
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
が
そ

の

言明
に
要
求
さ
れ
る
の
か
を
現
代
の
科
学
論
に
基
づ
い
て
分
析

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
　
　
　
　
し
、
次
い
で
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
ヒ
・
ク
自
身
の
思
想
的
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

適用
し
て
、
彼
の
宗
教
的
多
元
論
が
持
つ
科
学
論
的
構
造
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　小
倉
和
一
　
　
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　
認知
と
普
遍

　　
一
　
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
宗
教
的
な
非
実
在
論
の
立
場
に
立
つ
神
学
者
た
ち
を
次
の
よ

　
英国
の
神
学
・
宗
教
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
（
一
九
二
ニ
ー
）
は
宗
　
　
う
に
批
判
す
る
。
「
論
議
が
向
か
う
広
い
領
域
の
焦
点
と
し
て
、
『
宗
教
』

教的
多
元
論
（
邑
喧
2
招
百
国
房
目
）
の
先
導
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
　
　
が
『
神
』
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
最

の宗
教
的
多
元
論
は
、
究
極
的
実
在
に
対
す
る
カ
ン
ト
的
認
識
論
や
宗
教
　
　
も
執
拗
に
問
わ
れ
て
き
た
問
題
の
性
格
を
一
変
さ
せ
た
。
…
…
宗
教
的
信

を
評
価
す
る
た
め
の
救
済
論
的
な
評
価
基
準
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
　
　
念
の
真
偽
を
問
う
こ
と
は
背
後
に
退
い
て
、
そ
の
実
践
的
な
有
効
性
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ユ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

ざ
ま
な
批
判
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
批
判
は
や
や
も
す
る
　
　
題
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
代
わ
り
に
注
目
の
的
に
な
っ
て
い
る
」
。
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
り

と
、
「
す
べ
て
の
世
界
的
な
大
宗
教
は
唯
一
の
本
体
的
実
在
（
昏
①
已
目
o
邑
　
　
実
在
論
の
立
場
で
は
、
神
に
関
わ
る
認
識
の
問
題
が
信
仰
の
あ
り
方
と
い

男亀
）
へ
の
人
間
の
多
様
で
現
象
的
な
応
答
で
あ
り
、
人
間
存
在
を
自
我
　
　
う
心
理
的
な
い
し
社
会
的
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
る
が
、
ピ
ッ
ク
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

中
心
か
ら
実
在
中
心
へ
と
変
革
す
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
る
」
と
い
　
　
の
よ
う
な
見
解
が
伝
統
的
に
実
在
論
的
な
立
場
を
と
っ
て
き
た
い
く
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
ハ
て
り

う
宗
教
的
多
元
論
の
仮
説
の
み
へ
と
向
け
ら
れ
、
彼
が
そ
れ
以
前
に
構
築
　
　
の
信
仰
形
態
に
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

し
て
き
た
宗
教
的
実
在
論
へ
の
十
分
な
顧
慮
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
　
　
で
ま
ず
始
め
に
実
在
論
的
な
立
場
か
ら
宗
教
的
言
明
の
認
知
性
に
つ
い
て

れ
る
。
ピ
ッ
ク
の
実
在
論
に
は
、
K
・
ポ
パ
1
の
批
判
的
合
理
主
義
と
共
　
　
考
察
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
お
り

通
の

要素
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
き
た
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
多
元
論
　
　
　
そ
も
そ
も
あ
る
言
明
S
が
認
知
的
で
あ
る
と
は
、
S
が
認
識
主
体
か
ら

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
科
学
論
と
し
て
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
　
　
独
立
し
た
認
識
対
象
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば

が

不
可欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
ま
ず
、
宗
教
的
言
明
が
明
確
　
　
「
す
べ
て
の
人
間
は
死
ぬ
」
と
い
う
言
明
の
認
識
対
象
は
任
意
の
「
人
間
」

で

認知
的
な
意
味
を
保
ち
つ
つ
合
理
的
で
あ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
構
　
　
で
あ
る
。
認
知
的
命
題
S
の
真
偽
は
認
識
対
象
が
現
実
の
も
の
で
あ
る
場

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



一〇
〇

合
に
の
み
決
定
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
理
の
対
応
説
を
採
用
す
る
こ
と
　
　
い
。
神
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
M
の
真
偽
と
は
何
の

を

意味
し
て
い
る
。
し
か
し
S
の
真
理
条
件
、
す
な
わ
ち
S
が
い
か
な
る
　
　
関
わ
り
も
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
J
・
ウ
ィ
ズ
ダ
ム
や
R
・
B
・

条
件
や
状
況
に
お
い
て
真
理
と
な
る
か
と
い
う
条
件
や
、
S
の
真
偽
を
検
　
　
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
よ
う
に
、
S
の
認
知
的
意
味
を
放
棄
し
て
、
そ
の

証
（
く
o
臥
ぐ
）
す
る
方
法
は
必
ず
し
も
一
義
的
に
は
決
定
さ
れ
得
な
い
。
認
　
　
代
わ
り
に
S
の
働
き
、
例
え
ば
S
が
認
識
主
体
に
及
ぼ
す
心
理
的
影
響
や

識
対象
が
認
識
主
体
か
ら
独
立
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
真
理
条
件
や
　
　
S
が
認
識
主
体
を
通
し
て
発
揮
す
る
社
会
的
機
能
を
S
の
意
味
と
考
え
る

そ
の
検
証
方
法
ま
で
認
識
主
体
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
　
　
な
ら
、
確
か
に
S
は
普
遍
的
文
脈
に
お
い
て
明
確
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に

であ
る
。
G
・
フ
レ
ー
ゲ
は
S
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
に
着
目
す
れ
ば
、
　
　
な
る
。
し
か
し
こ
の
S
は
実
は
S
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
S
と
主
張
さ
れ

競
合す
る
真
理
条
件
の
う
ち
何
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
決
定
で
　
　
る
」
と
い
う
メ
タ
言
明
M
（
S
）
で
あ
る
。
二
項
X
、
S
を
持
つ
メ
タ
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

き
る
と
考
え
、
結
果
的
に
古
典
的
実
在
論
の
立
場
を
と
っ
た
。
し
か
し
S
　
　
明
「
X
は
S
と
主
張
す
る
」
が
X
に
つ
い
て
普
遍
的
で
あ
る
た
め
に
、
つ

が

指し
示
す
認
識
対
象
の
実
在
そ
の
も
の
が
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
　
　
ま
り
S
に
関
わ
る
解
釈
共
同
体
に
参
与
す
る
と
い
っ
た
あ
る
種
の
条
件
が

と
っ
て
は
、
可
能
性
と
し
て
さ
え
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
　
　
満
た
さ
れ
た
な
ら
、
「
S
と
主
張
す
る
」
こ
と
が
誰
に
と
っ
て
も
明
確
な

な
い
。
例
え
ば
多
く
の
現
代
人
に
と
っ
て
、
「
神
」
は
実
在
し
得
な
い
の
で
　
　
意
味
を
持
つ
と
い
う
理
由
で
、
X
が
省
略
さ
れ
て
、
「
S
と
主
張
さ
れ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

は
な
く
、
「
神
」
の
実
在
そ
れ
自
体
が
端
的
に
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
う
　
　
と
い
う
単
項
の
メ
タ
言
明
M
（
S
）
が
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
M
（
S
）

考
え
る
と
、
S
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
や
S
の
解
釈
共
同
体
は
必
ず
し
も
　
　
が
M
（
C
、
S
）
と
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
ハ
リ
リ

普
遍的
で
は
な
く
、
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
言
明
S
を
　
　
そ
れ
な
ら
、
M
と
S
の
真
偽
や
認
識
対
象
の
あ
い
だ
に
相
関
関
係
を
設
定

　
　
　
　
　
ハ
　
け

普
遍
的
文
脈
に
置
い
た
場
合
、
S
は
明
確
な
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。
　
　
　
で
き
る
何
ら
か
の
方
法
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し

　
宗
教的
言
明
S
で
は
な
く
、
「
あ
る
宗
教
的
共
同
体
C
に
お
い
て
は
、
S
　
　
こ
れ
も
、
M
と
S
で
は
真
理
条
件
の
あ
い
だ
に
論
理
的
な
結
び
つ
き
が
な

と
主
張
さ
れ
る
」
と
い
う
メ
タ
言
明
M
（
C
、
S
）
な
ら
ば
、
M
は
普
遍
　
　
く
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
『
神
は
愛

的
で
明
確
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
M
の
真
偽
は
S
の
真
偽
と
は
　
　
で
あ
る
』
と
主
張
さ
れ
る
」
と
い
う
メ
タ
言
明
M
の
真
理
条
件
が
、
キ
リ

独
立
であ
り
、
普
遍
的
文
脈
に
お
い
て
M
が
認
知
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
　
　
ス
ト
教
に
関
わ
る
文
献
や
そ
う
主
張
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
者
へ
の
信
頼
で

て
、
S
も
そ
こ
で
認
知
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
「
キ
リ
ス
ト
　
　
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
S
の
真
理
条
件
は
キ

教的
伝
統
に
お
い
て
は
、
『
神
は
愛
で
あ
る
』
と
主
張
さ
れ
る
」
と
い
う
メ
　
　
リ
ス
ト
教
へ
の
参
与
や
イ
エ
ス
へ
の
信
頼
で
あ
り
、
M
と
S
の
真
理
条
件

タ
言
明
M
の
認
識
対
象
は
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
で
あ
っ
て
、
神
で
は
な
　
　
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
論
理
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。



ρ

　
結局
の
と
こ
ろ
、
メ
タ
言
明
を
用
い
る
利
点
は
メ
タ
言
明
の
あ
い
だ
で
　
　
る
。

は
も
と
の
認
知
的
言
明
に
由
来
す
る
対
立
を
生
じ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
　
（
1
）
　
仮
説
は
い
つ
か
は
経
験
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
決

し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
メ
タ
言
明
に
よ
る
宗
教
解
釈
が
大
き
な
問
題
　
　
　
　
　
し
て
絶
対
に
確
実
な
知
識
と
は
な
ら
な
い
。

を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
言
明
S
に
　
　
（
2
）
経
験
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
得
る
た
め
に
、
仮
説
は
そ
れ
か
ら
独
立

関
す
る
認
知
的
な
基
盤
を
持
た
な
い
M
（
C
、
S
）
や
M
（
S
）
が
、
明
　
　
　
　
　
し
た
実
在
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
に
認
知
的
で
あ
る
自
然
科
学
的
言
明
T
と
対
立
し
た
と
き
、
S
よ
り
も
　
　
あ
る
仮
説
が
経
験
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
仮
説
は
経
験

T
が
選
好
さ
れ
る
の
は
自
然
で
あ
り
、
こ
こ
に
宗
教
的
伝
統
一
般
の
衰
退
　
　
の
背
後
に
独
立
し
た
実
在
を
措
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ

の

一因
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
M
（
C
、
S
）
や
M
（
S
）
で
は
　
　
の
よ
う
な
実
在
を
措
定
し
な
い
な
ら
、
そ
も
そ
も
仮
説
は
自
ら
を
否
定
す

な
く
S
を
主
張
す
る
自
然
な
宗
教
性
に
対
し
て
、
メ
タ
言
明
を
主
張
す
る
　
　
る
よ
う
な
経
験
を
許
容
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
経
験
が
仮
説
に
対
し
て
持
つ

こ
と
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
利
は
仮
説
か
ら
独
立
し
た
実
在
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
仮

　S
が
普
遍
的
で
は
あ
り
得
ず
、
M
（
C
、
S
）
や
M
（
S
）
は
本
来
の
　
　
説
の
淘
汰
に
は
、
経
験
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
そ
も
そ
も
実
在
に
関
わ

認
知的
内
容
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
一
つ
の
方
　
　
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

法
が
認
知
的
言
明
の
仮
説
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
宗
教
的
言
明
に
限
定
　
　
認
知
的
言
明
が
仮
説
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
経
験
に
基
づ
い

せず
、
認
知
的
言
明
一
般
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
て
淘
汰
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
言
明
か
ら
独
立
し
た
実
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

か
に的
確
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
評
価
基
準
の
適
用
対
象
で
も
あ
る

　
　三
　認
知的
言
明
の
仮
説
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　さ
ら
に
、
た
と
え
実
在
を
措
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
仮
説
が
逆
に
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

　科
学
理
論
や
常
識
に
お
け
る
認
知
的
言
明
S
は
実
験
や
経
験
と
矛
盾
し
　
　
験
を
規
定
し
た
り
選
別
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
仮
説
が
経
験
と
合
致

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
逆
に
言
う
と
S
　
　
し
な
く
な
っ
て
捨
て
去
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

は
実
験
や
経
験
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
見
い
出
さ
れ
た
な
ら
反
証
さ
れ
る
。
　
　
く
、
別
の
仮
説
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
仮

し
た
が
っ
て
、
S
は
必
然
的
か
つ
絶
対
的
な
真
理
を
主
張
で
き
ず
、
高
々
　
　
説
が
な
い
場
合
に
は
、
逆
に
経
験
の
ほ
う
が
否
認
さ
れ
る
し
か
な
い
。
し

　
　
　
　
　
バ
バ
リ

真
理
ら
し
さ
を
主
張
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
暫
定
的
言
明
を
　
　
た
が
っ
て
仮
説
は
次
の
第
三
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

サ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゆ
り

仮
説と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
仮
説
の
特
徴
と
し
て
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
　
　
（
3
）
　
い
か
な
る
仮
説
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
経
験
は
否

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



一〇
二

　
　
　
認さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
は
な
く
、
別
の
仮
説
的
言
明
S
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ

経
験
を

選
別
す
る
こ
の
機
構
が
、
従
来
承
認
さ
れ
て
き
た
宗
教
的
経
験
の
　
　
り
、
S
を
確
証
し
て
い
た
デ
ー
タ
の
す
べ
て
に
S
を
反
証
す
る
デ
ー
タ

一
部を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
合
理
性
の
危
機
に
つ
い
て
は
、
　
　
を
加
え
た
よ
り
広
い
経
験
の
領
域
が
、
今
度
は
S
を
確
証
す
る
よ
う
に
な

第
五
節
で
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
こ
の
と
き
確
か
に
S
は
反
証
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S
を
確
証
し
て
い
た
経
験
の
領
域
は
S
を
確
証
す
る
も
の
と
し
て
存
続
し

　
　四　
認
知
的
言
明
の
普
遍
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
S
の
認
知
的
な
意
味
内
容
は
保
持
さ
れ
た
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し
て
よ
い
。
S
が
S
の
メ
タ
言
明
の
形
式
を
と
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う

　
認
知的
言
明
が
普
遍
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
仮
説
性
を
考
慮
　
　
が
、
M
（
C
、
S
）
や
M
（
S
）
と
は
違
っ
て
、
S
に
関
す
る
真
理
条
件

す
れ
ば
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
暫
定
的
に
真
理
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
　
　
や
そ
の
検
証
方
法
は
S
に
関
す
る
そ
れ
ら
と
直
接
関
係
し
て
お
り
、
デ
ー

る
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
に
真
理
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
　
　
タ
の
背
後
に
仮
説
か
ら
独
立
し
た
実
在
を
措
定
す
る
限
り
は
、
S
の
認
知

い
。
つ
ま
り
経
験
に
基
づ
い
て
い
つ
反
証
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
意
　
　
性
は
直
接
S
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
S
か
ら
始
ま
る
系

味
で
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
成
立
す
る
よ
う
な
普
遍
的
言
明
で
　
　
列
S
と
し
て
S
を
普
遍
化
す
る
な
ら
、
S
の
認
知
的
内
容
は
鱒
S
の
な
か
に

は
な
く
、
状
況
に
適
合
し
て
初
め
て
真
理
で
あ
っ
た
り
合
理
的
で
あ
っ
た
　
　
保
持
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
S
は
陶
S
を
通
し
て
普
遍
的
な
意
味
内
容
を

り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
的
言
明
が
普
遍
的
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
真
　
　
指
向
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
認
識
対
象
は
、
そ
れ
が
仮
説
に
よ
っ
て

理
条
件
や

検
証
方
法
の

選択
に
あ
る
程
度
の
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
の
は
　
　
捉
え
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
常
に
曖
昧
で
あ
る
が
、
仮
説
を
淘
汰
す
る
評

当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
説
的
言
明
は
普
遍
的
文
　
　
価
基
準
を
根
拠
づ
け
る
独
立
し
た
実
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
最
終
的
に

脈
に
お
い
て
、
あ
る
明
確
な
意
味
内
容
を
指
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
は
一
義
的
で
あ
る
と
期
待
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
擢
S
も
普
遍
的
文
脈
に

　す
な
わ
ち
、
仮
説
的
言
明
は
そ
れ
を
含
む
体
系
が
発
展
す
る
な
か
で
、
　
　
お
い
て
最
終
的
に
は
一
義
的
で
あ
る
と
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

実在
と
の
対
応
に
よ
る
真
理
を
競
い
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
経
験
と
合

致
し
な
く
な
っ
て
捨
て
去
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
多
義
的
で
し
か
も
あ
　
　
　
五
　
宗
教
的
信
念
の
合
理
性

ま
り
明
確
で
は
な
い
真
理
条
件
や
そ
の
検
証
方
法
の
ど
れ
を
普
遍
的
文
脈

に

お
い

て

選
択す
る
か
は
、
最
終
的
に
は
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
　
　
　
自
然
科
学
に
お
け
る
言
明
の
場
合
、
仮
説
の
淘
汰
が
急
速
に
進
行
す
る

仮
説的
言
明
S
が
捨
て
去
ら
れ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
単
に
捨
て
ら
れ
る
　
　
た
め
、
容
易
に
認
知
的
言
明
の
系
列
・
S
の
収
束
が
期
待
で
き
る
。
と
こ
ろ



が宗
教
に
お
け
る
言
明
の
場
合
は
、
仮
説
の
淘
汰
が
緩
慢
で
あ
り
、
S
を
　
　
は
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
的
な
意
味
で
は
合
理
的
で
は
な
い
。
明
証
と
演
繹

確
証す
る
経
験
は
い
つ
ま
で
も
特
殊
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
。
終
末
は
ど
　
　
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
検
証
方
法
の
み
が
普
遍
的
文
脈
に
お
い
て
承
認
さ

れ
だけ
待
っ
て
も
到
来
す
る
気
配
す
ら
な
い
。
し
か
も
複
数
の
宗
教
的
あ
　
　
れ
る
と
し
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
非
常
に
僅
か
の
知
識
し
か
持
ち
得
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
げ
り

る
い
は
準
宗
教
的
伝
統
が
、
異
な
る
経
験
に
基
づ
い
て
、
相
対
立
す
る
信
　
　
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
科
学
理
論
や
常
識
の
大
部
分
は
こ
う

念体
系
を
所
有
し
て
お
り
、
特
殊
な
宗
教
的
伝
統
に
の
み
依
拠
し
て
い
る
　
し
た
合
理
性
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
D
・
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
自
我
、
外

S
の
認
知
性
を
脅
か
し
も
す
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
　
　
的
事
物
、
因
果
律
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
強
固
な
信
念
が
デ
カ
ル
ト
的
な

信
仰
の
認
知
的
内
容
を
保
持
し
、
し
か
も
そ
れ
を
普
遍
的
文
脈
に
お
い
て
　
　
合
理
性
を
持
ち
得
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
ら
は
人
間
が
生
存
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ロ

表
現し
よ
う
と
試
み
る
現
代
の
思
潮
が
生
ま
れ
て
き
た
。
ピ
ッ
ク
も
そ
の
　
　
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
信
念
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
確
か

一
人
であ
り
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
を
認
識
論
と
し
て
捉
え
直
そ
　
　
に
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
な
信
念
」
を
持
つ
こ
と
は
合
理
的
で
あ
り
得
る

う
と
す
る
。
た
だ
し
自
然
科
学
的
認
識
論
に
お
い
て
、
最
終
的
真
理
が
あ
　
　
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
あ
る
信
念
に
現
実
と
の
合
致
を
疑
う
べ
き
何
ら
か
の
合

く
ま
で
宇
宙
と
そ
の
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
　
　
理
的
な
理
由
が
な
い
か
ど
う
か
を
検
査
（
凶
器
需
9
）
し
て
、
も
し
そ
の
よ
う

に
対
し
、
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
認
識
論
に
お
け
る
最
終
的
真
理
は
究
極
的
実
　
　
な
理
由
が
な
い
の
な
ら
、
そ
の
信
念
を
持
つ
こ
と
は
経
験
的
に
合
理
的
で

在
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
宇
宙
と
そ
の
歴
史
の
全
体
に
求
め
　
　
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
認
知
的
言
明
の
合
理
性
は
こ
う
し
た
合
理
的
な
疑

　
　
　
ハ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
彼
の
宗
教
的
認
識
論
に
お
い
て
は
、
日
常
的
な
経
　
　
い
の
排
除
に
よ
る
、
態
度
と
し
て
の
経
験
的
合
理
性
で
あ
る
。
し
か
し
、

験
から
特
殊
な
宗
教
的
経
験
を
分
離
し
、
そ
れ
に
特
権
を
与
え
る
よ
う
な
　
　
そ
の
場
合
に
で
も
、
現
実
は
検
査
と
い
う
行
為
を
通
し
て
信
念
に
基
づ
い

実
験
方
法
が
な
く
、
自
然
的
経
験
が
倫
理
的
経
験
の
、
倫
理
的
経
験
が
宗
　
　
て
規
定
あ
る
い
は
選
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
現

教的
経
験
の
前
提
と
な
っ
て
い
電
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
信
仰
は
科
学
　
　
実
は
そ
れ
自
体
が
合
理
性
の
根
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

的
・
日
常
的
経
験
と
の
不
整
合
に
よ
っ
て
合
理
性
の
危
機
に
陥
る
の
で
あ
　
　
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
現
実
の
背
後
に
信
念
（
仮
説
）
か
ら
独
立
し
た
実
在

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
措
定
し
、
そ
の
実
在
と
の
よ
り
よ
い
合
致
を
目
指
す
態
度
こ
そ
が
合
理

　
こ
こ
で
認
知
的
言
明
の
「
合
理
性
」
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
明
確
化
し
　
　
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
第
四
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

て
お
こ
う
。
あ
る
言
明
が
合
理
的
で
あ
る
の
は
、
現
実
か
ら
明
証
に
よ
っ
　
　
合
理
的
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
仮
説
の
認
知
性
と
普

て
デ
ー
タ
を
取
得
し
、
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
数
学
的
確
実
性
を
持
つ
論
証
に
　
　
遍
性
の
両
方
が
期
待
で
き
る
。
こ
れ
が
仮
説
の
淘
汰
に
よ
る
科
学
的
合
理

よ
っ
て
演
繹
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
　
一
般
に
認
知
的
言
明
　
　
性
で
あ
り
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
本
稿
で
合
理
性
と
言
え
ば
認
知
性

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



一
〇
四

と
普
遍
性
を
と
も
に
指
向
す
る
こ
の
科
学
的
に
合
理
的
な
態
度
を
指
す
。
　
　
お
い
て
、
終
末
論
的
検
証
（
o
ω
。
冨
8
δ
管
筥
く
o
騒
8
鼠
o
　
）
と
い
う
考
え

　
わ

れわ
れ
す
べ
て
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
経
験
に
基
づ
い
て
環
境
世
　
　
を
導
入
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
有
神
論
が
事
実
性
（
富
o
ε
巴
9
胃
国
9
0
0
を

界
に
関
す
る
「
自
然
な
信
念
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
経
験
的
に
合
理
的
で
　
　
持
つ
こ
と
を
示
そ
う
と
し
極
あ
る
信
念
の
真
偽
が
何
ら
か
の
経
験
可
能

あ
る
の
と
同
様
、
神
の
現
前
の
な
か
で
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
生
を
経
　
　
な
現
実
世
界
の
差
違
に
対
応
す
る
と
き
、
そ
の
信
念
は
事
実
的
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

験す
る
人
々
に
と
っ
て
、
神
の
実
在
を
信
じ
る
こ
と
は
経
験
的
に
合
理
的
　
　
言
わ
れ
る
が
、
終
末
論
的
検
証
で
は
、
決
定
的
検
証
が
終
末
ま
で
延
期
さ

であ
る
。
し
か
し
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
合
理
性
に
関
し
て
、
科
学
的
合
理
　
　
れ
て
も
、
信
念
の
事
実
性
は
損
な
わ
れ
な
い
と
さ
れ
亀
し
か
し
結
局
の

性
と
い
う
共
通
の
規
範
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
者
た
ち
の
神
　
　
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
実
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
に
参
与
す
る
ご

信
仰
が
現
在
で
も
科
学
的
に
合
理
的
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
そ
れ
ほ
ど
自
　
　
と
に
よ
っ
て
し
か
、
明
確
に
は
な
ら
な
か
っ
猛
そ
こ
で
彼
は
さ
ら
に
、

明
で
は
な
い
。
実
際
、
い
か
に
強
烈
で
連
続
的
な
宗
教
的
あ
る
い
は
準
宗
　
　
終
末
論
的
検
証
に
加
え
て
経
験
的
言
明
の
仮
説
性
に
着
目
し
、
そ
の
経
験

教的
経
験
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
信
仰
を
合
理
化
し
得
な
い
場
合
が
あ
　
　
的
合
理
性
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
有
神
論
の
事
実
性
を
保
証
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
け

る
。
例
え
ば
科
学
的
に
反
証
さ
れ
て
し
ま
っ
た
信
念
や
倫
理
的
に
許
容
し
　
　
し
た
。
た
だ
し
ピ
ッ
ク
が
こ
の
と
き
問
題
に
し
た
の
は
認
知
性
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

得
な
い
よ
う
な
行
為
が
そ
れ
で
あ
り
、
イ
エ
ス
が
神
の
実
在
を
信
じ
た
こ
　
　
事
実
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
仮
説
性
と
い
っ
て
も
、
一
九
八
九
年
の

と
は
経
験
的
に
合
理
的
で
あ
り
、
そ
う
信
じ
な
か
っ
た
な
ら
か
え
っ
て
非
　
　
『
宗
教
の
解
釈
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
科
学
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
論
理

合
理的
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
が
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
共
有
し
て
い
　
　
実
証
主
義
の
よ
う
な
単
純
な
検
証
主
義
の
立
場
は
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と

た
、
病
気
の
原
因
は
悪
霊
に
あ
る
と
い
っ
た
迷
信
は
現
代
に
お
い
て
は
切
　
　
を
意
味
す
る
。

り
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
あ
る
な
ら
、
宗
教
的
信
念
の
合
理
性
は
　
　
　
さ
て
、
事
実
に
関
し
て
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
神
の
実
在
と

具体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
保
証
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
　
　
い
う
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
で
あ
る
「
神
の
実
在
を
曖
昧
さ
な

は
、
宗
教
的
信
念
の
認
知
性
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
普
遍
化
す
る
ヒ
ッ
　
　
く
指
し
示
し
て
い
る
経
験
的
状
醒
は
、
「
最
終
的
な
成
就
に
参
与
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
リ

ク
の
合
理
的
態
度
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
経
験
」
や
「
神
が
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
人
間
に
知
ら
し
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
う
な
神
と
の
交
わ
り
の
経
験
」
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
経
験
領

　
　六
　
終
末
論
か
ら
神
話
論
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
を
含
ん
だ
最
も
並
日
遍
的
な
経
験
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　域
で
あ
る
宇
宙
と
そ
の
歴
史
の
全
体
に
関
わ
る
経
験
領
域
に
ま
で
拡
張
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぬ
リ

　ヒ
ッ
ク
は
一
九
五
七
年
に
出
版
し
た
最
初
の
著
書
『
信
仰
と
知
識
』
に
　
　
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
ピ
ッ
ク
の
有
神
論
は
、
一
九
七
三
年
の
『
神



巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

そ
し
て
信
仰
の
宇
宙
』
に
お
い
て
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
中
心
主
義
か
ら
神
中
　
　
が
、
一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
死
と
永
遠
の
命
』
以
降
、
彼
は
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
に
り

心
主義
へ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
遂
げ
、
次
い
で
一
九
七
七
年
の
論
　
　
を
認
識
論
的
に
捉
え
直
し
て
、
「
死
後
の
命
」
を
取
り
扱
う
準
終
末
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

文
「
終
末
論
的
検
証
の
再
考
」
に
お
い
て
、
終
末
論
的
検
証
は
そ
れ
ぞ
れ
　
　
（
唱
胃
①
ω
6
訂
8
一
〇
堕
）
と
「
神
の
目
的
の
最
終
的
な
成
就
」
を
取
り
扱
う
終

の

宗教
的
伝
統
に
お
い
て
独
自
に
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
主
　
　
末
論
（
o
ω
。
冨
8
ざ
巴
を
区
別
す
る
よ
う
に
な
る
。
準
終
末
（
U
賃
o
ω
。
冨
8
昌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ね
り

張
は
み
な
「
部
分
的
に
正
し
く
、
ま
た
部
分
的
に
間
違
っ
て
」
お
り
、
そ
　
　
と
は
、
「
死
後
の
命
」
と
い
う
隠
喩
を
用
い
て
な
さ
れ
る
人
間
存
在
に
つ
い

れら
を
一
つ
の
全
体
と
み
な
し
た
と
き
に
だ
け
「
自
然
主
義
的
解
釈
に
対
　
　
て
の
現
実
認
識
が
明
ら
か
に
す
る
死
後
の
世
界
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

立す
る
宇
宙
の
宗
教
的
解
釈
が
究
極
的
に
は
検
証
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
　
　
界
と
類
似
し
た
経
験
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
準
終
末
に
関

「
告白
的
で
は
な
い
宗
教
的
立
場
」
に
到
達
し
た
。
「
宇
宙
に
は
目
的
も
成
　
　
し
て
は
認
知
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
、
諸
宗
教
の
準
終
末
論
だ
け
で
な

就も
な
い
」
と
す
る
自
然
主
義
的
解
釈
に
対
し
て
、
宇
宙
の
宗
教
的
解
　
　
く
、
哲
学
や
超
心
理
学
を
含
め
た
経
験
科
学
の
知
見
が
最
終
的
真
理
を
目

釈と
は
「
わ
れ
わ
れ
人
間
に
働
き
か
け
る
宇
宙
の
究
極
的
な
恵
み
深
さ
　
　
指
し
て
競
争
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
魅
一
方
、
終
末
（
O
o
o
O
げ
四
け
O
口
）

（げ〇
三曽
9
胃
碧
8
0
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
」
、
「
現
実
存
在
の
限
り
な
く
よ
り
　
　
は
人
間
の
経
験
を
超
え
て
い
て
、
経
験
的
検
証
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

よ
い
と
い
う
可
能
性
が
最
終
的
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
信
仰
に
お
　
　
況
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
ハ
が
り

け
る
先
取
り
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準
終
末
論
の
認
知
性
を
保
証
す
る
の
は
、
そ
れ
を
選
好
す
る
認
知
的
な

　し
か
し
、
こ
こ
ま
で
拡
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
可
能
性
と
し
て
　
　
評
価
基
準
で
あ
り
、
認
知
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
準
終
末

さ
え
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
自
然
主
義
的
立
場
か
ら
は
不
可
能
　
　
論
は
、
そ
れ
が
準
終
末
論
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
認
知
的
で
あ
る
と

であ
る
。
宇
宙
は
自
然
主
義
的
に
も
宗
教
的
に
も
解
釈
さ
れ
得
る
の
で
あ
　
　
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
特
殊
な
宗
教
的
経
験
が
デ
ー
タ
と
し
て
採
用
さ

り
、
ど
ち
ら
も
互
い
を
論
駁
で
き
る
ほ
ど
の
強
い
論
証
を
生
み
出
せ
な
　
　
れ
て
い
る
以
上
、
準
終
末
論
の
普
遍
化
に
は
終
末
論
が
必
要
で
あ
る
。
あ

い
、
つ
ま
り
宇
宙
は
宗
教
的
に
曖
昧
で
あ
鱗
し
か
も
何
れ
か
の
宗
教
的
　
　
る
終
末
論
が
普
遍
的
に
想
定
で
き
て
、
そ
れ
が
認
知
的
で
あ
る
な
ら
、
準

伝統
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
な
告
白
的
な
立
場
に
立
た
な
い
な
ら
、
宇
宙
を
　
　
終
末
論
の
普
遍
化
は
漸
進
的
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
準
終
末
論
は
科
学
的

宗
教的
に
解
釈
す
る
と
い
う
認
知
的
選
択
を
検
証
す
る
た
め
の
終
末
の
状
　
　
合
理
性
を
獲
得
す
る
。

況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
確
に
は
で
き
な
い
。
一
九
七
〇
　
　
　
し
か
し
ど
の
よ
う
な
終
末
論
も
そ
れ
自
体
で
は
決
し
て
普
遍
的
で
も
認

年
代
前
半
ま
で
の
ピ
ッ
ク
は
個
別
宗
教
の
終
末
論
を
総
合
的
に
考
え
て
、
　
　
知
的
で
も
な
い
。
『
死
と
永
遠
の
命
』
の
最
終
章
で
は
可
能
な
終
末
論
に
関

告白
的
で
は
な
い
宗
教
的
立
場
の
た
め
の
終
末
論
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
　
　
し
て
い
く
つ
か
の
推
測
を
行
っ
て
い
た
ピ
ッ
ク
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



一
〇
六

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

そ

の
こ
と
に
気
づ
き
、
信
仰
に
お
い
て
「
神
話
」
が
果
た
し
て
い
る
認
知
　
　
わ
れ
る
。
準
終
末
論
と
終
末
論
が
区
別
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
神
話

的
機
能
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
経
験
を
超
え
た
終
　
　
論
的
真
理
も
二
つ
に
類
型
化
さ
れ
る
。
解
明
神
話
（
o
壱
o
ω
凶
8
曼
ヨ
圃
些
ω
）

末
論
が
い
か
に
し
て
神
と
い
う
究
極
的
実
在
に
関
す
る
認
識
で
あ
り
得
る
　
　
と
真
に
宗
教
的
な
神
話
で
あ
る
。
解
明
神
話
に
お
い
て
は
認
知
的
把
握
が

の

かを
「
真
に
宗
教
的
な
神
話
」
や
「
終
末
論
的
神
話
」
と
し
て
論
じ
る
　
　
可
能
で
あ
る
よ
う
な
真
理
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
隠
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の

の

であ
る
。
次
節
で
は
ま
ず
、
ピ
ッ
ク
の
こ
の
「
神
話
論
」
を
分
析
す
る
。
　
　
に
対
し
て
、
真
に
宗
教
的
な
神
話
は
人
間
の
観
念
や
概
念
を
超
え
た
真
理

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
神
話
が
普
遍
的
文
脈
に
お
い
て
認
知
的
で
あ
る
の
　
　
を
神
秘
と
し
て
表
出
す
る
。
こ
れ
ら
の
類
型
は
神
話
の
真
理
性
が
果
た
し

は
、
救
済
論
的
な
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
を
淘
汰
す
る
合
理
的
態
　
　
て
い
る
機
能
の
類
型
で
あ
っ
て
、
神
話
そ
の
も
の
の
類
型
で
は
な
い
こ
と

度
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
こ
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
は
第
八
節
で
論
じ
る
　
　
に
留
意
さ
れ
た
い
。

こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
明
神
話
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
具
体
的
に
考
え
て
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
。
例
え
ば
「
神
は
愛
で
あ
る
」
や
「
イ
エ
ス
は
甦
っ
た
」
を
字
義
ど
お

　
　七
　
認
識論
と
し
て
の
神
話
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
に
捉
え
る
と
、
「
神
と
は
人
間
と
人
間
の
あ
い
だ
の
愛
と
い
う
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
想化
し
た
も
の
」
と
い
っ
た
心
理
学
的
主
張
や
、
「
イ
エ
ス
は
一
旦
死
ん

　
ピ
ッ
ク
は
『
宗
教
の
解
釈
』
第
三
部
「
認
識
論
」
に
お
い
て
、
ま
ず
意
　
　
で
ま
た
息
を
吹
き
返
し
た
」
と
い
っ
た
甦
生
と
い
う
生
理
学
的
主
張
と
な

味
を
字
義
ど
お
り
の
意
味
（
津
o
邑
ヨ
g
巳
ロ
゜
q
）
や
意
味
論
的
な
意
味
　
　
る
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
字
義
ど
お
り
の
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
言
明
本
来

（ω
o日
雪
膏
ヨ
雷
三
口
も
と
、
経
験
や
認
知
に
基
盤
を
持
つ
傾
向
性
と
し
て
　
　
の
神
話
論
的
な
真
理
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
明
を
解
明
神
話
で
あ
る
と

の

意味
（
ユ
曾
o
ω
誠
8
巴
ヨ
①
胃
ぎ
も
に
二
分
し
、
宗
教
的
思
惟
に
お
い
て
　
　
考
え
、
認
知
的
把
握
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
別
の
表
現
で
言
い
換
え
る
な

は
後
者
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
前
者
の
字
義
ど
お
り
の
意
味
に
よ
る
　
　
ら
、
例
え
ば
「
人
間
は
す
べ
て
の
他
人
を
無
条
件
に
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」

真
理
が
字
義
ど
お
り
の
真
理
（
犀
o
邑
巨
導
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
に
対
　
　
と
い
う
倫
理
的
な
主
張
、
あ
る
い
は
「
人
間
は
死
と
い
う
有
限
性
を
超
え

し
て
、
後
者
の
傾
向
性
と
し
て
の
意
味
に
よ
る
真
理
が
神
話
論
的
真
理
　
　
た
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
実
存
的
な
主
張
と
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

（ヨ
矯
け
げ
巳
O
笹
0
9
◎
一
群
口
些
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
対
象
X
　
　
こ
れ
ら
が
唯
一
の
解
釈
で
は
な
く
、
文
脈
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が

に関
す
る
あ
る
言
明
は
、
そ
れ
が
字
義
ど
お
り
に
は
真
理
で
は
な
く
、
な
　
　
な
さ
れ
得
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
の
真
理
性
は
、
神
や
復
活
の
イ

お
か
つ
X
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
傾
向
的
態
度
（
ユ
団
招
o
ω
三
〇
邑
国
三
ε
α
o
）
　
　
エ
ス
と
い
っ
た
究
極
的
実
在
の
現
れ
で
あ
る
神
秘
的
な
対
象
に
で
は
な

を
喚
起
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
場
合
に
、
神
話
論
的
に
真
理
で
あ
る
と
言
　
　
く
、
他
人
や
自
分
と
い
っ
た
現
実
的
な
対
象
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
態
度



7

を
喚
起
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
お
り
、
経
験
的
検
証
が
可
能
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
八
　
評
価
基
準
論

　
「
神
は
愛
で
あ
る
」
や
「
イ
エ
ス
は
甦
っ
た
」
を
究
極
的
実
在
に
関
す
る

言明
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
認
知
的
把
握
が
可
能
で
あ
る
よ
　
　
　
真
に
宗
教
的
な
神
話
に
対
す
る
評
価
は
、
唯
一
実
在
と
向
い
あ
っ
た
わ

う
な
別
の
表
現
を
持
た
ず
、
真
に
宗
教
的
な
神
話
と
な
る
。
解
明
神
話
が
　
　
れ
わ
れ
の
状
況
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
よ
う
な
態
度
や
行
動
様
式
を
喚
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

現実
を
認
識
す
る
と
い
う
機
能
を
持
ち
、
明
確
に
認
知
的
で
あ
る
の
に
対
　
　
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
終
末
論
的
神
話
は
、
「
自
我

し
て
、
真
に
宗
教
的
な
神
話
は
、
そ
れ
自
体
は
認
知
さ
れ
得
な
い
究
極
的
　
　
中
心
か
ら
実
在
中
心
へ
の
人
間
存
在
の
変
革
」
を
促
進
す
る
そ
の
程
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
り

実
在
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
態
度
を
喚
起
す
る
と
い
う
機
能
し
か
持
た
　
　
応
じ
て
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
基
準
が
救
済
論
的
評
価
基
準

ず
、
そ
の
認
知
性
は
不
確
定
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
不
確
定
さ
は
、
宇
宙
　
　
（
以
下
で
は
C
と
略
記
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
経
験
的
検
証
が
不
可

の

宗
教的
曖
昧
さ
、
す
な
わ
ち
宇
宙
に
対
す
る
自
然
主
義
的
な
解
釈
と
宗
　
　
能
な
終
末
論
的
神
話
は
真
に
宗
教
的
な
神
話
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
評

教的
な
解
釈
が
と
も
に
相
手
を
論
駁
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
対
し
て
、
　
　
価
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
し
た
唯
一
実
在
に
関
わ
る
わ
れ
わ
れ
の
状
況

適切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
認
知
的
言
明
が
仮
説
的
で
　
　
と
い
う
経
験
領
域
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
C
に
よ
っ
て
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
化
さ
れ
得
る
の
と
同
じ
く
、
真
に
宗
教
的
な
神
　
　
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
C
の
根
拠
は
、
唯
一
実
在
に
対
し
て
適
切
な
態
度
や

話は
、
曖
昧
さ
を
仮
説
性
と
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
化
さ
れ
得
　
　
行
動
様
式
が
救
済
／
解
脱
（
ω
m
一
く
僧
帥
凶
O
昌
＼
嵩
げ
O
【
餌
叶
剛
O
謬
）
と
呼
ば
れ
る
人
間
存

る
。
つ
ま
り
認
知
的
言
明
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
は
曖
昧
で
あ
る
認
識
対
　
　
在
の
変
革
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
唯
一
実
在
は
終
末
論

象
が
仮
説
を
淘
汰
す
る
評
価
基
準
を
根
拠
づ
け
る
実
在
で
あ
る
こ
と
で
最
　
　
的
神
話
の
こ
の
よ
う
な
評
価
を
通
じ
て
、
普
遍
的
文
脈
に
お
け
る
認
知
性

終的
に
一
義
的
で
あ
る
と
期
待
で
き
た
よ
う
に
、
世
界
的
な
大
宗
教
の
多
　
　
を
獲
得
す
る
。

様
で
相
対
立
す
る
真
に
宗
教
的
な
神
話
の
対
象
は
、
そ
の
よ
う
な
神
話
を
　
　
　
ピ
ッ
ク
に
よ
れ
ぱ
、
唯
一
実
在
は
宗
教
的
生
活
に
必
要
な
前
提
で
あ

淘
汰
す
る
評
価
基
準
を
根
拠
づ
け
る
実
在
で
あ
る
こ
と
で
や
は
り
最
終
的
　
　
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
仕
方
で
真
理
で
あ
る
宗
教
的
伝
統
を
全
体
と
し

に
一
義
的
で
あ
る
と
期
待
で
き
、
ピ
ッ
ク
が
唯
一
実
在
（
些
o
閑
o
巴
）
と
呼
　
　
て
根
拠
づ
け
る
た
め
に
要
請
（
宕
曾
三
讐
Φ
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

ぶ究
極
的
実
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
唯
一
実
在
の
認
知
性
を
　
　
解
明
神
話
が
現
象
的
（
9
0
3
ヨ
窪
邑
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
真
に
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
お
り

普
遍的
に
保
証
す
る
こ
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
詳
説
し
よ
う
。
　
　
　
　
的
な
神
話
は
本
体
的
（
昌
§
δ
昌
＆
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
唯
】
実
在
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
は

普
遍的
で
は
あ
る
も
の
の
人
間
の
概
念
的
把
握
を
超
え
て
お
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
が
っ
て
認
知
さ
れ
得
な
い
。
唯
一
実
在
が
認
知
さ
れ
る
の
は
、
終
末
論

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七

，



・

一〇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　
　
　的
神
話
が
個
々
の
宗
教
的
伝
統
の
内
部
で
準
終
末
論
や
解
明
神
話
と
し
て
　
　
心
を
持
つ
な
ら
、
認
知
性
と
と
も
に
、
普
遍
的
文
脈
に
お
け
る
明
確
な
意

　
　
　
　
現
象す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
神
的
な
人
格
と
し
て
認
知
さ
れ
た
　
　
味
内
容
を
要
求
す
る
。
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
宗
教
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ
り

e
　
　
　
り
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
な
非
人
格
と
し
て
認
知
さ
れ
た
り
す
る
。
し
　
　
言
明
の
普
遍
化
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
信
仰
を
確
証
す
る
経
験
の
領
域
が

　
　
　
　
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
が
唯
一
実
在
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
の
か
　
　
宇
宙
と
そ
の
歴
史
の
全
体
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

　
　
　
　と
い
う
評
価
基
準
C
も
、
そ
の
具
体
的
形
態
は
宗
教
的
伝
統
に
応
じ
て
変
　
　
る
が
、
こ
と
宗
教
的
経
験
に
関
し
て
は
、
仮
説
の
淘
汰
は
極
め
て
緩
慢
で

　
　
　
　
化す
る
。
神
と
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
い
て
　
　
あ
り
、
合
理
性
の
危
機
が
生
じ
て
し
ま
う
。
ピ
ッ
ク
は
こ
の
危
機
を
、
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

　
　
　
　し
ば
し
ば
思
い
描
か
れ
る
よ
う
な
神
に
対
す
る
自
然
で
適
切
な
応
答
で
あ
　
　
末
論
の
超
越
化
に
よ
っ
て
回
避
し
、
さ
ら
に
超
越
化
に
よ
っ
て
そ
の
認
知

　
　
　
　る
の
に
対
し
て
、
仏
教
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
世
界
に
対
す
る
無
我
的
な
　
　
的
基
盤
を
準
終
末
論
に
譲
り
渡
し
て
し
ま
っ
た
終
末
論
に
つ
い
て
は
、
そ

　
　
　
　
解
放性
と
す
べ
て
の
生
命
に
対
す
る
慈
悲
が
仏
性
に
対
す
る
瞑
想
を
通
し
　
　
れ
を
神
話
と
し
て
捉
え
直
し
て
、
救
済
論
的
評
価
基
準
C
に
よ
っ
て
淘
汰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　
　
　た
覚
醒
の
自
然
な
表
現
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
C
は
救
済
と
解
脱
の
あ
い
　
　
す
る
こ
と
で
、
そ
の
認
知
性
を
普
遍
的
に
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
だ
に

何ら
の
判
断
も
下
せ
ず
、
唯
一
実
在
が
人
格
的
で
あ
る
の
か
非
人
格
　
　
　
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
多
元
論
に
対
し
て
は
、
唯
一
実
在
中
心
主
義
で
あ
る

　
　
　
　的で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
判
断
を
断
念
す
る
他
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
　
　
と
い
う
批
判
が
あ
電
確
か
に
神
中
心
主
義
は
唯
一
神
論
的
性
格
、
す
な

　
　
　
　
二
面性
の
故
に
唯
一
実
在
の
認
知
性
が
損
な
わ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
　
　
わ
ち
真
な
る
神
が
ま
ず
実
在
し
て
、
そ
の
多
様
な
現
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
神

　
　
　
　
れは
全
く
逆
で
あ
っ
て
、
現
に
唯
一
実
在
が
人
格
的
と
非
人
格
的
の
両
方
　
　
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
、
ピ
ッ
ク
が
『
神
そ
し
て
信
仰
の
宇
宙
』
で

　
　
　
　
の仕
方
で
応
答
／
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
人
格
／
非
人
格
と
い
　
　
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
に
模
し
た
図
式
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

　
　
　
　う
神
秘
的
な
仕
方
で
現
象
し
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
そ
の
認
知
性
は
損
な
　
　
て
、
宗
教
的
多
元
論
は
、
し
ば
し
ば
ピ
ッ
ク
自
身
が
唯
一
実
在
を
中
心
と

　
　
　
　わ
れ
て
し
ま
う
。
唯
一
実
在
の
認
知
性
を
普
遍
的
に
保
証
す
る
の
は
、
そ
　
　
す
る
図
式
を
同
じ
よ
う
に
地
動
説
に
模
し
て
用
い
た
の
で
誤
解
を
招
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
び
り

　
　
　
　
れ
に関
す
る
仮
説
を
選
好
す
る
C
の
普
遍
的
な
有
効
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
　
　
の
だ
が
、
唯
一
神
論
的
性
格
を
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
唯
一
実
在
は
ま

　
　
　
　自
体
が
一
義
的
に
確
証
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
始
め
に
実
在
す
る
も
の
、
何
ら
か
の
終
末
論
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

では
な
く
、
救
済
論
の
根
拠
と
し
て
要
請
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か

　
　
　
　
　
　九

結

　
論

　

　

　

　

　

　

　

　
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
唯
一
実
在
の
唯
一
性
は
唯
一
神
の
唯
一
性
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全く
性
格
を
異
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
が
彼
の
宗
教
的
多
元

　
　
　
　
　
い

かな
る
宗
教
的
信
仰
も
、
そ
れ
が
究
極
的
実
在
に
対
す
る
認
知
的
関
　
　
論
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
い
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。



r

　な
お
評
価
基
準
C
に
関
し
て
は
、
普
遍
的
文
脈
に
お
い
て
十
分
明
確
に
　
　
　
　
O
H
凸
゜

定義
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
C
に
よ
る
終
末
論
的
神
話
の
淘
汰
が
漸
進
　
　
（
6
）
　
信
念
（
げ
〇
一
圃
o
h
）
が
あ
る
言
明
を
信
じ
る
こ
と
、
な
い
し
は
そ
の
内

的
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
　
　
　
容
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
信
仰
（
鼠
昏
）
と
は
信
仰
共
同
体
に
支
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

かわ
ら
ず
、
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
多
元
論
は
個
別
主
義
や
包
括
主
義
と
い
っ
　
　
　
　
ら
れ
た
信
念
体
系
で
あ
る
。

た
外
部
か
ら
の
批
判
に
開
か
れ
て
い
な
い
立
場
に
対
す
る
有
効
な
異
議
申
　
　
（
7
）
　
田
o
ぎ
冒
げ
昌
郎
冒
ぎ
鎚
審
肉
§
職
ミ
（
以
下
で
は
閑
と
略
記
）
°

し
立
て
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
巨
巴
o
ピ
三
碧
ヨ
巳
蔓
津
o
ω
ω
H
三
①
目
巴
o
昌
巴
㍉
㊤
㊤
P
，
。
。
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
8
）
　
本
稿
で
は
、
文
と
文
を
解
釈
す
る
た
め
の
文
脈
を
併
せ
て
、
言
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
ω
鼻
o
ヨ
o
邑
と
呼
ん
で
い
る
。
文
は
明
示
的
で
あ
り
、
文
字
や
発

　
　
　
　
　　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
話
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
文
脈
は
暗
示
的
で
あ
り
、
言
明

（1
）
　
例
え
ば
、
間
瀬
啓
允
・
稲
垣
久
和
編
『
宗
教
多
元
主
義
の
探
求
1
　
　
　
　
を
ど
の
解
釈
共
同
体
に
置
く
か
に
よ
っ
て
変
化
し
得
る
。

　　
ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
考
』
大
明
堂
（
一
九
九
五
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
フ
レ
ー
ゲ
の
文
脈
原
理
と
実
在
論
に
つ
い
て
は
、
野
本
和
幸
『
意

（2
）
　
こ
れ
は
ピ
ッ
ク
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、
『
宗
教
の
解
釈
』
に
お
け
　
　
　
　
味
と
世
界
』
法
政
大
学
出
版
局
（
一
九
九
七
）
を
参
考
に
し
た
。

　　
る
彼
の
主
張
の
要
約
で
あ
る
。
田
o
ぎ
H
昌
口
゜
郎
嵩
§
誉
鳶
越
§
ご
謡
駄
　
　
（
1
0
）
本
稿
で
は
、
普
遍
性
と
は
現
時
点
に
お
け
る
共
通
性
や
一
般
性
を

　
　
ミ
、
電
§
（
以
下
で
は
弟
と
略
記
）
°
Z
o
≦
国
零
o
ロ
黛
巴
o
d
巳
ぎ
中
。
ω
ω
矯
　
　
　
意
味
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
不
変
性
や
絶
対
性
を
意
味
し
な
い
。

　
　ぎ
昌
α
o
目
言
巴
ヨ
凶
ぎ
炉
μ
O
。
。
O
輸
噂
，
同
膳
弘
ω
P
H
O
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
普
遍
的
文
脈
と
は
理
想
的
に
は
、
任
意
の
言
明
に
対
し
て
そ
れ
が

（3
）
　
ピ
ッ
ク
の
宗
教
的
実
在
論
は
批
判
的
実
在
論
（
o
簿
凶
。
巴
お
9
。
一
凶
ω
目
）
　
　
　
　
置
か
れ
る
べ
き
文
脈
を
一
義
的
に
決
定
で
き
る
よ
う
な
包
括
的
文
脈

　　
で
あ
る
。
閉
も
，
H
認
占
O
㊤
お
よ
び
b
息
ミ
欝
織
O
ミ
論
§
9
Z
o
≦
　
　
　
　
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
普
遍
的
文
脈
は
あ
く
ま
で
理

　　
国
磐
Φ
舅
く
巴
o
d
三
タ
津
o
ω
。
。
切
U
o
昆
o
具
ζ
碧
目
筥
m
P
お
8
”
℃
や
ω
1
同
④
　
　
　
想
で
あ
っ
て
、
現
実
の
も
の
で
は
な
い
。
現
実
に
は
、
い
か
な
る
文

　　
を
見
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脈
も
日
常
的
な
言
語
活
動
と
無
縁
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
日
常

（4
）
　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
ブ
レ
イ
ス
ウ
エ
イ
ト
、
，
ラ
ン
ド
ー
ル
、
フ
ィ
　
　
　
　
的
な
文
脈
が
そ
の
近
似
と
な
っ
て
い
る
。

　　
リ
ッ
プ
ス
、
キ
ュ
ピ
ッ
ト
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
売
も
，
H
O
O
歯
O
O
）
。
　
　
（
1
2
）
　
「
私
は
S
を
主
張
す
る
」
か
ら
「
私
」
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（5
）
出
莫
」
昌
旨
き
誉
恥
愚
電
ミ
葡
ミ
喧
§
添
昏
9
（
以
下
で
は
℃
幻
と
　
　
　
　
実
存
主
義
的
な
メ
タ
言
明
M
（
S
）
が
作
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
M

　
　
略
記
）
』
昌
α
q
δ
≦
8
ユ
Ω
剛
静
℃
客
o
≦
匂
臼
ω
昌
”
国
o
艮
8
畿
山
拝
同
㊤
O
O
も
，
　
　
　
　
（
S
）
の
真
理
は
主
体
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



一
一
〇

▼

（1
3
）
　
反
証
さ
れ
る
の
は
言
明
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
そ
の
言
明
が
置
　
　
（
2
0
）
　
涛
も
゜
H
O
H
°

　
　
か
れ
て
い
る
文
脈
な
い
し
理
論
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
ピ
ッ
ク
は
宗
教
的
信
念
の
合
理
性
と
は
ま
ず
も
っ
て
、
こ
の
よ
う

（1
4
）
　
真
理
ら
し
さ
（
＜
o
臨
・
。
冒
凶
洋
巳
o
）
は
ポ
パ
ー
の
術
語
で
あ
る
。
剛
o
署
①
5
　
　
　
　
な
経
験
的
合
理
性
で
あ
る
と
考
え
る
（
ズ
宕
』
ま
2
舅
も
O
』
H
ω
1

　　
国
”
二
国
゜
O
ミ
o
職
ミ
さ
O
ミ
馬
母
、
郎
昌
肉
§
、
ミ
馬
§
亀
こ
§
、
o
§
斜
　
　
　
　
q
）
。

　　
国
o
＜
圃
ω
o
自
国
α
三
8
・
O
×
8
H
昏
Ω
胃
o
ロ
§
勺
お
ω
。
・
「
H
零
ρ
蹄
ω
け
　
　
（
2
2
）
舅
も
』
H
S
な
お
科
学
論
は
倫
理
的
で
あ
り
得
る
。
小
河
原
誠

　
　薯
σ
嵩
ω
冨
臼
H
旨
N
亨
ミ
を
見
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ポ
パ
ー
1
批
判
的
合
理
主
義
』
講
談
社
（
一
九
九
七
）
第
七
章
参
照
。

（1
5
）
　
科
学
理
論
は
経
験
が
必
ず
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
　
　
（
2
3
）
　
田
o
ぎ
甘
匿
゜
隷
§
§
職
さ
。
ミ
曇
゜
H
夢
8
ρ
Z
o
乏
ぎ
昏
”
O
o
日
o
昌

　
　的
真
理
な
ど
で
は
な
く
、
あ
る
経
験
の
領
域
を
体
系
化
す
る
こ
と
　
　
　
　
d
巳
く
臼
ω
芽
国
o
ω
。
・
㍉
O
零
゜

　　
で
、
そ
れ
を
理
解
可
能
に
し
、
そ
の
な
か
で
的
確
に
行
動
す
る
た
め
　
　
（
2
4
）
　
閑
も
゜
刈
Q
。
°

　　
の
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
理
論
　
　
（
2
5
）
事
実
性
に
関
し
て
は
剛
図
も
，
同
O
『
1
。
。
嚇
ズ
，
匿
O
を
見
よ
。

　　
そ
れ
自
体
も
ま
た
仮
説
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
押
旨
・
。
。
O
ム
・

（1
6
）
　
こ
こ
か
ら
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
や
観
察
の
理
論
負
荷
性
と
い
う
問
題
が
　
　
（
2
7
）
　
切
も
喝
゜
。
。
罵
゜

　
　
生じ
て
く
る
。
ピ
ッ
ク
は
そ
れ
を
〈
と
し
て
経
験
す
る
（
o
首
巴
o
ロ
o
ぎ
o
q
　
　
（
2
8
）
　
開
も
や
お
占
S

　
　霧
）
〉
と
表
現
す
る
（
男
－
O
O
°
Q
o
墓
嚇
H
幻
℃
も
唱
゜
H
腿
O
I
b
Ω
℃
H
朝
q
o
l
①
O
）
。
　
　
　
　
（
2
9
）
　
℃
男
も
」
O
①
・

（1
7
）
　
準
宗
教
的
伝
統
と
は
、
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
や
N
・
ベ
ラ
ー
が
　
　
（
3
0
）
冒
剛
q
°

　
　
定義
し
た
よ
う
な
市
民
宗
教
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
関
も
゜
Q
。
G
。
°

（1
8
）
　
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
論
、
啓
示
実
証
主
義
と
呼
ば
れ
る
　
　
（
3
2
）
　
距
o
ぎ
｝
o
ぎ
゜
9
犠
§
犠
慧
い
§
馬
器
済
恥
旦
§
♂
§
防
・
O
×
8
H
臼

　　
こ
と
も
あ
る
K
・
バ
ル
ト
の
く
神
の
言
V
の
神
学
、
あ
る
い
は
W
・
　
　
　
　
O
ロ
o
≦
o
ユ
9
H
O
O
Q
。
・
O
ユ
嬉
冨
旨
矯
寝
蜜
ω
げ
o
臼
日
8
α
o
疑
些
①
蚕
o
日
窪
国
ロ

　　
バ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
科
学
論
に
基
づ
く
神
学
な
ど
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
津
o
ω
ω
犀
α
こ
H
零
Q
。
も
゜
H
。
。
H
°

（1
9
）
　
こ
れ
は
方
法
論
的
に
は
、
系
列
傅
S
の
収
束
の
遅
延
に
よ
っ
て
生
じ
　
　
（
3
3
）
　
図
も
O
°
H
b
。
象
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
コ

　
　
た

普
遍性
の
欠
如
を
、
S
の
超
越
化
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
戦
略
　
　
（
3
4
）
　
国
も
゜
置
P

　
　
であ
り
、
普
遍
的
文
脈
に
お
け
る
階
S
の
一
義
性
が
期
待
さ
れ
て
い
　
　
（
3
5
）
菊
も
」
出
・

　
　る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
H
国
も
゜
q
S亀



（3
7
）
　
閉
も
ヤ
お
占
b
。
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
　
田
℃
，
ω
O
ρ

（3
8
）
　
田
。
ぎ
匂
9
昌
b
§
導
§
織
肉
ミ
§
、
卜
慧
゜
H
o
三
ω
≦
一
〇
噂
閑
魯
嘗
。
菖
鱒
　
　
（
4
9
）
　
こ
の
関
心
は
有
神
論
（
汐
，
ω
O
）
や
普
遍
救
済
論
（
押
，
。
。
黛
田
噂

　
　≦
①
ω
§
ぎ
ω
8
ミ
甘
ぎ
国
昌
o
x
℃
H
o
ω
9
H
O
O
鮮
O
ユ
笹
話
ξ
娼
ロ
σ
凱
。
・
げ
①
q
”
　
　
　
娼
，
卜
。
O
蕊
）
か
ら
生
じ
て
く
る
。

　　
b
8
α
8
”
O
巳
ぎ
゜
・
噂
H
O
『
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
註
1
9
参
照
。

（3
9
）
H
匪
O
畳
署
』
N
と
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
　
間
瀬
・
稲
垣
、
一
六
頁
、
一
〇
〇
1
一
頁
。

（4
0
）
　
H
σ
凶
皇
，
臨
同
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
田
o
ぎ
｝
o
ゴ
戸
ぎ
ミ
い
§
防
ミ
肉
馬
蒔
馬
o
霧
ミ
ミ
ミ
辞
§
°
卜
o
巳
8
”
昏
o

（4
1
）
　
か
と
い
っ
て
終
末
論
は
捨
て
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
的
　
　
　
　
竃
8
日
窪
自
。
ロ
中
o
ω
ω
い
自
』
㊤
。
。
9
間
瀬
啓
允
訳
『
宗
教
的
多
元
主
義
』

　
　
信念
の
真
理
性
が
問
題
に
な
る
と
き
、
ピ
ッ
ク
は
引
き
続
き
終
末
に
　
　
　
　
法
藏
館
（
一
九
九
〇
）
、
九
八
1
一
〇
〇
頁
、
一
七
五
－
六
頁
参
照
。

　　
お
け
る
検
証
と
い
う
考
え
に
訴
え
て
い
る
。
霞
。
ぎ
甘
ぎ
曾
巴
゜
さ
ミ
　
　
（
5
3
）
個
別
主
義
や
包
括
主
義
に
関
し
て
は
団
く
を
見
よ
。

　
　§
§
§
象
奪
ミ
脳
§
§
篇
ミ
ミ
ミ
韓
融
き
ミ
犠
（
以
下
で
は
局
く
と
略

　
　記
）
°
o
島
仲
巴
ξ
U
2
巳
ω
い
O
喜
o
喜
国
巳
目
ヨ
9
ξ
幻
゜
勺
三
一
言
ω
゜

　　
O
冨
巳
幻
9
。
且
画
9
言
凶
o
臨
α
q
嘗
“
N
o
巳
0
2
き
℃
昏
゜
置
o
ロ
ω
ρ
μ
O
㊤
P

　　
O
H
協
o
q
剛
話
ξ
署
巴
ω
げ
巴
鱒
ミ
q
蒸
き
§
O
ミ
謬
゜
O
鑓
巳
幻
昌
置
9

　
　
竃
凶
o
窪
o
q
飴
具
N
o
言
o
塁
き
勺
ロ
F
国
o
償
ω
P
H
㊤
O
伊
，
b
。
ミ
゜

（4
2
）
　
舅
も
゜
謹
。
。
°
神
話
論
的
真
理
は
実
存
的
（
o
臨
鴇
窪
自
巴
で
あ
る

　　
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
3
）
　
田
℃
，
ら
。
q
門
ド

（
4
4
）
　
閉
も
゜
ω
呂
゜

（4
5
）
　
『
宗
教
の
解
釈
』
で
は
、
評
価
基
準
が
第
四
部
で
、
デ
ー
タ
を
取
得

　
　
し
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
た
め
の
現
象
論
が
第
一
部
で
論
じ
ら
れ
て
い

　
　
る
。

（
4
6
）
　
弟
も
勺
◎
。
お
1
蟄
゜

（47
）
　
舅
も
，
b
。
盟
あ
9

ピ
ッ
ク
宗
教
的
多
元
論
の
科
学
論
的
構
造
（
小
倉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝


