
デ
の
愛
息
ア
ブ
シ
ャ
ロ
ム
（
父
は
平
和
）
は
「
足
の
裏
か

ら
頭
の
頂
ま
で
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
」（
サ
ム
エ
ル
後
書
一
四
・
二

五
）
の
な
い
美
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
己
が
髪
の
力
を
誇
っ
て
父
王

に
叛
逆
し
た
。
そ
し
て
、
髪
長
き
が
故
に
非
業
の
死
を
と
げ
た
。

「
騾む

馬ま

大
な
る
橡
樹
か
し
の
き

の
繁
き
枝
の
下
を
過
ぎ
け
れ
ば
ア
ブ
サ
ロ
ム
の

頭
其
橡
に
か
か
り
て
彼
天
地
の
あ
ひ
だ
に
あ
が
れ
り
」（
一
八
・

九
）
と
黒
髪
を
乱
し
て
の
死
で
あ
っ
た
。
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長
か
ら
む
心
も
し
ら
ず
黒
髪
の

み
だ
れ
て
け
さ
は
物
を
こ
そ
思
へ

待
賢
門
院
堀
川

（
三
三
）

年
老
い
て
な
ほ
実
を
結
び
み
ど
り
な
せ

ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身
な
り
と
も

一
九
九
四
年
二
月
六
日
、
六
十
六
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
。
年

令
は
人
生
の
区
切
り
で
あ
る
か
ら
、
六
十
歳
を
還
暦
、
七
十
歳
を

古
稀
と
祝
う
。
寿
ぐ
気
持
ち
が
嵩
じ
て
七
十
七
歳
を
喜
寿
、
八
十

八
歳
を
米
寿
、
九
十
歳
を
卒
寿
と
、
日
本
の
祝
い
は
文
字
遊
び
を

伴
っ
て
愉
快
で
あ
る
。
つ
い
私
も

九
十
九
を
白
寿
と
な
ぞ
る
こ
の
国
の

六
十
六
歳
無
二
の
寿
ぎ

と
語
呂
合
わ
せ
に
興
じ
た
く
な
る
。

日
本
人
は
六
十
五
歳
で
法
的
に
老
人
に
な
る
の
だ
か
ら
、
六
十

六
歳
は
ま
さ
に
「
ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身
な
り
け
り
」
で
あ
る
。

ま
し
て
や
古
人
が
、
嵐
に
さ
そ
わ
れ
た
落
花
の
庭
を
雪
景
色
に
な

ぞ
ら
え
、
わ
が
身
に
引
き
合
わ
せ
て
嘆
い
た
の
も
、
短
か
か
っ
た

平
均
寿
命
を
考
え
る
と
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

六
十
六
歳
の
朝
、
私
は
六
六
巻
の
聖
書
を
開
い
た
。
そ
の
詩
篇

六
六
篇
、
イ
ザ
ヤ
書
六
六
章
も
印
象
深
か
っ
た
が
、
以
呂
波
歌
詩

篇
一
一
九
篇
の
六
六
節
は
特
に
、
身
は
ふ
り
ゆ
く
と
も
御
言
を
信

じ
る
心
は
若
く
、
日
々
聡
明
と
知
識
を
与
え
ら
れ
る
と
約
束
し
て

く
れ
た
。
こ
の
約
束
を
詩
篇
九
二
篇
一
四
節
は
「
年
老
い
て
な
お

実
を
む
す
び
、
豊
か
に
う
る
ほ
ひ
緑
の
色
み
ち
み
ち
て
」
と
ほ
が

ら
か
に
歌
っ
て
い
る
。

花
さ
そ
ふ
あ
ら
し
の
庭
の
雪
な
ら
で

ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身
な
り
け
り

入
道
前
太
政
大
臣

（
三
四
）

こ
の
と
き
の
た
め
ぞ
こ
こ
ろ
砕
き
た
り

も
の
や
思
ふ
と
王
の
問
ふ
ま
で

旧
約
聖
書
は
お
と
こ
お
み
な
の
住
む
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
お

み
な
は
お
と
こ
に
出
会
い
、
お
と
こ
は
お
み
な
に
結
ば
れ
る
。
ペ

ル
シ
ャ
王
ア
ハ
シ
ュ
エ
ロ
ス
こ
と
ク
セ
ル
ク
セ
ス
と
そ
の
妃
エ
ス
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テ
ル
と
の
シ
ュ
シ
ャ
ン
の
城
で
の
出
会
い
は
忘
れ
難
い
。

ユ
ダ
ヤ
人
エ
ス
テ
ル
は
王
妃
に
と
選
ば
れ
、
出
自
を
固
く
隠
し

て
宮
廷
に
入
る
。
五
年
の
歳
月
を
経
た
頃
、
王
は
エ
ス
テ
ル
に
飽

い
た
の
か
、
ギ
リ
シ
ャ
征
服
計
画
で
忙
し
か
っ
た
の
か
、
三
十
日

も
妃
を
召
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
宮
廷
で
は
皆
殺
し
計

画
が
立
て
ら
れ
、
全
土
に
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
。
王
妃
に
選
ば
れ

た
の
は
「
こ
の
と
き
の
た
め
」
と
は
げ
ま
さ
れ
、
エ
ス
テ
ル
は
シ

ュ
シ
ャ
ン
の
全
ユ
ダ
ヤ
人
と
宮
廷
の
待
女
た
ち
の
三
日
の
断
食
祈

祷
に
支
え
ら
れ
て
王
座
に
近
づ
く
。
召
さ
れ
な
い
で
王
の
所
に
行

く
者
は
死
刑
と
の
法
令
を
冒
し
て
の
決
断
で
あ
っ
た
。

エ
ス
テ
ル
の
思
い
が
王
に
伝
わ
っ
た
の
か
。
王
は
手
に
し
た
笏

を
差
し
伸
べ
「
ど
う
し
た
の
か
」
と
問
う
。
こ
れ
を
機
に
皆
殺
し

計
画
は
未
然
に
防
止
さ
れ
、
こ
の
日
か
ら
王
と
王
妃
は
生
涯
の
伴

侶
と
な
る
。

エ
ス
テ
ル
の
廟
が
、
古
代
ペ
ル
シ
ャ
の
冬
の
都
、
今
は
さ
び
れ

た
寒
村
ス
ー
サ
の
南
百
キ
ロ
の
ハ
マ
ダ
ン
に
在
る
と
聞
く
。

し
の
ぶ
れ
ど
色
に
い
で
に
け
り
わ
が
恋
は

物
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で

平
兼
盛

（
三
五
）

そ
の
庫
よ
り
ゆ
ふ
べ
あ
さ
け
の
風
吹
け
ば

い
で
そ
よ
神
を
忘
れ
や
は
す
る

有
馬
山
も
猪
名
も
摂
津
、
今
の
神
戸
市
に
あ
る
歌
枕
で
、
大
弐

三
位
は
二
つ
の
歌
枕
が
「
有
」
イ
エ
ス
と
「
否
」
ノ
ウ
に
音
が
通

う
の
を
巧
み
に
用
い
て
、
そ
よ
風
の
流
れ
る
よ
う
な
し
ら
べ
に
の

せ
て
、
千
古
変
わ
ら
ぬ
恋
の
思
い
を
歌
う
。

君
を
愛
し
て
い
る
．
．

と
は
口
先
だ
け
、
も
う
私
を
愛
し
て
い
な
．
．

い

男
か
ら
、
心
変
わ
り
が
し
た
の
か
と
疑
わ
れ
、
そ
の
通
り
で
あ
る

と
答
え
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
．
．

と
答
え
よ
う

か
、
迷
っ
て
い
る
女
の
気
持
ち
が
切
な
い
。
更
に
、
さ
さ
原
が
そ

よ
風
に
そ
よ
ぐ
よ
う
に
、
私
の
心
も
そ
よ
と
揺
れ
て
い
る
、
そ
う

で
す
よ
（
い
で
そ
よ
）、
あ
な
た
の
こ
と
を
忘
れ
た
り
す
る
も
の
で

す
か
、
忘
れ
る
わ
け
が
な
い
と
、
軽
い
皮
肉
も
聞
こ
え
て
く
る
。

聖
書
に
も
風
が
吹
い
て
い
る
。
聖
書
の
風
は
神
の
息
（
創
世
記

一
・
一
）
で
あ
り
、
神
の
使
者
（
詩
篇
一
○
四
・
四
）
で
あ
り
、

神
の
助
け
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
五
・
一
○
）
で
あ
り
、
神
の
力

（
詩
篇
一
○
七
・
一
八
）
で
あ
る
。
エ
レ
ミ
ヤ
は
神
が
「
風
を
そ
の

府
庫
く

ら

よ
り
い
だ
す
」（
十
・
一
三
）
と
歌
い
、
詩
篇
の
詩
人
は
こ
れ

を
今
に
歌
い
（
一
三
五
・
七
）
つ
い
で
い
る
。
あ
さ
な
ゆ
う
な
吹

130



内野一人百首蠡貎

く
天
地
の
は
じ
め
の
風
に
、
神
の
力
と
安
き
を
思
う
。

あ
り
ま
山
ゐ
な
の
篠
原
か
ぜ
吹
け
ば

い
で
そ
よ
人
を
忘
れ
や
は
す
る

大
弐
三
位

（
三
六
）

ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
も
の
鷲
と
蛇
ふ
ね
の
路

を
と
こ
を
み
な
の
恋
の
道
か
な

由
良
と
い
う
歌
枕
に
か
か
わ
る
地
は
淡
路
島
に
も
、
和
歌
山
県

由
良
町
に
も
あ
る
が
、
好
忠
の
歌
の
由
良
は
彼
の
任
地
で
あ
っ
た

丹
後
、
今
の
宮
津
市
の
由
良
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
は
、
楫
を
失
っ

た
舟
が
ど
こ
に
流
れ
て
行
く
か
分
か
ら
ぬ
よ
う
に
、
人
の
恋
も
、

ゆ
く
す
え
ど
う
な
る
か
ま
こ
と
に
お
ぼ
つ
か
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。

ゆ
ら
は
、
い
か
に
も
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
頼
り
な
い
小
舟
に
ふ
さ
わ

し
い
地
名
だ
。「
由
良
の
門
を
」
と
歌
い
出
す
上
三
句
は
、
実
に
見

事
な
序
詞
で
あ
っ
て
、
下
二
句
の
不
安
を
巧
み
に
表
現
す
る
。

旧
約
聖
書
の
箴
言
も
、
音
の
巧
み
で
は
な
い
が
、
数
字
の
巧
み

を
用
い
て
「
私
に
と
っ
て
不
思
議
な
こ
と
が
三
つ
あ
る
。
い
や
、

四
つ
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
」（
三
○
・
一
八
新
改
訳
）

と
語
り
出
す
。

天
に
あ
る
わ
し
の
道
、

岩
の
上
に
あ
る
蛇
の
道
、

海
の
真
中
に
あ
る
舟
の
道
、

お
と
め
の
へ
の
男
の
道
。

三
つ
と
切
り
出
し
て
す
ぐ
に
四
つ
と
言
い
直
す
箴
言
は
、
知
る

こ
と
の
で
き
な
い
道
を
数
え
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
と
示
す
。
そ

し
て
「
姦
通
す
る
女
の
道
」
を
五
つ
目
に
挙
げ
て
、
主
要
な
戒
め

と
す
る
。
し
か
し
百
人
一
首
の
世
界
に
は
姦
通
の
罪
は
な
い
。

由
良
の
門
を
渡
る
舟
人
か
ぢ
を
絶
え

ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
恋
の
み
ち
か
な

曾
禰
好
忠

（
三
七
）

ネ
ゲ
ブ
野
の
二
つ
の
夕
の
間
に
ぞ

あ
ひ
あ
ひ
に
け
る
忘
れ
め
や
汝
を

み
か
の
原
も
泉
川
も
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
に
あ
る
。
二
つ
の
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地
名
が
「
何
時
見

い

つ

み

川
」「
三
日
み

か

の
原
」
と
呼
応
す
る
。「
い
つ
会
っ

た
か
ら
と
て
こ
ん
な
に
恋
し
い
の
か
」
と
尋
ね
る
歌
に
隠
し
て

「
某
月
三
日
に
見
初
め
た
」
と
告
白
し
、
相
手
の
応
答
を
待
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。（『
日
本
名
歌
集
成
』
学
燈
社
）

相
互
に
相
手
の
様
子
を
尋
ね
る
こ
と
を
相
聞
（
そ
う
も
ん
）
と

い
う
が
、
聖
書
に
こ
の
よ
う
な
相
聞
の
事
例
を
求
め
れ
ば
、
創
世

記
二
四
章
、
イ
サ
ク
と
リ
ベ
カ
の
出
会
い
と
な
ろ
う
。
場
所
は
み

か
の
原
な
ら
ぬ
ネ
ゲ
ブ
野
、
時
は
夕
暮
れ
で
あ
っ
た
。

夕
暮
れ
と
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
時
刻
は
ヘ
ブ
ル
原
語
に
拠

っ
て
「
二
つ
の
夕
の
間
（
あ
は
ひ
）
に
」
と
訳
出
す
れ
ば
、
正
確

で
あ
り
美
し
い
。
日
没
の
前
後
の
ひ
と
と
き
、
二
時
間
ほ
ど
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
日
の
一
番
美
し
い
時
刻
で
あ
る
だ
け
で
な

い
。「
夕
あ
り
朝
あ
り
是
首
の
日
な
り
」（
創
世
記
一
章
一
節
）
と
、

一
日
は
日
没
を
も
っ
て
始
ま
る
と
考
え
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
過

越
の
小
羊
を
屠
る
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
二
章
六
節
）
最
も
神
聖
な

時
刻
で
も
あ
っ
た
。
イ
サ
ク
が
リ
ベ
カ
の
他
に
妻
妾
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
が
そ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
兼
輔
の
歌
を
リ
ベ
カ
に
歌
わ

せ
て
、
イ
サ
ク
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
相
聞
の
返
歌
で
あ
る
。

みみ

か
の
原
わ
き
て
な
が
る
る
い
づ
み
川

い
つ
見
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら
む

中
納
言
兼
輔

（
三
八
）

や
す
ら
は
で
父
の
誓
ひ
を
守
り
た
り

二
夜
の
月
を
山
に
見
て
よ
り

ど
う
し
よ
う
か
と
迷
う
意
味
の
古
語
「
や
す
ら
ふ
」
が
エ
フ
タ

の
娘
の
心
境
で
あ
っ
た
。
父
エ
フ
タ
（
そ
の
名
は
「
彼
は
開
く
」

の
意
）
が
開
い
た
口
の
誓
い
が
、
皮
肉
に
も
、
娘
の
胎
を
永
久
に

閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
を
棄
て
自
ら
を
生
か
す
か
、
神
に
従

い
自
ら
を
捨
て
る
か
、
や
す
ら
い
の
挙
句
、
エ
フ
タ
の
娘
は
二
ヵ

月
の
猶
予
を
乞
い
、
友
と
山
に
入
っ
た
。

こ
の
二
ヵ
月
の
間
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
娘
た
ち
は
山
で
、
月
が
欠

け
満
ち
、
ふ
た
た
び
欠
け
満
ち
る
の
を
見
た
。
娘
等
の
涙
の
袖
に

ふ
た
た
び
の
月
が
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ふ
た
た
び
の
月

を
、
日
本
文
学
の
床
し
い
呼
び
名
で
「
二
夜
（
ふ
た
よ
）
の
月
」

と
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

八
月
十
五
日
夜
の
「
こ
よ
い
の
月
」
九
月
十
三
夜
の
「
後
の
月
」

と
を
二
夜
の
月
と
呼
ぶ
。
後
の
月
が
西
の
空
に
傾
く
と
、
エ
フ
タ
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