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テ
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問
題
領
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名
　
定
　
道

一　
問
題
状
況
ー
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
の
視
点
か
ら

　
近年
の
脳
神
経
科
学
の
進
展
は
、
哲
学
や
倫
理
学
を
含
め
た
人
文
諸
科
学
に
お
い
て
、
様
々
な
議
論
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
思
想
研
究
に
お
い
て
も
、
「
脳
神
経
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
り
、
今
後
活
発
な
議
論
の
展
開
が
予
想
さ

れる
。
本
論
文
は
、
こ
の
テ
ー
マ
の
意
義
と
留
意
す
べ
き
諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
将
来
的
な
研
究
の
方
向
性
を
探
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
本
章
で
は
、
「
脳
神
経
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
蓄
積

がな
さ
れ
て
き
た
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
ー
伝
統
的
な
自
然
神
学
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
ー
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
、
ま
た
哲
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学
研
究
に

おけ
る
脳
神
経
科
学
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
状
況
の
明
確
化
を
試
み
た
い
。

　
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
が
問
題
と
な
る
領
域
は
様
々
で
あ
る
が
、
近
代
以
降
の
自
然
神
学
の
歴
史
的
展
開
を
概
観
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は

「
物
体／
物
質
↓
生
命
」
と
い
う
問
題
領
域
の
拡
張
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
論
争
か
ら
ガ
リ
レ
オ
問
題
を
経
て

ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
形
成
に
至
る
近
代
初
頭
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
機
械
論
的
世
界
観
や
啓
蒙
主
義
的
な
実

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
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二

証
主
義
的
科
学観
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
難
問
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
1
自
由
と
決
定
論
と
の
関
係
な
ど
ー
。
こ
の
場
合
、
主
要

な
問
題
領
域
は
、
天
文
学
や
物
理
学
の
対
象
で
あ
る
物
体
や
物
質
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
論
争
の

舞台
は
地
質
学
、
化
学
か
ら
、
と
く
に
生
物
学
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
進
化
論
的
生
命
理
解
と
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

的
生
命観
と
の
相
違
や
対
立
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ペ
イ
リ
ー
の
『
自
然
神
学
』
が
語
る
、
キ
リ
ス
ト
教
自
然
神
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

に

おけ
る
宇
宙
論
か
ら
生
命
論
へ
の
転
換
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宇
宙
論
に
せ
よ
生
命
論
に
せ
よ
、
議
論
は
現
在
に
至

る
ま
で
継
続
中
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
わ
れ
た
宗
教
と
科
学
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
決
し
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一

九
八
〇
年
代
以降
、
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
は
再
度
新
た
な
問
題
領
域
へ
と
議
論
の
場
を
拡
張
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
心
」
と
い
う

領域
へ
の
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
の
進
展
で
あ
り
、
脳
神
経
科
学
の
成
果
を
め
ぐ
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
議
論
は
こ
の
事
態
を
明
瞭
に

　
　
　
　
ハ
こ

示し
て
い
る
。
心
脳
問
題
は
今
や
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
問
い
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
心
」
は
キ
リ
ス

ト
教
的
な
宗
教
経
験
に
と
っ
て
そ
の
核
心
部
分
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
脳
神
経
科
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
経
験
の
理
解
に
い

か
に関
係
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
原
理
的
に
関
わ
り
を
も
た
な
い
の
か
。

　こ
う
し
た
、
宇
宙
論
か
ら
生
命
論
、
そ
し
て
心
の
問
題
へ
の
議
論
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
義
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
心
を
焦
点
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
自
然
神
学
の
問
題
設
定
が
有
す
る
制
約
か

ら
よ
り
自
由
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
自
然
神
学
を
よ
り
広
い
宗
教
学
の
文
脈
で
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
と
い

う
の
も
、
新
し
い
争
点
と
し
て
の
「
脳
と
心
」
あ
る
い
は
「
心
」
の
登
場
は
、
宇
宙
論
的
な
問
題
設
定
と
は
別
の
「
宗
教
と
科
学
」
関
係

論
の

領
域を
切
り
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
を
含
め
た
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
の
伝
統
と
科
学
と
の
関
係
性
ま
で
も
視
野
に
入
れ

た
、
自
然
神
学
構
築
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
思
想
的
伝
統
を
背
景
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
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の

構
築を
試
み
る
上
で
、
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
のよ
う
に
、
脳
神
経
科
学
の
進
展
が
指
し
示
す
宗
教
と
科
学
の
関
係
論
の
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
、
今
後
の
実
り
あ
る
展
開
を

予
想さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
生
命
倫
理
や
環
境
倫
理
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
、
と
く
に
九
〇
年
代
以

降
、
欧
米
の
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
動
向
に
機
敏
に
対
応
す
る
先
駆
的
研
究
が
す
で
に
少
な
か
ら
ず
現
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
ダ
キ
リ
と
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
の
共
同
研
究
と
し
て
始
ま
っ
た
研
究
は
、
M
R
I
や
f
M
R
I
に
よ
る
脳
機
能
の
画
像
化
を
利
用
し
て
、
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宗
教
経
験
や

美
的
経
験に
お
け
る
、
組
織
・
場
所
と
機
能
の
相
関
性
の
解
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の
研
究
の
典
型
と
言
え
よ
う
。

　し
か
し
、
宗
教
と
科
学
の
関
係
論
の
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
し
て
真
に
意
義
あ
る
仕
方
で
形
成
さ
れ
る
た
め
に

は
、
解
明
を
要
す
る
問
題
点
が
少
な
く
な
い
。
と
く
に
問
題
な
の
は
、
脳
神
経
科
学
が
解
明
す
る
脳
機
能
と
宗
教
経
験
に
お
い
て
問
題
と

な
る
心
と
は
単
純
に
直
結
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
間
に
い
く
つ
か
の
媒
介
項
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
問
題
連
関
に
お
け
る
哲
学
の
役
割
で
あ
る
。
宗
教
や
科
学
に
関
わ
る
諸
問
題
を
論
じ
る
際
に
、
哲

学的
思
惟
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、
議
論
で
使
用
さ
れ
る
諸
概
念
を
明
確
に
規
定
し
、
議
論
に
お
け
る
論
理
の
飛
躍
を
批
判
的
に

検
討
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
脳
神
経
科
学
で
は
、
神
経
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
有
機
体
で
あ
る
脳
と
心
（
心
的

活動
）
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
こ
で
問
わ
れ
る
心
は
、
情
動
、
記
憶
、
認
知
な
ど
の
心
的
活
動
、
つ
ま
り
実
験
心
理
学
な
ど
で

対
象
化さ
れ
る
心
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
心
は
、
ク
オ
リ
ア
を
め
ぐ
る
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
現
象
学
で
問
題
と
な
る
経
験
さ
れ

生き
ら
れ
る
心
、
志
向
性
と
し
て
の
心
と
単
純
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
両
者
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
だ

　
ハ
ゑ

ろ
う
。
前
者
の
対
象
化
さ
れ
た
心
を
心
1
、
後
者
の
心
を
心
2
と
し
て
差
異
化
す
る
こ
と
が
有
効
か
も
し
れ
な
い
ー
「
心
」
が
心
1
と
心

2
の
双
方
を
包
括
す
る
こ
と
を
示
す
に
は
、
ひ
ら
が
な
の
「
こ
こ
ろ
」
を
用
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
ー
。
ま
た
、
社
会
・
共
同
体
・
歴

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
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四

史
と
い
っ
た
領
域
で
の
人
間
の
心
的
活
動
は
、
む
し
ろ
、
精
神
活
動
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
倫
理
、
芸
術
、
科
学
と
い
っ
た
文
化
や
宗
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教
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
人
間
固
有
の
活
動
を
表
示
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
「
精
神
」
概
念
は
、
次
章
で
説
明
す
る
次
元
論
の
議
論
が

示
す
よ
う
に
、
心
1
や
心
2
か
ら
さ
ら
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
脳
神
経
科
学
が
対
象
と
す
る
脳
機
能
と
宗
教
と
の

間
に
は
、
今
後
、
哲
学
的
批
判
的
な
解
明
が
待
た
れ
る
媒
介
項
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
哲
学
的
議
論
も
す
で
に
か
な
り
の
広
が
り
を
有
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
』
で
リ
ク
ー
ル
は
、
記
憶
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さ

と
忘
却
の
問
題
系
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
解
釈
学
的
現
象
学
の
立
場
か
ら
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

　
　　
「
神
経
科
学
が
客
観
化
の
過
程
を
既
得
の
も
の
と
み
な
す
の
に
対
し
、
解
釈
学
的
現
象
学
者
に
と
っ
て
、
そ
の
過
程
は
、
依
然
と
し

　
　
て

かな
り
の
難
問
、
多
く
の
点
で
解
き
が
た
い
問
題
で
あ
る
。
自
己
の
身
体
と
対
象
身
体
と
が
同
一
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

　
　ど
ん
な
意
味
に
お
い
て
な
の
か
」
（
リ
ク
ー
ル
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
六
頁
）
。

　
　　
「
生
物
学
者
は
そ
の
有
利
な
条
件
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、
構
造
と
機
能
の
相
関
関
係
の
論
拠
を
引
き
出
し
、
そ
し
て
表
象
と
イ

　　
マ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
他
の
理
由
で
心
的
な
も
の
の
言
語
に
属
し
、
明
ら
か
に
機
能
と
結
合
し
て
い
る
本
質
体
を
、
脳
の
組
織
に
移
す

　
　
であ
ろ
う
」
、
「
哲
学
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
相
関
関
係
の
観
念
に
結
び
つ
い
た
許
容
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
同
、
二
〇

　
　
七

頁
）
。

　リ
ク
ー
ル
の
指
摘
は
、
脳
神
経
科
学
が
解
明
し
よ
う
と
す
る
「
脳
と
心
1
」
の
領
域
に
お
い
て
「
構
造
－
機
能
」
の
相
関
関
係
を
因

果関
係
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
の
正
当
性
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ
り
、
そ
こ
に
未
だ
正
当
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
論
理
の
飛
躍
（
「
ど
ん

な

科学
に
も
固
有
の
覇
権
主
義
的
傾
向
が
隣
接
科
学
に
対
し
て
及
ぼ
さ
れ
る
」
〔
同
、
二
〇
八
頁
〕
）
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し

て

いる
。



　
脳
神
経
科
学
に

つ
い
て

のリ
ク
ー
ル
の
評
価
は
、
「
神
経
科
学
は
生
の
振
舞
い
に
直
接
に
は
な
ん
の
寄
与
も
し
な
い
、
と
言
い
た
い
誘
惑

に

から
れ
よ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
脳
に
言
及
せ
ず
と
も
、
記
憶
に
つ
い
て
の
倫
理
的
、
政
治
的
言
説
を
展
開
で
き
、
さ
ら
に
は
数
多
く

の

人
文
科
学
のな
か
で
も
先
端
科
学
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
認
識
そ
れ
自
体
の
認
識
論
は
、
神
経
科
学
に

頼
る
機
会
も
、
義
務
も
な
い
」
（
同
、
二
〇
九
頁
）
と
き
わ
め
て
率
直
か
つ
辛
辣
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
脳
神
経
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
論
じ
る
際
に
も
銘
記
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
脳
神
経
科
学
が
何
を
明
ら
か
に
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
明
ら
か
に
で
き
る

の
か
、
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
哲
学
的
吟
味
が
必
要
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
と
っ
て
の
脳
神
経
科

学
の
寄
与
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
議
論
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の

考
察を
前
提
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
を
参
照
し
つ
つ
、
す
で
に
述
べ
た
脳
、
心
1
、
心

2
、
精
神
の
区
別
と
関
係
の
整
理
を
試
み
る
（
第
二
章
）
。
こ
れ
は
還
元
主
義
に
対
す
る
全
体
論
的
理
論
構
築
を
意
味
す
る
。
続
く
第
三
章

では
、
こ
の
次
元
論
を
シ
ス
テ
ム
論
に
よ
っ
て
精
密
化
し
つ
つ
、
脳
と
心
の
関
係
に
つ
い
て
現
時
点
で
の
論
者
の
試
論
を
提
示
し
、
最
後

に
、
こ
れ
ら
の
議
論
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
と
っ
て
有
す
る
意
義
を
展
望
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
還
元
主義
と
全
体
論

　脳
、
心
1
、
心
2
、
精
神
の
区
別
と
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
還
元
主
義
と
全
体
論
と
い
う
二
つ
の
思
想
系
譜
に
注
目
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。
一
八
八
〇
年
代
以
降
の
現
代
宗
教
学
の
諸
理
論
を
概
観
す
る
と
き
、
そ
こ
に
二
つ
の
対
照
的
な
系
譜
、
つ
ま
り
、
還
元
主

義
的
宗
教
学
（
マ
ル
ク
ス
、
フ
ロ
イ
ト
ら
の
宗
教
理
論
）
と
全
体
論
的
宗
教
学
（
エ
リ
ア
ー
デ
ら
の
宗
教
現
象
学
的
な
理
論
形
成
な
ど
。

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
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後
の

議
論を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
は
そ
の
前
提
と
な
る
下
位
シ
ス
テ
ム
の
全
体
に
お
い
て
創
発
的
に
生
起
し
独
自
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
有
す
る
も
の
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
）
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
き
た
の
は
、
宗
教
は
独
自
の
実
在
性
あ
る
い
は

現
実性
を
有
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
宗
教
は
無
意
識
の
欲
望
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
内
実
と
し
た
投
影
機
能
に
還
元
さ
れ
る
の
か
、
と

いう
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
諸
宗
教
か
ら
単
一
の
宗
教
概
念
を
構
成
で
き
る
か
（
つ
ま
り
、
諸
宗
教
現
象
を
統
合
す
る
宗
教
的
本
質
は

実
体
的
に

存
在
する
の
か
）
と
い
っ
た
論
点
を
め
ぐ
っ
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
様
々
な
理
論
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
還
元
主義
と
全
体
論
の
こ
の
対
立
は
、
現
代
宗
教
学
を
超
え
た
科
学
論
全
般
に
及
ぶ
広
範
な
問
題
領
域
に
広
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

還
元
主義
的
宗
教
学
は
、
実
証
主
義
的
近
代
科
学
（
機
械
論
的
科
学
モ
デ
ル
）
と
同
一
の
科
学
理
念
に
基
づ
い
て
お
り
、
還
元
主
義
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り

而
上
学
的
前
提を
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
理
的
実
在
の
基
本
原
理
（
基
礎
理
論
）
か
ら
一
切
の
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
物
理

主義
な
ど
を
典
型
と
し
て
お
り
、
こ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
「
宗
教
と
科
学
」
あ
る
い
は
「
脳
神
経
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
と
い
っ
た

テ
ー
マ
は
い
ず
れ
科
学
内
部
で
解
明
可
能
な
擬
似
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
経
験
で
問
題
と
な
る
「
心
」
は
、
脳
神

経
科
学的
知
に
帰
着
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
解
明
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
脳
神
経
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
「
脳

と
心
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
還
元
主
義
と
は
別
の
理
論
構
築
を
具
体
的
に

遂
行
する
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
際
に
注
目
す
べ
き
は
、
還
元
主
義
に
対
し
て
全
体
論
的
思
惟
が
行
う
一
連
の
問
題
提
起
で
あ
ろ
う
。

十
九
世
紀
以来
、
実
証
主
義
は
、
科
学
か
ら
哲
学
に
至
る
ま
で
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
十
九
世
紀
後
半
以
　
　
の

降
、
実
証
主
義
的
思
想
系
譜
に
対
す
る
哲
学
的
批
判
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
自
然
哲
学
の
復
権
や
形
而
上
学
の

再
構築
と
い
っ
た
問
題
意
識
と
結
び
つ
い
た
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ト
レ
ル
チ
、
シ
ェ
ー

ラ
ー
な
ど
の
思
想
家
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
思
索
で
あ
る
。



　
こ
の
還
元
主
義
的
科
学
論
に
対
す
る
批
判
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
立
場
か
ら
の
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
に
お
い
て
も
、
か
な
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

程度
共
有
さ
れ
た
問
題
意
識
で
あ
っ
て
、
様
々
な
神
学
者
の
思
索
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
実
例
と
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
生
の
次
元
論
を
取
り
上
げ
、
そ
の
基
本
的
な
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
は
、
人
間
的
現
実
性
の
総
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

と
し
て
の
「
生
」
を
め
ぐ
る
包
括
的
議
論
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
以
下
、
生
の
現
象
学
か
ら
出
発
し
、
生
の
多
次
元

的
統
一
性
（
構
造
論
）
と
次
元
の
現
実
化
（
生
成
論
）
と
い
う
二
つ
の
方
向
へ
展
開
さ
れ
る
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
要
点
を
紹
介
し
よ

う
。

　
体
系
的
な

理
論
化
に先
だ
っ
て
具
体
的
な
経
験
に
お
い
て
現
前
し
て
い
る
生
の
諸
現
象
を
記
述
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
生
の
現
象
学
」

の

役割
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
生
」
を
構
成
す
る
次
元
と
し
て
次
の
四
つ
を
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、
無
機
的
次
元
（
物
体
）
、
有
機

的
次
元
（
生
命
）
、
心
的
次
元
（
心
。
実
験
心
理
学
が
明
ら
か
に
す
る
記
憶
や
認
知
の
機
能
が
可
能
な
る
次
元
、
つ
ま
り
、
先
の
言
い
方
を

使え
ば
、
心
1
）
、
精
神
的
歴
史
的
次
元
（
文
化
、
倫
理
、
宗
教
が
可
能
に
な
る
次
元
）
の
四
つ
の
次
元
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
四
つ
な
の

かと
い
う
点
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
、
何
ら
か
の
基
礎
理
論
に
よ
っ
て
四
つ
が
演
繹
さ
れ
る
と
か
、
他
の
次
元
は
存
在
し
な
い
と
か
を
含

意し
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
次
元
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
生
の
諸
現
象
を
現
象
学
的
に
記
述
す
る
際
に
、
自
ら

の問
題
意
識
（
例
え
ば
、
健
康
や
病
の
問
題
）
に
即
し
て
、
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
掛
か
り
は
、
時
間
や
因
果
性
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ

た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
物
体
、
生
命
、
心
、
精
神
で
は
異
な
っ
た
仕
方
で
現
象
す
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
体
の
運
動

を
規
定
し
物
理
学
的
に
記
述
さ
れ
る
因
果
性
と
進
化
な
ど
の
生
命
現
象
を
記
述
す
る
際
の
因
果
性
と
の
区
別
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
因
果

性
と
心
の
現
象
の
因
果
性
や
歴
史
的
因
果
性
の
相
違
が
、
四
つ
の
次
元
を
数
え
上
げ
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

生
の

次
元論
で
注
目
す
べ
き
は
、
次
元
の
数
で
は
な
く
、
諸
次
元
が
相
互
の
非
還
元
性
と
統
一
性
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
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つま
り
、
生
の
諸
次
元
の
構
造
論
な
の
で
あ
る
。
「
生
の
多
次
元
的
統
一
性
」
（
叶
げ
①
H
巨
9
一
け
幽
山
圃
【
口
①
昌
ω
圃
O
】
P
鋤
一
　
爵
け
団
　
O
暁
　
一
圃
h
Φ
）
が
主
張
し
て

いる
の
は
、
生
の
多
様
な
現
象
を
い
く
つ
か
の
諸
次
元
に
整
理
し
て
記
述
す
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
次
元
を
他
の
次
元
に
還
元
す

る
還
元
主
義
や
、
あ
る
い
は
諸
次
元
を
実
体
論
的
に
分
離
し
そ
の
統
一
性
の
理
解
を
不
可
能
に
す
る
と
い
っ
た
仕
方
で
の
二
元
論
や
多
元

論を
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
生
の
現
実
は
、
相
互
に
非
還
元
的
な
諸
次
元
の
統
一
性
に
お
い
て
記
述
で
き
る
、

こ
れ
が
生
の
次
元
論
の
基
本
的
主
張
で
あ
り
、
先
に
言
及
し
た
全
体
論
の
一
つ
の
理
論
化
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
では
、
諸
次
元
は
ど
の
よ
う
に
現
実
化
さ
れ
る
の
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
可
能
性
の
現
実
化
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
運
動
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
進
化
論
的
な
議
論
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
示
唆
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
の

細部
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
ー
こ
れ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
次
元
論
の
弱
点
で
あ
る
ー
、
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
運
動
や
変
化
に
適
応
さ
れ
る
「
可
能
性
の
現
実
化
」
と
い
う
議
論
は
、
次
元
の
現
実
化
に
も
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
諸
次
元
は
ま
ず
可
能
性
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
現
象
学
で
記
述
可
能
な
次
元
に
な
る
。
こ

の

次
元
の

現実
化
は
、
進
化
論
を
含
む
諸
科
学
が
解
明
す
る
諸
条
件
の
布
置
（
O
O
昌
ω
け
Φ
一
一
国
け
菌
O
b
［
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と

も
基
本
的
な
条
件
と
し
て
は
、
或
る
次
元
の
現
実
化
に
は
そ
れ
に
先
行
し
そ
れ
を
条
件
づ
け
る
諸
次
元
が
あ
ら
か
じ
め
現
実
化
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
心
の
次
元
が
現
実
化
す
る
に
は
、
物
体
の
次
元
と
生
命
の
次
元
が
現
実
化
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
こ
こ
で
心
の
次
元
を
神
経
シ
ス
テ
ム
に
還
元
す
る
還
元
主
義
（
還
元
主
義
的
脳
一
元
論
）
と
、
心
を
神
経
シ
ス

テ
ム
と
い
う
下
位
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
創
発
さ
れ
た
全
体
論
的
現
象
と
す
る
全
体
論
と
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
ー
。
こ
の
よ
う
に
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
次
元
論
で
は
、
諸
次
元
問
に
、
「
物
体
の
次
元
↓
生
命
の
次
元
↓
心
の
次
元
↓
精
神
・
歴
史
の
次
元
」
と
い
う
現
実
化
の
順

序

（進
化
論
的な
プ
ロ
セ
ス
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　こ
こ
で
、
生
の
次
元
論
に
お
い
て
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
こ
う
。
宗
教
は
、
ま
ず
、
人
間
が
啓

示を
受
容
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
人
間
の
側
に
お
け
る
構
造
・
仕
組
み
、
つ
ま
り
、
人
間
的
可
能
性
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
の

次
元論
で
は
、
生
の
運
動
（
自
己
統
一
、
自
己
創
造
、
自
己
超
越
の
三
つ
の
運
動
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
自
己
同
一
・
自
己
変
化
・
自
己

帰
還
の

弁
証法
）
が
、
精
神
の
次
元
に
お
い
て
、
道
徳
（
「
自
己
－
世
界
」
構
造
の
中
心
的
極
と
し
て
の
自
己
の
構
成
）
、
文
化
（
構
成

さ
れ
た
自
己
に
よ
る
「
自
己
－
世
界
」
構
造
の
新
た
な
構
築
）
、
宗
教
と
い
う
三
重
の
機
能
と
し
て
現
象
す
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で

宗
教
は
精
神
の
次
元
に
お
け
る
自
己
超
越
性
（
「
自
己
－
世
界
」
構
造
の
超
越
・
昇
華
）
を
意
味
し
て
お
り
、
精
神
の
次
元
に
お
け
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

間
的
可
能
性
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
宗
教
に
つ
い
て
は
人
間
の
生
の
運
動
に
先
立
つ
、
す
べ
て
の
運
動
や
次
元
の
生
成
の
根

源
、
そ
の
意
味
で
人
間
的
可
能
性
を
超
え
て
い
る
と
す
る
見
解
も
可
能
で
あ
り
1
啓
示
は
人
間
的
可
能
性
を
超
越
し
て
い
る
ー
、
生
の

次
元
論
で
、
生
の
「
深
み
の
次
元
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
「
深
み
の
次
元
」
は
、
人
間
の
可
能
性
と
し
て
の
宗
教
と

いう
よ
り
も
、
神
の
啓
示
が
人
間
の
可
能
性
の
外
部
よ
り
生
の
運
動
の
中
に
突
入
す
る
先
端
あ
る
い
は
湧
き
上
が
っ
て
く
る
湧
点
と
い
う

の

が
適
切
であ
る
。
こ
う
し
た
生
の
次
元
論
に
基
づ
く
宗
教
理
解
か
ら
、
先
に
指
摘
し
た
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
の
問
題
領
域
の
拡
張

に

対し
て
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
描
く
生
の
諸
次
元
の
生
成
の
順
序
は
、
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
に
お

け
る
場
の
拡
張
と
し
て
示
さ
れ
た
図
式
「
物
体
・
物
質
↓
生
命
↓
心
」
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
決
定
的
な
相
違
は
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
次
元
論
で
宗
教
が
問
わ
れ
る
の
が
精
神
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
「
宗
教
と

科学
」
関
係
論
を
十
全
な
仕
方
で
構
築
す
る
に
は
、
「
心
」
と
い
う
脳
神
経
科
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
さ
ら
に
議
論
を
先
へ
進
め
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
最
終
的
に
目
指
さ
れ
る
の
は
、
精
神
ま
で
も
含
め
た
次
元
の
生
成
過
程
の
中
に
、
「
脳
と
心
」
と
い
う
問
題
を
的
確

に

位置
づ
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
先
に
脳
と
宗
教
と
の
間
に
媒
介
項
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
論
点
に

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



一〇

関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

「脳
と
心
」
試
論

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
は
、
脳
と
心
の
関
係
と
い
う
問
題
を
全
体
論
的
に
考
察
す
る
上
で
、
一
つ
の
具
体
的
な
構
想
を
提
示
し
た

も
の
と
解
釈
で
き
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
議
論
は
い
わ
ば
ス
ケ
ッ
チ
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
細
部
に
つ
い
て
は
、
不
十
分
か
つ
不
明

瞭
であ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
以
降
に
大
き
く
進
展
し
た
自
己
組
織
化
の
シ
ス
テ
ム
論
な
ど
を
参
照
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
脳
と
心
」
の
関
係
を
中
心
に
、
い
わ
ば
試
論
的
に
で
は
あ
っ
て
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
の
よ
り
精
密
な
具
体

化を
試
み
た
い
。

　ま
ず
、
自
己
組
織
化
の
シ
ス
テ
ム
論
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
自
己
組
織
化
の
シ
ス
テ
ム
論
は
、
物
質
と

生命
の
関
係
性
の
議
論
を
そ
の
発
端
と
し
て
い
る
ー
後
に
、
諸
次
元
へ
一
般
化
さ
れ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
ら
に
よ
っ
て
、
神
の
問
題
ま
で
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

視
野
に

入
れ
た

議論
が
な
さ
れ
て
い
る
ー
。
問
題
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
次
元
論
に
お
け
る
物
体
の
次
元
と
生
命
の
次
元
と
の
関
係
を
、
物

質
か
ら
の
生
命
の
自
己
組
織
化
（
物
質
シ
ス
テ
ム
の
レ
ベ
ル
で
の
化
学
進
化
を
介
し
た
全
体
論
的
創
発
に
よ
る
生
命
の
誕
生
）
と
し
て
捉

え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
開
放
系
」
「
非
平
衡
」
「
動
的
秩
序
」
と
い
っ
た
諸
概
念
を
も
と
に
展
開
さ
れ
る
清
水
博
の
議
論
に

　
　
お
り

よ
っ
て
、
こ
の
問
題
ヘ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
清
水は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
生
命
の
次
元
は
物
質
の
次
元
を
前
提
に
し
つ
つ
そ
れ
に
還
元
さ
れ
な
い
新
し
い
次
元
と
し
て
生
成
す
る
と
論

じ
る
の
と
同
様
に
、
「
生
命
を
も
つ
系
は
物
質
か
ら
で
き
て
い
る
」
（
清
水
、
一
九
九
〇
年
、
四
頁
）
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
「
生
命
現



象
では
高
度
の
秩
序
が
自
発
的
に
出
現
し
て
い
ま
す
」
（
同
、
四
一
頁
）
と
述
べ
る
。
生
命
は
物
質
系
に
お
い
て
自
己
組
織
的
に
生
成
す
る

「グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
質
」
（
全
体
論
的
特
性
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
物
体
・
粒
子
と
い
っ
た
個
々
の
「
構
成
要
素
の
個
性
」
に
分
解
し
分
析

的
に

捉え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　　
「
生
き
て
い
る
相
に
あ
る
生
命
系
に
は
秩
序
の
自
己
形
成
を
す
る
能
力
が
あ
り
、
そ
こ
で
生
ま
れ
る
動
的
秩
序
を
伴
っ
た
現
象
を
生

　
　命
現
象
と
名
づ
け
る
の
で
す
」
、
「
生
き
て
い
る
相
に
出
現
す
る
秩
序
は
動
的
秩
序
で
あ
っ
て
、
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
絶
え
間
の
な
い

　
　
散
逸

（エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
）
の
下
に
、
開
放
系
で
出
現
す
る
も
の
で
す
」
（
同
、
一
七
五
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

　
生
の或
る
次
元
の
現
実
化
に
よ
っ
て
そ
の
特
性
が
規
定
さ
れ
た
領
域
・
系
（
シ
ス
テ
ム
）
の
内
部
で
、
系
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
相
互

関
係
の
複
雑
度
が
増
大
し
非
線
形
非
平
衡
系
（
開
放
系
）
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
自
発
的
に
動
的
秩
序
が
創
発
可
能
に
な
る
（
散
逸
構
造
、

相
転移
）
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
生
の
次
元
論
に
お
い
て
示
し
た
先
行
す
る
次
元
の
も
と
で
の
後
続
す
る
次
元
の
生
成
と
は
、
清
水
が
説
明
す
る

自
発
的
な
動
的
秩
序
の
創
発
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
は
き
わ
め
て
明
瞭
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
清
水
は
、
『
生
命
を
捉
え
な

お
すー
生
き
て
い
る
状
態
と
は
何
か
』
（
増
補
版
）
で
、
対
流
現
象
に
お
け
る
動
的
秩
序
の
形
成
、
化
学
レ
ー
ザ
ー
に
お
け
る
発
光
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
、
筋
肉
の
収
縮
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
セ
ル
な
ど
、
豊
富
な
実
例
に
よ
っ
て
、
動
的
秩
序
の
自
己
組
織
化
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
議
論
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
、
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
非
線
形
非
平
衡
系
熱
力
学
や
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
と
バ
レ
ー
ラ
の
自
己
組
織
化
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

現
代
科学
に
お
け
る
影
響
の
広
が
り
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
を
再
構
築
す
る
こ
と

は
重
要
な
試
み
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の自
己
組
織
化
の
シ
ス
テ
ム
論
は
、
こ
れ
ま
で
言
及
し
た
研
究
者
た
ち
が
す
で
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
物
質
と
生
命
と
の
関
係

を
超
え
て
、
よ
り
包
括
的
な
一
般
シ
ス
テ
ム
論
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
ル
ー
マ
ン
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
シ
ス
テ
ム
論
を

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
」
二

手掛
か
り
と
し
て
、
自
己
組
織
化
の
シ
ス
テ
ム
論
か
ら
本
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
脳
と
心
」
へ
と
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

では
、
と
く
に
ク
ニ
ー
ル
と
ナ
セ
ヒ
に
よ
る
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
論
の
分
析
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
自
己
組
織
化
と
オ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
ね

ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
二
つ
の
概
念
は
単
純
に
同
一
視
で
き
な
い
も
の
の
、
両
者
の
相
違
は
本
稿
の
論
旨
に
は
ほ
と
ん
ど
問
題
を
生
じ
な
い

の
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　ま
ず
、
ル
ー
マ
ン
は
「
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
シ
ス
テ
ム
が
、
み
ず
か
ら
を
存
続
さ
せ
る
構
成
要
素
や
構
成
部
分
を
み
ず
か
ら
生
産

し
制
作
す
る
」
（
ク
ニ
ー
ル
／
ナ
セ
ヒ
、
一
九
九
五
年
、
五
七
頁
）
と
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
自
己
組
織
化
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

き
た
特
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
自
己
組
織
的
シ
ス
テ
ム
は
、
自
ら
の
組
織
（
要
素
と
関
係
）
を
継
続
的
に
産
出
す
る
点
で
、
「
閉
鎖
的

な
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
り
、
「
そ
の
閉
鎖
性
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
に
関
係
し
て
い
る
」
（
自
己
関
係
性
・
自
己
準
拠
性
・
回
帰
性
）
。

し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
シ
ス
テ
ム
は
閉
鎖
系
で
あ
る
と
同
時
に
開
放
系
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　　
「
細
胞
は
そ
の
環
境
と
接
触
し
、
こ
の
環
境
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
質
を
交
換
し
」
、
「
環
境
と
の
交
換
を
み
ず
か
ら
規
制
す
る
」
、
「
生

　
　命
シ
ス
テ
ム
は
環
境
と
の
接
触
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
開
放
性
）
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
環
境
と
の
接
触
は

　
　
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
な
組
織
の
あ
り
方
（
閉
鎖
性
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
同
、
五
九
頁
）
。

　
オー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
シ
ス
テ
ム
の
特
質
は
、
閉
鎖
性
が
開
放
性
の
た
め
の
前
提
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
閉
鎖
性
と
開
放
性
と
は

必
然
的
に

補
完
的な
関
係
に
あ
る
」
（
同
、
六
〇
頁
）
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
自
己
関
係
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
の
脳
と
意
識
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
心
と
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
る
。

　脳
も
心
も
、
そ
れ
ぞ
れ
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
閉
鎖
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
神
経
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
脳
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
「
相
互
に
作
用
し
合
う
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
自
己
関
係
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
な
し
て
い
る
」
（
同
、
六
一
頁
）
。
も
ち
ろ
ん
、
神
経
シ



ス
テ
ム
は
、
自
己
組
織
的
活
動
を
通
じ
て
、
環
境
世
界
に
開
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
外
界
の
知
覚
が
成
立
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
脳
自
体
は
外
界
へ
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
感
覚
器
官
も
、
「
外
界
の
出
来
事
を
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
に
転
換
す

る
」
働
き
を
担
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
外
界
の
出
来
事
と
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
の
間
に
は
、
一
義
的
な
相
関
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
は
で

　
　
ハ
む

き
な
い
。

　
　　
「
知
覚
は
、
外
部
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
に
映
し
出
す
よ
う
な
反
映
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
シ
ス
テ
ム
の
外
部
に
あ
る
世
界
を
シ
ス
テ

　
　
ム

の内
部
で
構
成
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
同
、
六
三
頁
）
。

　
ルー
マ
ン
は
思
考
内
容
や
表
象
と
い
っ
た
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
意
識
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
心
に
つ
い
て
も
、
以
上
と
同
様
の
構

造を
指
摘
す
る
。

　
　　
「
意
識
は
、
意
識
状
態
か
ら
意
識
状
態
へ
、
思
考
内
容
か
ら
思
考
内
容
へ
と
浮
動
す
る
」
、
「
『
意
識
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
は
、

　
　多
少
の
程
度
の
違
い
は
あ
れ
、
明
晰
な
思
考
内
容
を
継
続
的
に
紡
ぎ
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
』
」
（
同
、
七
〇
頁
）
。

　自
己
関
係
的
ル
ー
プ
の
中
で
思
考
内
容
か
ら
思
考
内
容
を
生
産
し
て
行
く
意
識
シ
ス
テ
ム
も
、
そ
れ
が
存
在
す
る
に
は
、
そ
れ
に
先
行

する
い
わ
ば
下
部
シ
ス
テ
ム
と
で
も
言
う
べ
き
諸
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
心
的
シ
ス
テ
ム
は
、
と
り
わ
け
、
そ
れ

に

対
応
す
る
脳
の
活
動
の
過
程
に
依
存
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
と
い
う
よ
り
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
意
識
は
人
間
の
脳
や
脳
波
や
脳
細
胞

の

活
動と
等
値
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
脳
は
、
シ
ス
テ
ム
理
論
的
に
言
え
ば
、
意
識
の
環
境
の
な
か
に
位
置
し
て
い
る
」
（
同
、
七
二
頁
）
。

　
こ
う
し
た
意
識
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
心
の
あ
り
方
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
生
の
諸
次
元
の
問
に
設
定
し
た
関
係
性
と
一
致
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
諸
次
元
は
そ
れ
ぞ
れ
他
に
還
元
不
可
能
な
固
有
性
を
有
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
先
行
す
る
他
の
諸
次
元
の
存
在
を
前
提
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
性
は
、
ル
ー
マ
ン
の
指
摘
す
る
心
的
シ
ス
テ
ム
の
特
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
次
の
結
論
で

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



一
四

あ
る
。　

　　
「
外
か
ら
意
識
の
な
か
を
の
ぞ
き
込
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
頭
脳
活
動
の
過
程
か
ら
出
発
し
て
、
特
定
の
意
識
体
験
を
推
理
す

　
　る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
「
意
識
は
思
考
内
容
を
生
産
す
る
と
き
に
環
境
か
ら
の
一
定
の
寄
与
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
環
境
の

　
　
寄与
は
あ
く
ま
で
も
意
識
の
環
境
の
な
か
で
行
わ
れ
る
寄
与
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
脳
は
思
考
し
な
い
。
脳
は
、
い
か
な
る
思

　
　
考内
容
も
い
か
な
る
表
象
も
、
生
産
し
な
い
。
思
考
内
容
な
い
し
表
象
は
意
識
シ
ス
テ
ム
が
み
ず
か
ら
生
産
し
た
究
極
的
統
一
体
で

　
　あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
は
分
解
さ
れ
え
な
い
」
（
同
、
七
二
頁
）
。

　こ
の
帰
結
は
、
脳
神
経
科
学
に
よ
る
心
の
解
明
に
対
し
て
、
原
理
的
な
限
界
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
指
摘
し
た
、
解
釈
学
的

現
象
学
の

立場
か
ら
の
リ
ク
ー
ル
の
見
解
と
も
基
本
的
に
合
致
す
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
脳
と
心
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
こ
で

終
わ
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
と
同
様
に
、
問
題
は
、
シ
ス
テ
ム
間
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
理
解
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

ク
ニ
ー
ル
／
ナ
セ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
論
で
は
、
シ
ス
テ
ム
間
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
、
多
く
の
全
体
論
で
も
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

用
さ
れ
て
い
る
「
創
発
性
」
（
Φ
目
P
Φ
同
σ
q
Φ
昌
O
Φ
）
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　　
「
意
識
は
脳
に
対
し
て
創
発
的
な
秩
序
ン
ベ
ル
を
な
し
て
い
る
」
、
「
創
発
性
と
い
う
概
念
は
、
新
し
い
水
準
の
秩
序
の
出
現
を
指
す

　
　も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
物
質
的
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
下
部
構
造
の
特
性
か
ら
は
説
明
さ
れ
な
い
」
（
同
、
七
二
頁
）
。

　も
ち
ろ
ん
、
創
発
性
と
い
う
概
念
を
用
い
る
だ
け
で
は
、
何
も
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
創
発
性
は
し
ば
し
ば
批

判
さ
れ
る
意
味
で
の
思
弁
的
概
念
で
は
な
く
、
脳
神
経
科
学
を
含
め
た
諸
科
学
の
実
証
的
研
究
と
接
続
し
う
る
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

先
に
見
た
清
水
が
多
く
の
事
例
に
よ
っ
て
、
「
高
度
の
秩
序
が
自
発
的
に
出
現
す
る
」
と
し
て
説
明
し
た
事
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、



ルー
マ
ン
の
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
は
今
後
の
議
論
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　
　　
「
意
識
と
脳
は
、
ま
っ
た
く
重
な
り
合
う
こ
と
な
く
は
た
ら
い
て
い
る
。
両
者
は
融
合
し
な
い
。
意
識
と
脳
と
の
こ
う
し
た
特
殊
な

　
　関
係
を
、
ル
ー
マ
ン
は
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
（
ω
け
『
口
閃
け
q
Φ
一
一
Φ
囚
O
b
眉
H
§
σ
q
）
と
い
う
概
念
で
言
い
表
し
て
い
る
。
構
造
的
に
カ
ッ
プ
リ

　
　
ング
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
互
い
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
」
、
「
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
と
い
う
言
葉
は
、
シ
ス
テ
ム
問
の
一
定
の
依

　
　
存
性
／
非
依
存
性
の関
係
を
表
し
て
い
る
」
（
同
、
七
三
頁
）
。

　
構
造的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
と
は
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
と
バ
ン
ー
ラ
が
、
神
経
シ
ス
ス
テ
ム
に
関
連
し
て
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
単
体
と
環

境
と
の
相
互
的
構
造
変
化
を
論
じ
る
際
に
導
入
し
た
概
念
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
シ
ス
テ
ム
相
互
の
関
係
に
お
け
る
依
存
性

と
非
依
存
性
の
両
面
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
新
し
い
秩
序
の
創
発
を
い
か
に
理
論
化
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

が
、
脳
と
心
の
、
あ
る
い
は
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
心
と
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

を
め
ぐ
っ
て
、
今
後
、
さ
ら
な
る
解
明
ー
シ
ス
テ
ム
問
の
非
対
称
的
相
互
性
を
含
め
て
ー
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四　
展
望

　
「
脳
神
経
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
は
、
ま
だ
議
論
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
に
本
格
的
に

取り
組
む
た
め
に
は
、
多
く
の
解
明
を
要
す
る
諸
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
「
脳
神
経
科
学
と
キ

リ
ス
ト
教
思
想
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
今
後
を
展
望
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
を
結
び
た
い
。

　こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
諸
次
元
間
あ
る
い
は
諸
シ
ス
テ
ム
問
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
時
間
的
生
成
的
な
観
点
か
ら

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



一
六

の

創
発性
と
、
ま
た
構
造
的
な
観
点
か
ら
の
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
と
を
、
議
論
の
焦
点
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

生
の次
元
論
で
問
題
と
な
る
諸
次
元
の
「
統
一
性
」
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
、
今
後
解
明
す

べき
問
題
の
一
つ
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
脳
神
経
科
学
に
よ
っ
て
こ
の
統
一
性
の
解
明
に
対
し
て
い
か
な
る

寄与
が
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
、
「
脳
神
経
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
将
来
的
な
展
開
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味

を
有
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
次
元
の
統
一
性
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
（
と
く
に
そ
の
人
間
論
）
の
中
心
に
位
置

す
る
人
格
理
解
に
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
問
わ
れ
る
人
間
の
人
格
性
に
つ
い
て
生
の
諸
次
元
の
統
一

性
と
い
う
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
身
体
あ
る
い
は
脳
は
こ
の
統
一
性
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有

する
の
か
。
ク
ニ
ー
ル
と
ナ
セ
ヒ
の
ル
ー
マ
ン
論
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
は
一
つ
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
統
一
体
な
の
で
は
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
の
多
数
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
な
っ
て
い
る
」
（
同
、
九
三
頁
）
、
「
人
格
と
は
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
シ
ス
テ
ム
と
状

況
に

特有
な
仕
方
で
受
け
取
る
者
」
（
同
、
一
九
五
頁
）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
人
格
と
は
、
諸
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
で
は

なく
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
セ
ス
を
可
能
に
す
る
仕
方
で
諸
シ
ス
テ
ム
を
統
合
す
る
統
合
機
能
と
解
す
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
こ
う
し
た
点
の
解
明
に
む
け
て
、
脳
神
経
科
学
が
な
ん
ら
か
の
寄
与
を
な
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想

に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
脳
神
経
科
学
の
今
後
の
動
向
に
対
し
て
、
関
心
を
払
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ム
　

は

無
意味
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
原
幸
広
・
原
朔
編
『
脳
神
経
倫
理
学
の
展
望
』
勤
草
書
房
、
二

（1
）
中
山
剛
史
・
坂
上
雅
道
編
『
脳
科
学
と
哲
学
の
出
会
い
1
脳
・
　
　
　
　
0
0
八
年
。

　

生命
・
心
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
芦
名
定
道
『
自
然
神
学
再
考
ー
近
代
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
』
晃



　
　
洋
書房
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
九
－
二
〇
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朔
編
『
脳
神
経
倫
理
学
の
展
望
』
勤
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
ご
＝

（3
）
　
こ
れ
は
、
「
宗
教
と
科
学
」
関
係
論
の
専
門
雑
誌
、
ぎ
§
智
ミ
ミ
ミ
　
　
　
　
五
－
三
四
〇
頁
）
な
ど
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　
　9
肉
恥
蓉
§
節
時
帖
§
昏
♪
b
d
冨
o
犀
≦
Φ
目
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
　
　
　
（
6
）
　
ク
オ
リ
ア
（
対
象
が
意
識
に
現
れ
る
際
の
質
的
な
状
態
、
生
々
し

　
　
掲
載さ
れ
た
論
文
の
動
向
か
ら
も
容
易
に
確
認
で
き
る
。
な
お
、
脳
　
　
　
　
さ
と
い
っ
た
感
覚
的
性
質
）
は
、
心
脳
問
題
で
し
ば
し
ば
争
点
と
な

　
　
神
経
科学
と
宗
教
と
い
う
問
題
を
視
野
に
入
れ
た
最
近
の
研
究
と
し
　
　
　
　
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
、
註
（
1
）
で
挙
げ

　
　て
、
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
中
山
・
坂
上
編
の
文
献
所
収
の
対
談
（
中
山
・
坂
上
、
二
〇
〇
八

　
　　
1
．
剛
ぼ
一
甘
Ω
o
博
o
P
§
駄
締
寒
恥
餐
§
馬
㌔
ざ
ミ
O
§
§
－
　
　
　
　
年
、
二
一
八
ー
二
三
一
頁
）
は
興
味
深
い
。

　
　
　
　　
ミ
ミ
誉
9
§
亀
o
§
§
博
O
×
h
o
同
α
d
巳
く
臼
ω
沖
団
男
お
ω
ω
”
　
　
（
7
）
　
た
と
え
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
精
神
を
生
命
原
理
と

　
　
　　
　
b
。
8
劇
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
立
的
な
原
理
と
捉
え
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
精
神
は
自
然
化
さ
れ

　
　　
2
．
『
o
げ
口
国
団
o
ぎ
§
恥
寒
ミ
ぎ
§
欝
、
ミ
肉
恥
蓉
§
§
駄
　
　
　
　
た
心
に
も
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
パ

　
　
　　
　
9
脳
§
奉
肉
恥
蒔
む
器
魯
§
§
S
さ
ミ
§
り
9
§
ミ
§
賎
　
　
　
　
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
議
論
を
参
照
。

　
　
　
　　
ミ
恥
ぎ
誠
融
§
鷺
ミ
L
≦
四
〇
巨
＝
9
0
口
”
昏
o
O
8
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦
9
守
鋤
辞
勺
9
0
H
5
Φ
5
げ
興
α
q
噂
．
．
国
巨
8
四
昌
ぼ
o
δ
α
q
δ
1
図
o
目
α
q
団
o
印
1

　
　　
3
．
諺
誘
8
同
国
」
≦
o
O
冨
昏
博
§
鴨
e
恥
§
留
“
ミ
跳
卜
審
ミ
　
　
　
　
↓
冨
9
0
α
q
同
Φ
゜
○
暮
9
0
ぴ
q
圃
ω
9
Φ
q
鵠
α
≦
博
ω
ω
窪
ω
9
国
陣
ω
臣
8
δ
α
q
凶
ω
o
冨

　
　
　
　
　

藝
§
尋
＼
〉
雨
ミ
§
N
§
s
§
”
b
d
冨
o
評
≦
Φ
戸
b
σ
8
0
◎
°
　
　
　
　
　
　
剛
鼠
巳
ω
ω
Φ
昌
ま
同
Φ
目
く
臼
犀
コ
q
喝
皆
昌
ぴ
Q
（
ド
O
o
◎
o
o
）
、
、
℃
貯
”
寒
ミ
、
蟄
§
亀

（4
）
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
や
問
題
状
況
を
意
識
し
た
研
究
拠
点
と
し
て
、
　
　
　
　
　
ミ
§
砺
審
ー
§
賊
§
§
ぎ
ミ
剛
譜
、
曽
隷
§
薦
嚇
く
餌
口
匹
①
島
o
Φ
o
犀

　
　
南
山
宗
教
研
究
所
の
く
「
科
学
・
心
・
宗
教
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
V
や
龍
　
　
　
　
　
昏
菊
唇
お
0
9
b
。
8
P
ω
゜
㊤
㊤
肖
H
ド

　
　
谷
大
学に
お
け
る
く
人
間
・
科
学
・
宗
教
オ
ー
プ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
　
　
　
（
8
）
　
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
、
久
米
博
訳
『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
〈
下
V
』

　　
セ
ン
タ
ー
〉
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
曜
社
、
二
〇
〇
五
年
（
℃
鋤
巳
国
団
o
o
Φ
員
｝
卜
貸
§
ミ
尽
卜
津
－

（5
）
野
。
q
魯
Φ
α
、
諺
ρ
巨
冨
巳
曽
脅
睾
切
゜
乞
Φ
書
臼
o
q
噸
§
鳴
§
馳
　
　
　
甘
ミ
ト
、
O
§
ド
ω
①
邑
b
O
O
O
°
）
。

　
　§
N
ミ
§
猟
ぎ
ミ
薦
ミ
恥
切
皆
δ
ミ
沁
鳴
愚
o
器
逡
翁
風
§
ら
斜
　
　
（
9
）
　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
還
元
主
義
的
一
元
論
に
よ
る
「
精
神

　
　
周
o
H
9
⑦
ω
ρ
H
8
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
自
然
化
」
で
あ
り
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
も
、
「
非
還
元
的
物
理
主

　
　　
こ
の
ダ
キ
リ
、
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
の
研
究
が
も
つ
問
題
点
に
つ
い
て
　
　
　
　
義
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
議
論
が
継
続
中
で
あ
る
。
「
心
的
な
も
の

　　
は
、
高
村
夏
輝
「
神
経
神
学
は
神
を
救
い
う
る
か
」
（
信
原
幸
広
・
原
　
　
　
　
　
の
物
的
な
も
の
へ
の
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ー
ニ
エ
ン
ス
（
ω
ε
Φ
零
Φ
臥
魯
－

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



一
八

9

　
　
o
Φ
）
と
い
う
考
え
」
（
一
方
で
、
「
大
ま
か
に
言
え
ば
、
あ
る
時
点
で
　
　
　
　
は
本
質
的
に
無
機
的
な
も
の
の
次
元
の
中
に
現
存
し
、
そ
れ
の
実
際

　　
の
対
象
の
心
的
あ
り
方
は
、
同
じ
時
点
で
の
そ
れ
の
物
理
的
あ
り
方
　
　
　
　
的
な
発
現
は
種
々
の
条
件
に
依
存
す
る
。
そ
の
諸
条
件
を
記
述
す
る

　　
に
依
存
す
る
」
と
し
つ
つ
も
、
他
方
で
心
的
な
も
の
の
物
的
な
も
の
　
　
　
　
こ
と
が
生
物
学
や
生
化
学
の
課
題
な
の
で
あ
る
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
土

　　
へ
の
「
還
元
不
可
能
性
の
原
理
に
よ
っ
て
心
的
性
質
に
固
有
の
存
在
　
　
　
　
居
真
俊
訳
『
組
織
神
学
』
第
三
巻
、
新
教
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、

　
　
を
認
め
る
」
）
は
、
そ
の
代
表
で
あ
り
（
美
濃
正
「
物
理
主
義
と
心
的
　
　
　
　
二
四
頁
（
℃
餌
巳
↓
葭
o
貫
留
甘
ミ
§
欝
§
鳴
o
§
°
ぎ
ミ
§
鴨
§
ミ
辞

　
　
因
果
ー
キ
ム
説
再
考
」
、
中
才
敏
郎
・
美
濃
正
編
『
知
識
と
実
在
－
　
　
　
　
　
目
冨
d
巳
く
興
ω
凶
蔓
o
暁
○
ぼ
。
蝉
α
q
o
剛
話
ω
ρ
H
8
ω
も
』
O
）
）
。

　
　
心
と
世
界
に
つ
い
て
の
分
析
哲
学
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
八
年
、
　
　
　
（
1
4
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
論
に
つ
い
て
は
、
芦
名
定
道
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

　　
一
五
六
－
一
九
三
頁
）
、
註
（
3
）
の
ク
レ
イ
ト
ン
（
Ω
僧
旨
o
P
b
。
O
忌
）
　
　
　
　
と
現
代
宗
教
論
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
四
年
、
を
参
照
。

　　
は
、
こ
の
線
で
、
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
P
・
C
・
W
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
、
戸
田
盛
和
訳
『
宇
宙
は
な
ぜ
あ
る

（1
0
）
U
き
o
q
α
o
昌
O
同
貯
Φ
ざ
尋
ミ
黍
肉
§
勘
営
§
駄
ミ
鳴
留
ら
ミ
“
§
恥
　
　
　
　
の
か
1
新
し
い
物
理
学
と
神
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
（
℃
p
巳

　
　
〉
ざ
器
旦
勲
脳
§
聴
§
駄
肉
ミ
讐
§
周
。
葺
Φ
ω
ρ
H
㊤
O
ω
゜
　
　
　
　
　
　
U
零
｛
。
ρ
O
ミ
§
魁
§
審
ミ
蓼
し
゜
ζ
゜
U
Φ
三
即
o
。
8
ω
噂

（1
1
）
　
芦
名
定
道
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ー
生
の
次
元
論
と
科
学
の
問
題
」
　
　
　
　
H
O
。
。
ω
゜
）
で
は
、
自
己
組
織
化
に
よ
っ
て
進
展
す
る
シ
ス
テ
ム
の
諸
階

　　
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
』
（
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
）
、
創
刊
号
、
　
　
　
　
層
の
中
で
、
神
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　　
二
〇
〇
〇
年
、
一
－
一
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
清
水
博
『
生
命
を
捉
え
な
お
す
1
生
き
て
い
る
状
態
と
は
何

（1
2
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
が
「
健
康
や
病
」
と
い
う
文
脈
で
展
　
　
　
　
か
』
（
増
補
版
）
、
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
年
。

　
　
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註
（
1
1
）
の
拙
論
を
参
照
。
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
領
域
（
幻
Φ
巴
日
ω
）
と
次
元
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

（1
3
）
　
「
有
機
的
生
の
種
の
起
源
の
問
題
は
も
っ
と
重
大
で
あ
る
。
こ
こ
で
　
　
　
　
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
人
は
そ
こ
に
お
い
て
或
る
特
定
の
次

　　
は
二
つ
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
見
解
と
進
化
論
　
　
　
　
元
が
優
勢
な
生
の
部
分
を
示
す
た
め
に
、
『
領
域
』
と
い
う
言
葉
を
用

　
　
的
見
解
と
が
衝
突
す
る
。
前
者
は
潜
勢
力
（
α
旨
餌
日
凶
゜
。
壱
o
富
彗
同
巴
－
　
　
　
　
い
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
一
九
八
四
年
、
一
八
頁
）
。

　
　
団
蔓
）
の
概
念
に
基
づ
い
て
種
の
永
遠
性
を
強
調
し
、
後
者
は
現
実
体
　
　
　
　
．
つ
ま
り
、
生
命
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
物
体
で
あ
り
物
質
で
あ

　　
（
①
昌
臼
α
q
Φ
貯
貼
9
二
p
。
澤
嘱
）
に
お
け
る
種
の
発
生
の
条
件
を
強
調
す
　
　
　
　
る
が
、
生
命
と
し
て
の
生
命
を
特
徴
づ
け
る
の
が
生
命
の
次
元
の
現

　　
る
。
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
相
違
は
明
ら
か
に
衝
突
　
　
　
　
実
化
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
生
命
の
領
域
」
、
あ
る
い
は
「
生
命
シ

　　
を
引
き
起
こ
す
必
要
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
有
機
的
な
も
の
の
次
元
　
　
　
　
ス
テ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン

9



　
　グ
と
い
う
議
論
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
次
元
間
の
問
題
で
は
な
　
　
　
　
論
じ
ら
れ
て
き
た
事
柄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　く
、
領
域
あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
間
の
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
（
2
2
）
　
創
発
性
に
つ
い
て
は
、
註
（
3
）
に
挙
げ
た
ク
レ
イ
ト
ン
（
Ω
p
旨
o
P

（1
8
）
　
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
バ
レ
ー
ラ
、
　
　
　
　
　
N
O
O
♪
H
－
2
）
を
参
照
。

　
　官
啓
次
郎
訳
『
生
命
の
樹
』
ち
く
ま
学
術
文
庫
、
一
九
九
七
年
（
一
　
　
　
（
2
3
）
宗
教
が
問
わ
れ
る
の
は
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス

　
　
九
八
七年
）
。
（
国
q
日
び
臼
8
国
゜
竃
讐
ロ
冨
轟
碧
α
国
冨
口
o
凶
ω
o
o
9
　
　
　
　
テ
ム
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
精
神
の
次
元
と
し

　　
く
胃
巴
辞
§
恥
ぎ
恥
駄
穿
o
ミ
貯
曇
゜
§
鳴
切
脳
o
譜
脳
§
N
沁
8
融
旦
　
　
　
　
　
て
論
じ
た
領
域
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　
　
ミ
｝
§
§
§
§
お
ミ
§
禽
（
閑
O
く
団
ω
Φ
q
　
団
U
山
圃
け
｛
O
づ
）
馳
ω
冨
白
夢
巴
ρ
　
　
　
　
ン
・
シ
ス
テ
ム
も
自
己
言
及
的
な
閉
鎖
性
を
有
し
て
お
り
、
意
識
シ

　　
H
㊤
゜
。
S
本
稿
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
原
著
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
）
　
　
　
　
　
　
ス
テ
ム
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
。
「
意
識
シ
ス
テ
ム
は
思
考
す
る
が
、
こ

　
　　
ー
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
／
1
・
ス
タ
ン
ジ
ェ
ー
ル
、
伏
見
康
治
他
訳
『
混
　
　
　
　
の
思
考
の
伝
達
は
し
な
い
」
（
ク
ニ
ー
ル
／
ナ
セ
ヒ
、
一
九
九
五
年
、

　
　沌
か
ら
の
秩
序
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
（
H
貯
o
℃
民
α
q
o
ひ
q
貯
Φ
碧
α
　
　
　
　
九
八
頁
）
。

　
　
H
ω
9
。
げ
巴
Φ
ω
け
2
α
q
①
窃
O
ミ
町
、
O
ミ
ミ
9
§
φ
ミ
§
げ
さ
ミ
　
（
2
4
）
国
。
げ
窪
｝
。
含
寄
ω
ω
巴
騎
三
き
昌
冒
＝
6
ξ
肖
冨
。
ρ
冨
Φ
器
雫

　
　
b
器
蔓
鳴
ミ
暁
ミ
ミ
ミ
蕊
馳
切
餌
暮
田
日
b
d
o
o
評
ρ
H
㊤
G
。
蔭
゜
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貯
α
q
噂
］
≦
団
o
げ
o
匹
艶
≧
び
凶
げ
（
巴
ω
゜
）
噂
き
ミ
こ
的
鼠
§
ミ
黛
§
駄
ミ
鴨
詮
下

（1
9
）
　
ゲ
オ
ル
ク
・
ク
ニ
ー
ル
、
ア
ル
ミ
ン
・
ナ
セ
ヒ
、
舘
野
受
男
他
訳
　
　
　
　
肋
§
°
9
脳
§
慧
謹
愚
ミ
ミ
禽
§
b
帖
唱
“
謹
毎
q
§
§
＜
口
広
8
昌

　　
『
ル
ー
マ
ン
ー
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
新
泉
社
、
一
九
九
五
年
。
　
　
　
　
　
O
ぴ
ω
Φ
零
9
0
q
℃
賃
臣
＄
酔
団
o
房
”
b
。
O
O
b
。
°

　　
（
0
8
お
匿
①
①
お
≧
自
p
Z
器
ω
魯
凶
℃
〉
藩
翁
ト
ミ
隷
ミ
§
蕊
義
§
§
－

　　
註
鴨
8
詩
甘
智
憶
留
尉
§
魯
穿
鳴
曇
譜
ミ
鳶
”
零
凶
匪
2
ヨ
国
貯
ぎ

　
　
日
O
㊤
゜
。
°
）

（2
0
）
　
自
己
組
織
化
（
自
己
組
織
性
）
と
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
マ
ト
ゥ

　　
ラ
ー
ナ
／
バ
レ
ー
ラ
の
言
う
）
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
今
田
高
俊
『
自

　　
己
組
織
性
－
社
会
理
論
の
復
活
』
創
文
社
、
一
九
八
六
年
、
五
三
－

　　
六
三
頁
を
参
照
。

（2
1
）
　
知
覚
が
外
界
世
界
の
模
写
で
は
な
く
シ
ス
テ
ム
内
部
に
お
い
て
構

　
　
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
以
来
、
様
々
に

自
然
神
学
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
芦
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九


