
武
藤
宗
教
哲
学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け

谷　
塚
　
　
　
　
巌

一　
は
じ
め
に

　
本
稿
では
、
武
藤
宗
教
哲
学
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

の間
』
（
一
九
六
一
年
）
「
第
一
章
　
カ
ン
ト
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
」
を
手
が
か
り
に
し
て
検
討
す
る
。
武
藤
一
雄
（
一
九
＝
ニ
ー
一
九

九
五年
）
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
が
、
み
ず
か
ら
の
思
想
形
成
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
一
九
七
九
年

八月
刊
行
の
雑
誌
『
理
想
』
（
五
五
五
号
）
で
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の
回
想
か
ら
、
武
藤
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ど
の
よ
う
に

し
て
出
会
っ
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
武
藤
宗
教
哲
学
の
基
本
的
な
立
場
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
う
え
で
、
特
に

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

武
藤宗
教
哲
学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



三
二

二
　
武
藤と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て

　
武
藤
がキ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
と
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
旧
制
高
校
に
在
学
中
の
い
ま
だ
若
か
り
し
頃
（
一
九
三
二
年
）
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
け

た
と
い
う
。
『
理
想
』
に
発
表
さ
れ
た
論
文
（
エ
ッ
セ
ー
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

顧
み

れば
、
私
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
旧
制
高
校
に
在
学
中
の
昭
和
七
年
頃
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
で
あ
る
。

孤
独
で憂
愁
な
北
欧
の
思
想
家
と
し
て
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
像
は
、
私
の
た
ど
た
ど
し
い
思
想
的
・
信
仰
的
歩
み
を
導
き
、
ま
た
す
く

な
か
ら
ぬ
支
配
力
を
及
ぼ
し
た
。
か
な
り
の
紆
余
曲
折
を
経
て
、
私
は
昭
和
十
三
年
か
ら
十
七
年
ま
で
京
大
の
哲
学
科
に
所
属
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
田
辺
元
先
生
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
傾
倒
が
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
大
い
に
励
ま
し

を
受
け
、
種
々
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
邦
訳
書
や
シ
ユ
レ
ン
プ
お
よ
び
ゴ
ッ
ト
シ
エ
ド
共
訳
の
イ
ェ
ナ
版
全
集
を
で
き
る
だ
け
通
読
す

　
　
　
　
　
　
　
　
き

る
こ
と
に
努
め
た
。

　こ
こ
で
は
、
武
藤
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
出
会
い
が
一
つ
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
武
藤
宗
教
哲
学
と
の
関
連

で
注目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
は
、
武
藤
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
の
入
り
方
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
武
藤
に
お
い
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

思
想

研
究
の

対象
と
し
て
初
め
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
み
ず
か
ら
の
思
索
の
開
始
点
に
お
い
て
す
で
に
問
題
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
武

藤
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
の
固
有
の
立
場
を
、
「
信
仰
神
秘
主
義
」
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
信
仰
神
秘
主
義



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

（
9
窪
げ
自
ω
目
嘱
ω
鼻
）
と
も
い
う
べ
き
立
場
が
キ
リ
ス
ト
教
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
」
。
そ
の
原
型
は
、
パ
ウ
ロ
が
そ
の
書
簡
の
申
で
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

返し
述
べ
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
武
藤
宗
教
哲
学
は
「
信
仰
神
秘
主
義
」
、
も
し
く

は
「
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
」
を
そ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
立
場
と
し
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
、
「
信
仰
神
秘
主
義
」
に
連
な
る
キ
リ
ス

ト
教
思
想
史
の
代
表
的
な
一
人
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
先
の
回
想
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

武
藤に
と
っ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
が
、
研
究
の
対
象
で
あ
る
以
前
に
、
個
人
に
お
け
る
「
宗
教
的
体
験
」
に
か
か
わ
る
事
柄
と
し
て

読ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
武
藤宗
教
哲
学
の
基
本
的
な
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

　
武
藤宗
教
哲
学
の
基
本
的
な
立
場
は
、
「
体
験
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

宗
教
哲学
と
は
宗
教
の
生
け
る
現
実
の
な
か
に
自
己
自
身
が
参
与
し
て
そ
れ
を
内
か
ら
体
験
的
に
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

でな
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　宗
教
を
「
宗
教
的
体
験
」
と
し
て
論
じ
る
方
向
性
は
、
波
多
野
精
一
が
『
宗
教
哲
学
』
（
一
九
三
五
年
）
の
「
序
」
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
内
容
と
基
本
的
に
．
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　　
　
武
藤
宗
教
哲
学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

人は
、
宗
教
は
存
在
せ
ぬ
も
の
乃
至
は
存
在
の
権
利
を
有
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
、
そ
れ
を
は
じ
め
よ
り
全
く
度
外
視
し
た
立

場に
立
っ
て
人
間
を
理
解
し
、
か
か
る
前
提
よ
り
来
る
必
然
的
帰
結
を
無
造
作
に
そ
れ
に
押
附
け
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
欠
席
を

は
じ
め
に
被
告
に
強
い
、
た
だ
判
決
を
言
渡
す
た
め
に
の
み
後
に
彼
を
召
喚
す
る
悪
し
き
裁
判
官
に
も
類
し
た
態
度
で
あ
る
。
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

哲
学
は

飽く
ま
で
も
宗
教
的
体
験
の
理
論
的
回
顧
、
そ
れ
の
反
省
的
自
己
理
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
波多
野
は
、
宗
教
を
「
神
」
を
中
心
と
し
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
人
間
的
「
主
体
」
の
「
宗
教
的
体
験
」
か
ら
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

直
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
近
代
的
合
理
主
義
が
行
き
つ
い
た
宗
教
の
否
定
を
理
論
的
に
乗
り
越
え
る
試
み
で
あ
っ
た
。
武
藤
宗
教
哲
学

も
、
波
多
野
の
哲
学
的
立
場
を
基
本
的
に
は
受
け
継
い
で
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
武
藤
も
、
「
宗
教
的
体
験
」
を
理

論的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

て

いる
。
「
宗
教
哲
学
の
立
場
は
宗
教
的
体
験
を
媒
介
し
た
理
性
の
立
場
に
立
つ
」
。

　
「
理
性
の
立
場
」
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
「
宗
教
的
体
験
」
を
理
論
的
に
理
解
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
試
み
は
、
波
多
野
が
「
宗
教
的
体
験
の
理
論
的
回
顧
、
そ
れ
の
反
省
的
自
己
理
解
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
呼
応
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。　

　
　
　
四

　カ
ン
ト
の
「
理
性
主
義
」
の
問
題

武
藤は
、
近
代
以
降
の
宗
教
哲
学
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
の
両
義
的
な
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
と
述
べ
て
い



る
。

カ
ン
ト
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
以
後
の
近
代
の
宗
教
哲
学
が
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
（
殊
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
）
と
の
密
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
け

な
関
係
な
い
し
は
そ
れ
と
の
対
決
に
お
い
て
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　こ
こ
で
、
「
密
接
な
関
係
」
と
は
、
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
「
積
極
的
」
も
し
く
は
肯
定
的
な
関
係
の
こ
と
を
指
し
、
「
対
決
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

「消
極的
」
も
し
く
は
否
定
的
な
関
係
の
こ
と
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
宗
教
哲
学
は
、
神
学
と
の
両
義
的
な
関
係
性
に
お
い
て

発
展し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
下
では
、
宗
教
哲
学
の
神
学
に
対
す
る
否
定
的
な
関
係
性
が
、
武
藤
宗
教
哲
学
を
と
お
し
て
、
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
か
に
つ

い
て
、
特
に
武
藤
が
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
主
義
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
箇
所
を
手
が
か
り
に
し
て
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。　

武
藤は
、
神
学
に
対
立
す
る
宗
教
哲
学
の
否
定
的
関
係
を
カ
ン
ト
の
「
理
性
主
義
」
に
見
て
い
る
。
こ
の
「
理
性
主
義
」
は
、
「
哲
学
的

宗
教
哲
学
」
の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
。

理
性
論

（図P
け
同
O
昌
巴
同
ω
ヨ
信
o
o
）
と
し
て
の
宗
教
哲
学
が
、
批
判
的
で
あ
る
と
思
弁
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
…
…
哲
学
的
宗
教
哲
学
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

つ

性格
を
最
も
典
型
的
な
ま
た
純
粋
な
形
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

武
藤
宗
教
哲
学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



三
六

　
武
藤
宗
教哲
学
で
は
、
宗
教
哲
学
の
類
型
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前
頁
の
引
用
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
哲
学
的
宗
教
哲
学
」
は
、
「
神
学

的
宗
教
哲
学
」
と
い
う
武
藤
自
身
の
立
場
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
「
理
性
」
を
「
啓
示
」
に
優
先
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ

と
い
う
点
に
見
ら
れ
る
。
「
と
に
か
く
、
哲
学
的
宗
教
哲
学
は
…
…
理
性
が
啓
示
に
優
先
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
。
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

藤に
よ
れ
ば
、
神
学
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
啓
示
」
も
し
く
は
「
特
殊
啓
示
」
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
啓
示
」
と
「
理
性
」
と
が
対

立す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
バ
ル
ト
と
ブ
ル
ン
ナ
ー
と
の
間
の
神
学
論
争
が
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
武
藤
は
、
「
啓
示
」
と
対
立
す
る
立
場

の

典
型を
「
理
性
主
義
」
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
理
性
的
な
も
の
を
原
理
と
し
て
立
つ
哲
学
的
宗
教
哲
学
は
」
「
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

主義
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
理
性
主
義
」
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
、
カ
ン
ト
が
行
っ
た
「
理
性
批
判
」
に
立
つ
立
場
の
こ
と
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン

ト
は
、
人
間
の
理
性
は
、
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
て
も
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
、
『
純

粋
理
性
批判
』
の
第
一
版
序
文
（
一
七
八
一
年
）
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人間
の
理
性
は
、
そ
の
認
識
の
あ
る
種
類
に
お
い
て
特
殊
な
運
命
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
は
、
そ
れ
が
避
け
る
こ
と
の

でき
な
い
問
い
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
の
問
い
は
、
理
性
そ
の
も
の
の
本
性
に
よ
っ
て
理
性
に
課
さ

れ
て

いる
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
理
性
は
、
そ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
の
問
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ

は
、
人
間
の
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
〉
自
）

人間
の
理
性
が
悩
ま
さ
れ
る
問
題
と
は
、
「
存
在
」
に
関
す
る
問
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
神
は
存
在
す
る
か
」
（
圃
ω
け
Φ
凶
目
Ω
9
け
ゆ
）
と
い
う



問
い
、
さ
ら
に
「
未
来
の
生
は
存
在
す
る
か
」
（
圃
斡
o
ぎ
犀
雪
建
o
q
Φ
ω
い
Φ
σ
Φ
口
噂
）
と
い
う
問
い
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
切
゜
。
ω
￥
°
。
°
。
b
。
）
。
カ
ン
ト
は
、

そ

れら
二
つ
の
問
題
に
対
し
て
、
人
聞
の
理
性
は
、
「
知
識
の
問
題
」
と
し
て
解
決
を
与
え
る
能
力
を
も
た
な
い
こ
と
を
、
『
純
粋
理
性
批

判
』
の
最
後
の
箇
所
で
き
っ
ぱ
り
と
断
言
す
る
。
「
だ
か
ら
、
も
し
知
識
が
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
の
二
つ
の
課
題
に
関
し
て
、
わ
れ
わ

れに
知
識
は
与
え
ら
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
き
わ
め
て
確
実
で
あ
り
、
そ
し
て
決
定
的
な
の
で
あ
る
」
（
切
Q
◎
G
Q
Q
Q
）
。
つ
ま

り
人
間
の
理
性
は
、
「
神
」
や
「
魂
の
不
死
性
」
を
、
こ
れ
ま
で
、
客
観
的
な
存
在
者
と
し
て
経
験
的
に
は
認
識
し
て
こ
な
か
っ
た
し
、
ま

た
こ
れ
か
ら
も
経
験
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
（
一
七
入
入
年
）
の
序
文
で

も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
理
性
主
義
」
と
し
て
解
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
基
本
的
な
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
そ
れ
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、

あ
の
諸
理
離
に
関
し
て
、
そ
の
現
実
性
に
つ
い
て
は
お
ろ
か
、
可
能
性
に
つ
い
て
さ
え
も
、
認
識
し
洞
察
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
　
　
ヨ

な
い
の
で
あ
る
」
。

　と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
の
出
版
か
ら
半
世
紀
後
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
不
安
の
概
念
』
（
一
八
四
四
年
）

の序
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
概
し
て
、
思
惟
が
実
在
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
哲
学
お
よ
び
中
世
哲
学
の
全
体
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

て

前
提
であ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
こ
の
前
提
が
疑
わ
れ
た
」
。
カ
ン
ト
の
立
場
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
一
種
の
「
懐
疑
主
義
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
武
藤
宗
教哲
学
で
は
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
「
理
性
主
義
」
を
全
面
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

否
定す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
神
学
的
宗
教
哲
学
は
、
も
と
よ
り
理
性
的
原
理
を
全
く
撲
無
す
る
も
の
で
は
な
い
」
。
そ
れ
で
は
、

「
理性
主
義
」
に
ど
の
よ
う
な
真
理
契
機
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の

「懐疑
主
義
」
に
お
い
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

武
藤
宗
教
哲学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



三

八

　し
か
し
武
藤
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
検
討
を
進
め
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
武
藤
は
カ
ン
ト
の
「
敬

慶
主
義
」
の
ほ
う
に
、
「
体
験
主
義
」
に
向
か
う
重
要
な
契
機
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
…
…
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
伝
統

的
な
制
度
的
教
会
の
教
理
的
立
場
の
束
縛
を
離
脱
し
て
、
自
由
な
精
神
の
立
場
で
宗
教
心
を
自
覚
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
既
成
の

神
学
的
・
教
義
学
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
信
仰
的
立
場
に
比
し
て
、
よ
り
主
観
的
に
傾
き
易
い
が
然
し
よ
り
広
く
且
つ
制
約
さ
れ
な
い
宗

教的
体
験
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
や
が
て
宗
教
的
体
験
の
自
覚
と
し
て
の
宗
教
哲
学
の
立
場
と
結
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

し
う
る
に
至
る
の
は
、
後
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
」
。
「
理
性
主
義
」
に
内
包
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト

教に
対
す
る
批
判
的
契
機
（
「
懐
疑
主
義
」
）
は
、
武
藤
宗
教
哲
学
で
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
指

摘し
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　さ
て
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
主
義
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
武
藤
は
カ
ン
ト
の
「
人
間
理
性
の
根
抵
に
神
性
を
見
る
と
い
う
立
場
」
を
問

題に
し
て
い
る
。

　カ
ン
ト
は
、
「
神
」
や
「
魂
の
不
死
性
」
を
客
観
的
な
知
識
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
を
実
践
理
性

の

要請
と
し
て
受
け
取
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
つ
い
て
合
理
的
に
論
じ
る
可
能
性
に
道
を
ひ
ら
い
た
。
武
藤
は
、
こ
の
点
は
高

く
評
価
す
る
。
「
と
に
か
く
カ
ン
ト
が
理
論
的
認
識
の
達
し
え
な
い
神
と
か
永
生
の
問
題
を
実
践
理
性
な
い
し
は
意
志
の
立
場
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
け

主

体的
に
取
扱
お
う
と
し
た
こ
と
は
彼
の
方
法
の
す
ぐ
れ
た
点
で
あ
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
実
践
理
性
の
立
場
か
ら
道
徳
論
的
に
宗
教
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
点
で
、
主
体
的
実
存
的
な
自
覚
の
領
域
に
一
歩
踏
み

　
　
ハ
ゐ
　

入
っ
た
」
。

　
「
人
間
理
性
の
根
祇
に
神
性
を
見
る
」
と
い
う
「
理
性
主
義
」
の
立
場
は
、
宗
教
を
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
し
か
し



そ

れは
、
宗
教
を
人
間
の
理
性
に
「
内
在
化
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
武
藤
の
カ
ン
ト
の
立
場
に
対
す
る
批
判
は
、
ま
さ
に

こ
の
「
内
在
化
」
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
カ
ン
ト
は
宗
教
を
あ
く
ま
で
道
徳
に
内
在
化
し
よ
う
と
努
め
つ
つ
神
を
実
践
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ロ

性
の
要
請
と
し
て
立
て
る
」
。

　
実際
、
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
の
神
の
現
存
在
」
（
第
一
部
第
二
編
第
二
章
五
）
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
道
徳
法
則
は
…
…
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
お
よ
び
究
極
目
的
と
し
て
の
最
高
善
の
概
念
を
と
お
し
て
、
宗
教
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
を

至る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
義
務
を
神
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
至
る
」
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
宗
教
は
道
徳
的
法
則
を
基
礎
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

け
る
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
て
、
「
理
性
主
義
」
の
立
場
は
、
宗
教
を
人
間
の
「
主
体
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
捉
え
直
す
方
向
へ
の
転
回
点
と
は
な
り
え

たが
、
そ
れ
と
引
き
替
え
に
、
宗
教
を
道
徳
に
「
内
在
化
」
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
固
有
の
領
域
を
見
え
な
く
さ
せ
て
し

ま
っ
た
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
宗
教
は
い
わ
ば
道
徳
に
付
随
的
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
道
徳
の
附
録
の
ご
と
き
も
の
に
す
ぎ

　
う
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
い
」
。
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
「
理
性
主
義
」
の
立
場
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
れ
が
、
宗
教
と
道
徳
と
の
境
界
を
曖
昧
に
し
、
「
宗
教
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

領
域
を
宗
教
的
体
験
の
外
に
た
っ
て
規
定
」
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
体
験
主
義
」
に
立
つ
武
藤
宗
教
哲
学
に
お

い
て
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
主
義
」
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
宗
教
を
道
徳
に
解
消
す
る
」
と
い
う
か
ぎ
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

お

い
てに
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
立
場
と
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
「
体
験
主
義
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る

の

であ
る
。武

藤
宗
教
哲学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



四
〇

五
　カ
ン
ト
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

　
以
上よ
り
、
武
藤
宗
教
哲
学
の
「
体
験
主
義
」
が
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
主
義
」
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
否
定
的
に
乗
り
越
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

立場
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
武
藤
は
、
カ
ン
ト
が
、
宗
教
を
体
験
的
な
事
柄
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
斥
け
た
一
方
で
、
宗

教を
主
体
性
の
問
題
に
置
き
換
え
て
論
じ
る
方
向
性
に
先
鞭
を
つ
け
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
武
藤宗
教
哲
学
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
、
宗
教
の
道
徳
化
を
招
い
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

そ
う
し
た
転
回
の
契
機
と
な
っ
た
「
理
性
批
判
」
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
哲
学
が
神
学
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

哲
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
宗
教
哲
学
が
哲
学
で
あ
っ
て
神
学
で
な
い
所
以
は
、
そ
れ
が
特
殊
宗

教
の
真
理
性
を
は
じ
め
か
ら
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
前
提
す
る
信
仰
的
立
場
に
固
守
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
信
仰
体
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

を
究
極
的
な
も
の
と
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
（
一
九
七
四
年
）
で
も
、
神
学
的
宗
教
哲
学
が
、

何
よ
り
も
哲
学
（
宗
教
哲
学
）
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

いわ
ゆ
る
神
学
的
宗
教
哲
学
と
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
が
対
照
的
に
考
え
ら
れ
る
根
本
に
は
、
神
学
的
と
い
う
こ
と
と
哲
学
的
と
い
う

こ
と
と
の
問
に
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
相
容
れ
な
い
対
立
関
係
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
自
明
的
な

こ
と
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
神
学
的
宗
教
哲
学
と
い
え
ど
も
、
神
学
的
で
あ
っ
て
も
、
神
学
で
は
な
く
、
宗
教
哲
学
で
あ
り
、
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
主
義
」
が
、
武
藤
宗
教
哲
学
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
こ
こ
で
「
理

性
主
義
」
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
神
」
や
「
魂
の
不
死
性
」
を
経
験
可
能
な
認
識
の
対
象
と
し
て
客
体
化
す
る
こ
と
を
断
念

し
た
カ
ン
ト
の
「
理
性
批
判
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
武
藤は
、
こ
う
し
た
「
理
性
批
判
」
を
前
提
に
し
た
「
体
験
主
義
」
の
立
場
に
、
宗
教
を
論
じ
る
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
『
宗
教
論
』
や
『
信
仰
論
』
が
読
ま
れ
る
の
も
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　そ
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
諸
著
作
も
、
神
学
的
宗
教
哲
学
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
延
長
線
上
で
読
ま
れ
う
る
の
で

あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
う
ち
に
、
体
験
主
義
的
な
宗
教
哲
学
の
真
理
契
機
が
、
逆
説
的
宗
教
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ロ

て

のキ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
う
ち
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
。

　
検
討す
べ
き
問
題
は
、
「
体
験
主
義
」
の
前
提
で
あ
る
「
理
性
批
判
」
で
あ
ろ
う
。
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
「
カ
ン
ト
か
ら
キ
ル
ケ

ゴー
ル
へ
」
で
は
、
論
述
の
比
重
が
「
体
験
主
義
」
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
理
性
批
判
」
の
契
機
は
表
立
っ
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
契
機
が
重
要
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

　
シ

ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
宗
教
哲
学
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
を
経
過
し
て
」
お
り
、
そ
し
て
、
「
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
リ

ト
の
批
判
主
義
を
潜
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
神
に
つ
い
て
の
一
切
の
思
弁
的
思
索
を
排
」
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一体
、
主
体
性
が
眞
理
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
真
理
が
客
体
的
（
妻
器
）
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
主
体
的
（
芝
同
Φ
）
に
か

かわ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
神
認
識
に
つ
い
て
も
、
信
仰
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
客
観
的
な
神
の
本
質

武
藤
宗
教
哲
学と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



四

二

では
な
く
て
、
い
か
に
実
存
が
真
実
な
る
神
関
係
に
立
つ
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
畢
寛
実
存
の
内
面
性
が
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
『
哲
学
的
断
片
へ
の
結
び
と
し
て
の
非
学
問
的
あ
と
が
き
』
（
一
八
四
六
年
）
で
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
と
は
ど
の

よ
う
に
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
部
で
、
「
客
観
的
な
真
理
」
と
し
て
問
わ
れ
る
場
合

に
つ
い
て
、
第
二
部
で
「
主
体
的
な
問
題
」
と
し
て
問
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
六
百
頁
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
い
る
。
武
藤
は
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
が
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
「
体
験
主
義
」
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
宗
教
を
内
面
的
な
事
柄
と
し
て
論
じ
る
方
向
で
議
論
を
展
開

し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
問
題
の
立
て
方
が
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
「
理
性
批
判
」
を
前
提
に
し
た
も

の

であ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

　す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
批
判
」
が
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
を
へ
て
、
「
真
理
」
を
「
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

な
不
確
実
性
」
と
し
て
捉
え
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
藤
宗
教
哲
学
に
お
い
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ルは
、
カ
ン
ト
か
ら
は
じ
ま
り
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
連
な
る
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
理
性

批判
」
と
い
う
契
機
も
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六　
お
わ
り
に

以
上よ
り
、
武
藤
宗
教
哲
学
に
お
け
る
基
本
的
な
立
場
を
確
認
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
カ
ン
ト
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
へ
と
至
る



そ
の
延
長
線
上
に
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　武
藤
宗
教
哲
学
の
基
本
的
な
立
場
は
「
体
験
主
義
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
批
判
」
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。
宗
教

を
、
主
体
の
問
題
と
し
て
理
解
可
能
な
仕
方
で
論
じ
よ
う
と
す
る
方
向
性
は
、
基
本
的
に
は
、
カ
ン
ト
を
起
点
と
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
武
藤
宗
教
哲
学
に
お
い
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
体
験
主
義
」
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら

れる
が
、
そ
の
一
方
で
、
「
理
性
批
判
」
も
、
カ
ン
ト
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
を
へ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
と
至
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て

いる
。
こ
の
点
は
、
武
藤
宗
教
哲
学
が
示
唆
す
る
一
つ
の
論
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
O
O
六
年
、
二
七
九
－
二
九
二
頁
。

（1
）
　
第
一
章
の
論
述
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
序
論
」
、
「
第
　
　
　
（
3
）
　
武
藤
一
雄
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
の
問
い
」
、
前
掲
論
文
、
三
七
頁
。

　　
一
節
　
カ
ン
ト
」
、
「
第
二
節
宗
教
的
体
験
主
義
の
立
場
（
シ
ュ
ラ
　
　
（
4
）
　
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
と
深
く
相
通
ず
る
よ
う
な
宗
教
的
体

　
　
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
及
び
そ
の
他
）
」
、
「
第
三
節
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
　
　
　
　
験
主
義
を
根
本
的
に
批
判
し
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
逆
説
性
を
強
調
す

　
宗
教
哲
学
」
。
武
藤
一
雄
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
問
』
創
文
社
、
一
　
　
　
　
　
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
信
仰
に
神
秘
主
義
的
傾
向

　
　
九
六
一
年
、
一
ー
一
四
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
看
取
し
う
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
神
秘
主
義
が
本
来
相

（2
）
　
武
藤
一
雄
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
の
問
い
」
『
理
想
』
第
五
五
五
号
、
　
　
　
　
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
な
む
し

　
　
理
想
社
、
一
九
七
八
年
八
月
、
三
七
－
四
九
頁
（
こ
の
論
文
は
、
武
　
　
　
　
　
ろ
信
仰
神
秘
主
義
（
9
碧
げ
。
ロ
ω
日
矯
ω
口
貯
）
と
も
い
う
べ
き
立
場
が
キ

　
藤
一
雄
『
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
論
集
1
』
創
文
社
、
一
九
入
○
年
、
　
　
　
　
リ
ス
ト
教
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
」
。
武
藤
一

　
　＝
一
三
ー
二
二
八
頁
に
再
収
録
さ
れ
て
い
る
）
。
な
お
、
武
藤
一
雄
　
　
　
　
雄
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
、
五
六
頁
。
「
信
仰
神
秘
主
義
と
は
、

　　
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
も
参
照
。
林
忠
良
「
武
　
　
　
　
パ
ウ
ロ
や
ル
タ
ー
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
藤
一
雄
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
論
」
、
松
木
真
一
（
編
著
）
『
キ
ェ
ル
ケ
　
　
　
　
に
、
な
に
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ

　

ゴー
ル
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
展
望
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
　
　
　
　
ば
な
ら
な
い
」
。
武
藤
前
掲
書
、
八
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
・

武
藤宗
教
哲
学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



四

四

（5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
「
第
五
章
　
　
（
1
4
）
　
武
藤
前
掲
書
、
九
ー
一
〇
頁
。

　
　
信
仰と
神
秘
主
義
－
特
に
使
徒
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
に
つ
い
て
　
　
（
1
5
）
　
「
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
啓
示
が
単
な
る
普
遍
的
な
も
の
の
特
殊
的

　
　
1
」
を
参
照
。
武
藤
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
『
使
徒
パ
ウ
ロ
の
　
　
　
　
限
定
と
い
う
こ
と
を
超
え
た
一
回
性
（
田
ロ
ヨ
巴
ゆ
q
冨
団
け
）
を
も
つ
と

　
　神
秘
主
義
』
を
手
が
か
り
に
し
て
、
「
信
仰
神
秘
主
義
」
に
つ
い
て
規
　
　
　
　
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
れ
は
聖
書
の
所
謂
コ
た
び
」

　
　
定
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鐙
§
＆
と
い
う
性
格
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は

（6
）
個
人
に
お
い
て
生
起
す
る
宗
教
的
な
出
来
事
を
、
「
体
験
」
と
す
る
　
　
　
　
何
人
も
が
「
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
」
（
ω
Φ
日
U
興
9
口
ぼ
ρ
仁
o
）
体
験
し

　　
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
経
験
」
と
す
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
　
　
　
　
う
る
ご
と
き
も
の
で
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
を
も
っ
た
特
殊
啓
示
に

　　
は
さ
ら
に
検
討
す
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
　
　
　
　
　
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
一
般
啓
示
の
も
つ
意
味
が
限
定
さ
れ
且
つ
あ
き

　　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
片
柳
先
生
よ
り
指
摘
を
受
け
た
）
、
本
稿
で
は
さ
　
　
　
　
ら
か
に
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
。
武
藤
前
掲
書
、
三
頁
。

　　
し
あ
た
り
、
「
体
験
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
（
1
6
）
武
藤
前
掲
書
、
九
頁
。

（7
）
　
武
藤
前
掲
書
、
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
か
ら
行
い
、
『
純
粋

（8
）
波
多
野
精
一
『
宗
教
哲
学
序
論
・
宗
教
哲
学
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
　
　
　
　
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
従
っ
て
、
初
版
を
A
、
第
二
版

　
　＝
一
年
、
一
六
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
B
と
し
、
ペ
ー
ジ
数
を
そ
の
あ
と
に
示
す
。
H
日
日
き
ロ
9
国
雪
亘

（
9
）
　
波
多
野
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
は
、
次
の
解
説
も
参
照
。
芦
名
定
道
　
　
　
　
尊
欺
隷
織
ミ
越
ミ
§
忘
ミ
袋
呉
内
き
け
．
の
o
q
Φ
゜
・
°
・
目
導
①
ぽ
ω
。
冨
捧
①
戸

　　
「
解
説
」
、
波
多
野
前
掲
書
、
五
二
五
－
五
四
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
P
］
月
宅
噌
耳
ω
瞬
〈
o
口
α
段
丙
α
口
凶
o
q
自
o
げ
勺
話
ロ
盈
ω
o
げ
①
昌
〉
冨
α
①
日
δ

（
1
0
）
　
武
藤
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
問
』
、
四
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
興
芝
凶
ω
ω
Φ
口
ω
o
げ
聾
o
P
切
Φ
島
昌
噛
H
Φ
O
G
。
レ
㊤
O
↑
訳
出
に
際
し
て
は
、

（1
1
）
　
武
藤
前
掲
書
、
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
各
訳
書
も
参
照
。
篠
田
英
雄
（
訳
）
『
純
粋
理
性
批
判
』
岩
波
文

（1
2
）
　
「
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
以
　
　
　
　
庫
（
上
・
中
・
下
）
、
一
九
六
一
ー
六
二
年
。
有
福
孝
岳
（
訳
）
『
力

　
　
後
の
近
代
の
宗
教
哲
学
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ま
た
積
極
的
で
あ
る
　
　
　
　
ン
ト
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

　
　
と
消
極
的
（
否
定
的
）
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
神
学
と
の
か
か
わ
り
　
　
　
（
1
8
）
　
「
神
と
不
死
の
理
念
」
の
こ
と
を
指
す
。

　　
か
た
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
を
規
定
さ
れ
、
ま
た
意
味
づ
け
ら
れ
　
　
　
（
1
9
）
H
日
日
導
ロ
9
国
雪
け
辱
蟄
隷
§
、
特
ミ
神
駐
尋
§
隷
§
ミ
ミ
押
H
刈
゜
。
°
。
°

　　
る
」
。
武
藤
前
掲
書
、
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丙
碧
け
．
ω
α
q
①
ω
m
巨
ヨ
葺
Φ
Q
o
o
ぼ
捧
①
戸
び
P
＜
．
切
臼
ぎ
．
H
¢
O
Q
。
’
ψ
↑
（
カ
ン

（1
3
）
　
武
藤
前
掲
書
、
＝
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
、
波
多
野
精
一
（
他
訳
）
『
実
践
理
性
批
判
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
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九
年
、
一
六
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
義
務
を
神
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で

（2
0
）
墓
劇
噂
゜
。
H
ρ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
、
校
訂
版
全
集
　
　
　
　
あ
る
』
と
い
わ
れ
る
」
。
武
藤
前
掲
書
、
一
七
頁
。

　　
（
ぎ
§
奪
專
趙
§
§
象
、
§
、
、
略
記
号
黎
）
か
ら
行
い
、
引
　
　
（
2
9
）
　
武
藤
前
掲
書
、
一
七
、
一
九
、
四
五
頁
。

　　
用
箇
所
は
慣
例
に
従
っ
て
、
黎
巻
号
、
頁
数
の
順
に
示
す
。
　
　
　
（
3
0
）
　
「
宗
教
と
道
徳
と
の
区
別
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
言
い
か

　
　
留
越
遷
自
恥
幕
§
ミ
勢
象
、
誉
き
げ
P
H
歯
゜
。
噸
＆
瞬
既
蜜
①
尻
冒
『
o
q
魯
　
　
　
　
え
れ
ば
単
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
て
内
容
的
（
実
質
的
）
な
区
別

　
　
O
昌
b
g
Q
導
し
8
匹
日
O
昼
〉
ロ
昌
Φ
ζ
卑
盆
国
雪
ω
曾
o
o
q
冒
げ
目
矯
　
　
　
は
存
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
道
徳
と
異
な
っ
た
宗
教
固
有

　
　
内
o
昌
曾
ロ
宰
ω
Q
お
昌
屡
①
時
Φ
o
q
p
賃
α
閏
o
窃
犀
三
鵠
o
q
ω
8
三
臼
9
0
0
q
O
9
。
α
ω
　
　
　
　
の
領
域
、
そ
の
独
自
の
意
味
、
他
の
何
も
の
に
も
依
存
し
な
い
で
そ

　
　
団
o
N
冨
帥
q
－
内
o
げ
Φ
ロ
げ
磐
戸
一
⑩
⑩
刈
幽
〇
一
騨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
自
身
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
そ
の
存
在
理
由
は
決
し
て
明
ら

（2
1
）
　
武
藤
前
掲
書
、
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
。
武
藤
前
掲
書
、
一
九
頁
。
こ

（2
2
）
　
武
藤
前
掲
書
、
一
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ほ
か
、
一
八
二
頁
も
参
照
。

（2
3
）
　
武
藤
前
掲
書
、
＝
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
武
藤
前
掲
書
、
四
四
頁
。

（2
4
）
　
武
藤
前
掲
書
、
一
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
武
藤
前
掲
書
、
四
五
頁
。

（2
5
）
武
藤
前
掲
書
、
五
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
「
カ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
な
恩
寵
の
働
き
の
内
的
経
験
（
ぎ
昂
興

（2
6
）
　
武
藤
前
掲
書
、
二
九
頁
。
も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
は
「
神
が
道
徳
に
　
　
　
　
国
諺
巴
巨
ぴ
q
）
を
悉
く
狂
信
（
o
。
o
げ
≦
管
ヨ
霞
Φ
凶
）
と
し
て
斥
け
た
こ
と

　
　
内
在
化
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
超
越
性
を
も
っ
て
く
る
こ
と
を
な
ん
　
　
　
　
に
は
問
題
が
あ
る
」
。
「
そ
れ
は
道
徳
的
に
超
絶
的
な
理
念
を
宗
教
の

　
　
ら
か
の
意
味
で
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
も
述
べ
ら
れ
、
そ
の
　
　
　
　
な
か
に
導
入
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お

　
　
点
が
、
カ
ン
ト
の
「
矛
盾
あ
る
い
は
破
綻
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
　
　
　
　
け
る
宗
教
を
固
執
す
る
と
こ
ろ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

　　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
し
そ
の
こ
と
は
あ
る
意
味
で
は
固
有
の
意
味
で
の
宗
教
的
体
験
を

（2
7
）
巨
日
四
自
皿
国
き
“
o
，
9
ρ
ψ
一
b
。
P
（
波
多
野
精
一
（
他
訳
）
、
前
掲
　
　
　
　
否
定
す
る
よ
う
な
見
地
か
ら
宗
教
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
ご

　
　
訳
書
、
二
五
八
－
二
五
九
頁
）
。
カ
ン
ト
の
宗
教
論
に
つ
い
て
は
、
次
　
　
　
　
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
武
藤
前
掲
書
、
四
四
頁
。

　　
の
論
文
も
参
照
。
近
藤
功
「
カ
ン
ト
の
宗
教
論
」
『
講
座
　
ド
イ
ツ
観
　
　
　
（
3
4
）
　
武
藤
前
掲
書
、
一
一
一
頁
。

　
　
念
論
』
第
二
巻
、
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
、
二
六
九
－
二
九
三
頁
。
　
　
　
（
3
5
）
　
武
藤
一
雄
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
創
文
社
、
一
九
七
四

（28
）
　
「
カ
ン
ト
の
定
義
に
よ
る
と
『
宗
教
と
は
（
主
観
的
に
考
察
す
れ
ば
）
　
　
　
　
年
、
七
頁
。

武
藤
宗
教
哲
学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
位
置
づ
け
（
谷
塚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



四

六

（3
6
）
　
武
藤
一
雄
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
、
一
三
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
た
、
客
観
的
な
不
確
実
性
が
真
理
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
存
者
に

（3
7
）
　
武
藤
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
っ
て
の
最
高
の
真
理
で
あ
る
と
。
道
が
転
回
す
る
と
こ
ろ
で
（
そ

（3
8
）
　
武
藤
前
掲
書
、
七
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
が
ど
こ
か
は
客
観
的
に
は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
ま

（3
9
）
　
武
藤
前
掲
書
、
＝
二
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
に
主
体
性
だ
か
ら
）
、
客
観
的
な
知
識
は
静
止
状
態
に
置
か
れ
る
。

（4
0
）
　
「
主
体
性
が
真
理
で
あ
る
と
き
、
真
理
の
規
定
も
ま
た
、
そ
れ
み
ず
　
　
　
　
だ
か
ら
客
観
的
に
は
、
実
存
者
は
た
だ
不
確
実
性
を
持
つ
に
す
ぎ
な

　
　
か
ら
に
お
い
て
、
客
観
性
に
対
す
る
反
対
命
題
の
表
現
を
、
あ
の
分
　
　
　
　
　
い
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
不
確
実
性
が
、
内
面
性
の
無
限
の
情
熱
を

　
　
れ
道
の
思
い
出
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
こ
の
　
　
　
　
引
き
し
め
る
の
で
あ
り
、
真
理
は
ま
さ
に
、
客
観
的
な
不
確
実
性
を

　
　
表
現
は
さ
ら
に
、
内
面
性
の
張
り
つ
め
た
緊
張
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
選
択
す
る
と
い
う
無
限
の
情
熱
を
伴
っ
た
、
こ
の
き
わ
ど
い
行
為
な

　
　
真
理
の
そ
の
よ
う
な
定
義
は
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
す
　
　
　
の
で
あ
る
」
。
霧
N
H
°
。
①
゜

　
　
な
わ
ち
、
最
も
情
熱
的
な
内
面
性
の
自
己
化
の
う
ち
に
と
ど
め
ら
れ

ρ


