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問
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神
は
神
で
な
い
世
界
を
創
造
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
は
世
界
と
し
て
の
存
在
と
あ
り
方
と
を
も
つ
。
し
か
し
世
界
の
運
行
を
神
の
創
造

か
ら
ま
っ
た
く
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
の
内
に
獄
界
の
毒
魚
が
あ
り
、
世
界
の
運
行
の
内

に
神
の
栄
光
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
と
世
界
と
は
論
意
関
係
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
被
造
物
へ
の
神
の
顧
慮
と
神
の
栄
光
へ
の
被
造
物

の
讃
美
と
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
。
摂
理
が
問
題
で
あ
る
。

　
神
の
支
配
下
に
あ
り
な
が
ら
被
造
物
は
、
神
に
敵
対
す
る
原
理
の
教
竣
に
よ
っ
て
か
、
本
性
の
不
完
全
性
の
ゆ
え
に
か
、
神
か
ら
離
れ

て
自
ら
神
に
叛
く
精
神
的
悪
・
罪
を
犯
し
た
。
罪
の
成
立
は
啓
示
も
教
え
、
被
造
物
も
認
め
る
疑
い
え
な
い
事
象
で
あ
る
。

　
無
限
に
完
全
な
神
は
創
造
世
界
に
無
関
心
で
は
あ
り
え
ず
、
摂
理
に
従
い
そ
の
意
図
を
実
境
す
る
よ
う
協
力
し
て
い
る
。
こ
こ
に
精
神

的
悪
に
つ
い
て
の
難
問
が
生
ず
る
。
至
福
を
与
え
る
神
の
恩
寵
と
被
造
物
の
犯
す
罪
と
の
矛
盾
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
の
麦
配

下
か
ら
ど
う
し
て
罪
が
生
じ
た
の
か
、
そ
の
原
因
は
神
の
協
力
の
仕
方
に
あ
る
の
か
、
被
造
物
の
意
図
的
な
反
逆
に
あ
る
の
か
。
精
神
的

悪
に
つ
い
て
の
論
争
は
摂
理
の
自
然
神
学
的
考
察
か
ら
始
ま
る
。
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醐
　
摂
理
の
原
理

1

掻
理
に
お
け
る
悪
の
合
理
的
解
腸

　
い
か
な
る
原
理
に
お
い
て
摂
理
の
問
題
が
考
察
さ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
ベ
ー
ル
は
合
理
神
学
者
ジ
ャ
ク
ロ
（
轡
》
ρ
郎
。
｝
。
け
）
の
思
い
違

い
に
対
し
て
慎
重
に
限
定
す
る
。

　
摂
理
に
難
問
が
生
ず
る
の
は
信
仰
の
原
理
に
お
い
て
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
人
間
の
過
去
現
在
未
来
の
状
態
で
、
神
の
簗
高
の
発
全

性
に
合
致
せ
ぬ
も
の
は
な
い
と
聖
書
は
教
え
る
」
（
○
●
　
H
剛
囲
’
　
刈
ゆ
0
。
）
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
世
界
全
体
に
配
慮
す
る
一
般
的
理
性
・
神
的
悟
性
の
原
理
に
お
い
て
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
神
が
（
こ
の
世
界
で
）
行
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

と
は
善
と
信
ず
べ
き
で
あ
る
と
、
（
真
の
）
理
性
は
究
極
の
明
証
性
を
も
っ
て
示
す
」
（
薫
輿
）
か
ら
で
あ
る
。

　
世
界
の
内
に
あ
り
、
世
界
と
神
と
を
認
め
る
知
的
被
造
物
で
あ
る
人
間
の
特
殊
的
理
性
が
神
の
善
性
と
人
間
の
罪
と
を
調
和
さ
せ
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
否
か
、
を
問
う
人
間
理
性
の
原
理
に
お
い
て
の
み
摂
理
の
矛
盾
が
生
じ
ま
た
考
察
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
人
間
理
性
の
対
象
は
、
神
の
意
図
を
世
界
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
個
々
の
事
実
お
よ
び
諸
事
実
の
連
関
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
的
思
想
は
、
事
実
に
つ
い
て
見
れ
ば
世
界
は
善
悪
二
原
理
に
夢
想
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
て
い
る
（
U
」
騨
①
。
。
こ
。

し
た
が
っ
て
、
善
悪
二
原
理
に
よ
り
世
界
の
事
実
を
分
類
し
表
示
す
る
こ
と
だ
け
が
人
間
理
性
の
仕
事
で
あ
る
。
神
の
善
性
と
罪
と
の
矛

盾
を
調
和
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
、
世
界
を
超
越
す
る
善
な
る
唯
一
原
理
で
あ
る
神
へ
の
信
仰
が
行
い
う
る
仕
輿
で
、
人
間
理
性
に
は
で

き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
個
々
の
事
象
を
、
そ
こ
だ
け
で
明
白
な
、
そ
こ
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
特
殊
的
原
理
に
よ
り
説
明
す
る
の
は
よ



い
廊
下
で
は
な
い
（
O
．
く
歴
b
。
O
ρ
鳴
O
ご
。
正
統
派
も
悪
の
原
理
で
あ
る
悪
魔
を
認
め
て
い
る
と
ベ
ー
ル
が
言
う
の
は
正
し
い
が
、
彼
は

極
端
に
走
り
す
ぎ
て
い
る
（
（
甲
◎
　
ノ
㍉
H
．
　
卜
φ
O
節
．
）
。
悪
魔
も
堕
落
煎
は
天
使
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
は
神
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
個

個
の
事
象
は
対
立
す
る
讐
悪
顔
原
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
善
悪
を
包
含
す
る
全
体
的
な
一
つ
の
「
中
立
的
原
理
」
（
○
．
＜
H
．
ゆ
O
ご
　
か

ら
規
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
個
別
的
な
罪
を
許
容
す
る
が
、
そ
れ
を
全
体
的
原
理
に
よ
り
支
配
し
て
罪
か
ら
生
ず
る
結
果

を
な
く
す
る
「
よ
り
強
力
な
理
由
」
（
○
。
≦
●
圃
G
。
ご
を
世
界
に
示
す
善
の
唯
一
原
理
の
神
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
の
内
の
罪
の
事

象
に
神
が
与
え
た
こ
の
理
由
を
人
間
理
性
が
冤
出
せ
ぱ
、
摂
理
の
矛
盾
は
理
性
的
論
証
的
に
解
明
さ
れ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
一
歩
後
退
し
て
難
点
を
相
手
に
あ
ず
け
る
。
人
間
理
性
が
自
分
自
身
と
合
致
せ
ず
全
体
的
原
理
を
見
嘱
せ
ぬ
問
題
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
（
○
・
ほ
り
↓
↓
ピ
）
。
し
か
し
「
啓
示
の
光
と
自
然
の
光
と
の
闘
に
不
調
恥
が
な
い
こ
と
を
示
し
、
（
ジ
ャ
ク
ロ
氏
が
）
原
理
の

唯
二
性
に
つ
い
て
難
点
を
解
明
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
望
ま
し
い
こ
と
は
な
い
」
（
ρ
凝
H
．
団
爵
．
）
。

　
神
の
善
な
る
原
理
が
罪
の
事
象
に
与
え
る
理
由
が
論
証
的
に
添
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。

H

神
の
善
性
と
罪
と
の
矛
盾
の
直
接
的
解
明

　
　
　
「
神
は
罪
の
創
造
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
神
の
善
性
を
傷
け
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
命
題
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
古
来
い
ろ
い
ろ

　
　
な
方
法
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
A
罪
の
事
実
を
認
め
な
い
方
法
と
、
B
認
め
る
方
法
と
に
大
別
さ
れ
る
、
と
ベ
ー
ル
は
い
う
。

　
　
　
A
は
さ
ら
に
一
一
分
さ
れ
る
。
1
　
神
が
罪
を
造
っ
た
の
は
人
間
の
う
か
が
い
え
な
い
叡
知
に
よ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
罪
を
通
じ
て
の

　
　
み
儒
仰
を
見
嵐
す
か
ら
で
あ
る
。
罪
は
入
間
を
僑
仰
に
導
き
救
済
し
よ
う
と
す
る
神
の
善
性
に
外
な
ら
な
い
。
2
　
個
々
の
被
造
物
は
そ

　
　
れ
ぞ
れ
善
に
造
ら
れ
、
そ
の
善
に
応
じ
て
神
の
栄
光
を
黒
し
て
い
る
。
な
ぜ
神
が
善
の
間
に
差
別
を
つ
け
た
か
は
解
ら
な
い
。
し
か
し
、

　
　
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
分
の
善
を
思
わ
ず
、
他
の
善
を
思
う
不
完
全
か
ら
生
ず
る
羨
望
、
そ
の
逆
の
高
慢
が
罪
で
あ
る
。
罪
は
人
間
に
と

119　
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9
　
つ
て
本
来
は
存
在
し
な
い
。

　
　
　
B
も
二
分
さ
れ
る
。
1
　
神
は
蕃
の
み
を
欲
し
た
。
そ
れ
は
神
が
究
極
的
に
善
を
欲
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
国
に
い
た
る
た
め

　
　
に
不
完
全
な
被
造
物
は
罪
の
時
期
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
世
界
は
永
罰
に
定
め
ら
れ
た
地
獄
で
は
な
い
。
罪
は
や
が
て
購

　
　
わ
れ
る
か
ら
、
神
の
善
性
は
こ
の
罪
に
よ
り
傷
け
ら
れ
な
い
。
2
　
神
は
善
の
み
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
翻
造
の
後
に
罪
が
生
じ
た
。
神

　
　
は
、
究
極
的
に
罪
の
創
造
者
に
な
る
の
を
予
知
で
き
な
か
っ
た
。
予
知
す
れ
ば
罪
を
妨
げ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
罪
の
事
実
は
神
の
善
性
を
傷

　
　
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
以
上
の
方
法
を
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
A
に
よ
れ
ば
、
神
の
善
性
は
無
限
で
あ
り
、
世
界
の
内
の
罪
も
実
は
神
の
善
性
の

　
　
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
信
仰
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
は
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
正
し
く
理
解
さ
れ
る
。
罪
と
し
て
の
罪
を
認
め

　
　
る
人
間
理
性
は
誤
で
あ
り
、
世
界
の
事
象
を
解
明
す
る
原
理
で
は
な
い
。

　
　
　
B
に
よ
れ
ば
、
神
の
善
性
と
は
神
自
身
に
と
っ
て
の
善
性
で
、
世
界
に
あ
る
か
ぎ
り
の
人
間
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
に

　
　
お
い
て
罪
を
克
服
し
蕃
に
い
た
る
原
理
は
人
間
理
性
に
し
か
な
い
。
信
仰
は
あ
る
べ
き
未
来
の
も
の
で
、
罪
あ
る
世
界
の
事
象
の
解
明
原

　
　
理
で
は
な
い
。

　
　
　
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
べ
…
ル
は
結
論
す
る
。
こ
れ
ら
の
教
説
は
正
し
く
理
解
さ
れ
れ
ば
有
用
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
反
し
な

　
　
い
。
A
は
、
儒
仰
の
真
理
に
基
づ
き
そ
れ
に
役
立
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
理
性
を
用
い
る
な
ら
、
正
し
い
。
B
は
、
理
性
に
よ
り
世
界

　
　
は
解
明
し
え
て
も
神
の
本
性
に
つ
い
て
は
解
明
し
え
ぬ
か
ら
理
性
を
捨
て
て
信
仰
に
従
お
う
と
す
る
な
ら
、
正
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
と

　
　
ベ
ー
ル
は
加
え
る
、
こ
れ
ら
の
教
説
が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
に
は
、
信
仰
と
理
性
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
、
相
互
に
相
手
の
領
域
に
入
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ぬ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
儒
仰
と
理
性
の
合
致
を
い
う
合
理
神
学
者
は
反
論
す
る
。
直
接
的
解
明
は
す
べ
て
神
の
善
性
を
制
限
す
る
も
の
で
、
常
に
誤
謬
を
犯
し

　
　
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
神
は
罪
の
創
造
老
で
あ
る
し
と
の
霞
提
が
誤
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
神
は
罪
の
創
造
老
で
な
い
」
と
考
え



る
べ
き
で
あ
る
。

　
直
接
的
解
明
の
論
者
が
、
罪
の
事
実
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
正
し
い
が
、
罪
を
犯
す
者
の
欠
点
を
ま
っ
た
く
考
え
ぬ
の
は
誤
で
あ
る

（（

b
．
　
ノ
＼
｛
。
　
b
o
『
蒔
ウ
）
。
啓
示
が
教
え
る
よ
う
に
罪
の
原
因
は
被
造
物
の
も
つ
「
自
由
」
に
あ
り
（
○
噸
く
H
「
♂
ω
．
）
、
こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
神
の

善
性
と
罪
と
の
矛
盾
は
間
接
的
に
解
明
さ
れ
る
。

皿
　
神
の
善
性
と
罪
と
の
矛
盾
の
問
接
的
解
明

　
　
合
理
神
学
者
が
論
証
の
義
務
を
負
う
問
題
が
二
つ
あ
る
、
と
ベ
ー
ル
は
い
う
。
そ
れ
は
、
1
　
自
由
が
罪
の
原
因
で
あ
れ
ば
神
は
罪
の

　
創
造
者
で
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
2
　
神
が
人
間
に
自
由
を
与
え
た
こ
と
、
で
あ
る
、
後
者
に
つ
い
て
キ
ン
グ
（
芝
●
累
ぎ
α
q
）
の

　
　
立
論
が
優
れ
て
い
る
と
ベ
ー
ル
は
考
え
る
。

　
　
　
キ
ン
グ
は
い
う
。
「
神
は
…
…
幸
福
に
な
り
う
る
被
造
物
を
幸
に
す
る
た
め
に
宇
宙
を
創
っ
た
」
。
そ
れ
ゆ
え
神
ほ
人
間
に
最
高
の
賜
物

　
　
と
し
て
の
自
由
、
「
自
由
な
行
動
体
が
、
自
身
ま
た
は
対
象
の
、
　
い
か
な
る
他
の
資
性
に
も
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ま
た
は
あ
れ
を

　
　
選
ぶ
力
」
を
与
え
た
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
、
強
制
や
偶
然
に
よ
っ
て
で
な
く
「
自
分
の
自
由
な
意
志
の
力
だ
け
に
よ
っ
て
選
ん
だ
と
信
ず

　
　
る
と
き
に
の
み
、
そ
の
対
象
を
善
・
快
適
と
思
い
幸
福
に
な
り
う
る
」
（
（
）
．
　
H
H
固
．
　
Φ
α
G
Q
・
）
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
人
間
は
自
由
を
悪
用
し
て
快
楽
に
耽
り
、
神
に
叛
き
罪
に
陥
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
悪
用
さ
れ
る
よ
う
な
自
由
を
神
が
与
え
る

　
　
は
ず
が
な
い
と
の
難
点
が
生
ず
る
。
し
か
し
、
と
キ
ン
グ
は
い
う
、
こ
の
悪
用
を
妨
げ
る
に
は
自
由
そ
の
も
の
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
ず
、
そ
う
す
れ
ば
罪
と
と
も
に
幸
福
も
神
の
善
性
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　
自
由
の
悪
用
は
次
の
方
法
で
し
か
避
け
え
な
い
。
1
　
自
由
な
存
在
を
造
ら
ぬ
。
2
　
自
由
な
天
使
が
自
由
を
悪
用
せ
ぬ
よ
う
神
の
全

　
　
能
を
用
い
る
。
3
　
悪
を
選
ぶ
機
会
の
な
い
土
地
に
人
間
を
移
す
。
1
の
方
法
で
は
、
世
界
は
純
粋
な
機
械
に
な
り
、
神
の
善
性
は
被
造

139　
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三
〇

物
に
及
ば
ず
、
神
の
無
限
な
善
性
は
否
定
さ
れ
る
　
（
（
）
●
　
H
H
囲
。
　
Φ
①
戯
．
）
。
　
2
で
は
、
神
は
被
造
物
の
一
一
の
行
為
に
介
入
し
、
全
て
は
神
に

よ
り
決
定
さ
れ
、
も
は
や
善
悪
は
問
題
で
な
く
な
る
（
（
）
●
一
周
囲
．
　
⑰
①
⊆
ハ
）
。
　
3
で
は
、
全
人
類
が
破
壊
さ
れ
、
創
造
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る

（
○
』
霧
⑦
ご
。
そ
れ
ゆ
え
悪
周
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
霞
由
を
与
え
る
の
は
正
し
い
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
反
論
す
る
。
人
意
は
強
制
さ
れ
ま
た
は
偶
然
に
選
ん
だ
と
き
で
も
幸
福
で
あ
る
。
ま
し
て
「
神
の
命
に
従
う
と
思
う
こ
と
は

良
心
の
満
足
を
減
ら
す
も
の
で
は
な
い
」
（
（
）
。
　
囲
H
囲
。
　
①
窃
O
噸
）
。
ま
た
、
神
は
人
間
の
幸
福
の
た
め
に
そ
れ
ほ
ど
自
由
を
重
視
し
て
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
神
は
禁
断
の
果
実
を
食
べ
る
の
を
ア
ダ
ム
の
自
由
に
委
ね
ず
嚇
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
自
由
の
悪
用
を
妨
げ
れ
ば
、
自
由
も
善
も
幸
も
な
く
な
る
と
い
う
の
は
誤
で
あ
る
。
1
　
肖
由
な
存
在
を
な
く
し
、
　
「
神
は
善
に
決
定

さ
れ
た
魂
…
…
だ
け
を
造
れ
ば
よ
い
」
「
宇
宙
が
す
べ
て
神
の
秩
序
に
従
う
か
ら
と
い
っ
て
、
機
械
で
あ
る
と
は
い
え
ぬ
」
（
（
）
．
H
囲
囲
’
　
①
①
腿
’
）
。

2
　
も
し
自
由
に
選
ん
だ
と
思
う
こ
と
が
人
間
の
章
に
必
要
な
ら
、
人
間
が
そ
う
思
う
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
は
神
に
は
容
易
で
あ

る
（
○
’
H
麟
，
O
①
伊
）
。
3
神
は
こ
の
世
界
で
人
間
が
善
き
選
択
を
な
し
う
る
よ
う
に
で
き
る
。
も
し
で
き
ぬ
な
ら
、
神
は
こ
の
世
界
を
悪

の
原
理
に
渡
し
た
こ
と
に
な
る
（
（
）
・
　
H
固
囲
．
　
①
①
¶
‘
）
。

　
キ
ン
グ
と
ベ
ー
ル
は
完
全
に
対
立
し
た
。
キ
ン
グ
は
い
う
。
自
由
は
究
極
的
に
人
間
を
善
に
導
く
か
ら
神
が
与
え
た
。
善
の
実
現
の
た

め
に
自
由
の
使
用
は
必
要
で
、
善
な
る
神
の
摂
理
に
合
し
て
い
る
。
　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
霞
由
を
蕃
用
に
決
定
し
う
る
の
に
神
は
そ
う
せ

ず
、
自
由
を
罪
に
定
め
た
。
自
由
は
神
に
見
棄
て
ら
れ
た
も
の
、
罪
の
原
理
で
あ
る
。
自
由
の
使
用
が
摂
理
に
必
要
な
ら
神
は
善
悪
の
原

理
と
な
る
。
自
由
の
使
用
は
善
な
る
神
の
摂
理
に
反
す
る
。

　
だ
が
、
二
人
は
同
じ
課
題
を
負
う
て
い
る
。
自
由
が
神
の
善
性
に
合
致
す
る
か
否
か
は
、
人
間
が
い
か
に
霞
由
を
使
用
し
て
い
る
か
、

ま
た
神
が
い
か
に
協
力
し
て
い
る
か
の
検
討
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
由
の
行
使
に
よ
り
生
じ
た
秩
序
を
も
つ
こ
の
経
界
が
善
の
世
界

か
罪
の
世
界
か
の
、
摂
理
の
講
造
が
明
ら
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。



　
　
　
正
統
主
義
と
合
理
主
義
と
を
接
合
し
た
べ
！
ル
の
議
論
に
よ
り
、
最
も
攻
撃
さ
れ
た
と
感
じ
た
の
は
、
奇
妙
に
も
、
信
仰
理
性
の
合
致

　
　
を
基
本
原
理
と
す
る
合
理
神
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
　
　
神
の
善
性
は
考
え
う
る
最
大
の
も
の
で
、
量
的
で
あ
れ
質
的
で
あ
れ
い
か
な
る
悪
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
べ
…
ル
の
理
論
は
、
キ
リ
ス

　
　
ト
教
の
真
理
に
葬
常
に
危
険
、
と
い
う
よ
り
は
鴎
ら
か
に
反
す
る
結
論
を
導
い
て
い
る
、
と
合
理
神
学
者
は
非
難
す
る
。
直
接
的
解
甥
の

　
　
A
に
つ
い
て
の
ベ
ー
ル
の
解
釈
は
、
罪
の
原
因
の
理
性
的
解
開
を
不
可
能
に
し
、
こ
の
心
界
に
宗
教
的
な
意
味
で
の
罪
を
認
め
ぬ
ほ
ど
に

　
　
合
理
的
な
理
神
論
春
や
享
楽
的
な
り
ベ
ル
タ
ン
に
対
し
て
人
聞
を
支
配
す
る
神
の
正
義
を
守
り
え
な
く
す
る
。
ま
た
B
の
解
釈
は
、
神
自

　
　
身
に
と
っ
て
の
み
善
な
る
神
は
人
間
に
と
っ
て
暴
論
で
罪
の
原
理
と
な
り
、
神
を
犯
罪
者
と
し
て
神
聖
さ
を
否
定
す
る
異
教
徒
や
無
神
論

　
　
者
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
正
し
さ
を
守
り
え
な
く
す
る
。
彼
ら
は
、
ベ
ー
ル
の
議
論
を
で
は
な
く
、
そ
の
意
図
を
疑
う
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
べ
…
ル
は
、
理
性
は
い
か
に
で
も
使
用
さ
れ
て
よ
い
、
た
だ
最
後
に
僑
仰
の
真
理
の
前
に
沈
黙
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
答
え
る
。
彼

　
　
の
信
仰
至
上
主
義
は
、
　
「
神
の
善
性
は
考
え
う
る
最
大
の
も
の
で
あ
る
」
と
の
彼
の
信
仰
の
真
理
を
、
魔
除
け
の
護
符
の
よ
う
に
、
理
性

　
　
の
推
論
の
蘭
提
過
程
帰
結
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
は
り
つ
け
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
合
理
神
学
慧
と
ベ
ー
ル
と
の
論
争
は
、
啓
示
と
摂
理
と
奇
跡
と
罪
と
の
四
要
素
の
連
関
す
る
領
野
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
合
理
神
学
岩
は
罪
を
人
間
の
自
由
と
読
み
変
え
る
。
人
間
が
自
然
の
光
に
従
い
自
由
を
善
用
す
れ
ば
、
罪
と
し
て
の
罪
は
な
く
な
り
、

　
　
神
の
摂
理
に
合
致
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
罪
へ
の
神
の
介
入
と
し
て
の
奇
跡
・
特
殊
的
摂
理
を
無
用
と
し
、
一
般
的

　
　
摂
理
の
内
に
組
入
れ
る
。
そ
し
て
神
の
善
性
の
啓
示
の
信
仰
と
、
善
な
る
神
の
世
界
支
配
を
承
す
摂
理
を
理
解
す
る
理
性
と
が
調
和
酌
に

　
　
合
致
す
る
と
い
う
。
彼
ら
は
、
自
由
と
は
摂
理
に
合
致
し
て
行
う
能
力
で
あ
る
と
解
す
る
。
も
し
人
間
が
自
由
を
神
に
叛
く
ま
で
に
悪
用

　
　
す
れ
ば
、
彼
ら
の
体
系
は
崩
壊
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
と
彼
ら
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
神
は
自
由
の
使
用
に
つ
い
て
十
分
に
強
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三
二

力
な
理
由
を
人
間
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
自
由
は
神
の
示
す
理
由
を
知
る
理
性
的
自
由
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
罪
と
は
自
由
の
悪
用
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
摂
理
は
、
自
由
の
悪
用
を
妨
げ
善
用
に
決
定
す
る
具
体
的
で
特
殊
的
な
奇
跡
と

し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
的
摂
理
を
単
な
る
論
証
理
性
の
空
論
と
し
て
退
け
る
。
徴
界
の
内
の
罪
は
人
閥
が
経
験

す
る
否
定
し
え
ぬ
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
確
実
性
を
彼
は
、
裏
書
に
述
べ
ら
れ
た
奇
跡
の
啓
示
に
基
づ
け
る
。
た
だ
、
彼
が
経
験
す

る
と
い
う
彼
の
信
仰
が
正
し
い
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。

　
合
理
神
学
者
は
自
由
の
合
理
的
使
用
に
基
づ
き
信
仰
理
性
の
合
致
を
い
う
。
ベ
ー
ル
は
自
由
の
合
理
的
使
用
は
啓
示
に
も
経
験
の
事
実

に
も
反
す
る
と
し
て
信
仰
理
性
の
不
舎
致
を
い
う
。
こ
う
し
て
ベ
ー
ル
は
、
信
仰
理
性
の
合
致
不
合
致
の
論
争
を
理
性
と
経
験
と
の
合
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

不
合
致
の
論
争
へ
移
行
さ
す
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
宇
霧
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
普
遍
的
存
在
論
の
立
場
を
、
べ
…
ル
は
す
で
に
形
而
上
学
的
悪
の
問
題
に
お
い
て
も
攻
撃
し
た
。
と
く
に
「
ラ

　
　
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
形
年
上
学
的
悪
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
も
の
に
よ
り
提
鵠
さ
れ
る
問
題
に
自
然
論
的
弁
神
論
が
与
え
る
解
決
、
そ
れ
は
実
質
的
に
正
し
い

　
　
が
、
そ
の
解
決
を
身
体
的
悪
や
精
神
的
悪
に
不
当
に
も
拡
大
す
る
と
き
、
自
然
論
的
弁
神
論
は
真
の
問
題
を
は
ぐ
ら
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
切
．

　
　
い
蝉
ぴ
8
¢
ω
ω
Φ
“
麟
Φ
罵
⑦
ヒ
ご
帥
泣
。
．
ε
ヨ
①
畷
譲
無
吟
。
鳥
。
臥
①
鯨
踏
薦
。
甑
。
。
ヨ
ρ
や
ω
㎝
α
9
）
。
　
存
在
論
的
に
み
れ
ば
、
身
体
露
悪
や
糖
神
的
悪
が
人
問
の

　
　
内
部
に
存
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
べ
…
ル
が
問
う
の
は
、
　
コ
体
誰
が
そ
う
し
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
ベ
ー
ル
が
入
間
理
性
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
鯖
値
の
意
識
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
の
問
題
を
入
り
込
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
宇
宙
全
体
の
存
在
を
問
題
と
す
る
と
き
、
そ
の
観
点
や
視
野
は
ど
う
で
も
よ
い
が
、
人
間
の
価
値
意
識
の
場
合
に
は
個
々
の
見
地
が
特
権
的
で
究
極

　
　
の
も
の
で
、
無
視
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
の
み
入
闘
は
そ
の
感
ず
る
不
幸
に
つ
い
て
神
に
異
論
を
申
し
立
て
う
る
の
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
A
の
一
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正
統
派
の
立
場
、
2
は
ジ
ャ
ク
ロ
な
ど
の
合
理
神
学
者
の
立
場
、
B
の
一
は
合
理
神
学
者
の
内
の
ル
ク
レ
ー
ル
な

　
　
ど
の
と
る
立
場
、
2
は
ソ
ッ
チ
ー
二
派
の
立
場
で
あ
る
。
ベ
ー
ル
は
善
悪
二
原
理
論
を
と
る
。
こ
れ
は
二
重
真
理
に
導
く
も
の
と
考
え
ら
れ
た
（
国
◎

　
　
6
き
。
響
。
｝
ご
O
①
鈴
ヨ
ヨ
Φ
閣
Φ
ω
o
欝
弾
Φ
戸
b
d
輿
H
＜
’
℃
の
Q
。
“
H
含
）
。
し
か
し
、
彼
は
信
仰
。
理
性
を
口
器
の
真
理
と
し
て
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む

　
　
し
ろ
二
重
の
虚
偽
と
し
て
否
定
し
、
新
し
い
原
理
と
し
て
の
経
験
的
世
界
を
見
出
す
方
向
へ
進
む
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
こ
こ
で
経
験
に
は
、
変
化
す
る
世
界
の
経
験
と
キ
り
ス
ト
教
的
啓
示
の
経
験
と
の
二
つ
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
と
の

　
　
対
立
は
経
験
の
体
系
的
解
明
に
お
い
て
完
全
な
神
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
あ
る
　
（
○
●
O
讐
費
匂
霞
圃
ω
讐
＆
9
8
螺
細
く
①
話
Φ
｝
冨
簿
島
伽
。
象
。
伽
①
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二
　
摂
理
の
構
造

1
　
自
由
意
志
と
罪

　
　
　
神
の
善
性
と
罪
と
の
矛
盾
の
解
開
は
摂
理
の
事
実
的
構
造
、
人
間
の
自
由
と
神
の
協
力
と
の
関
係
の
解
明
を
要
求
す
る
。
ま
ず
、
神
の

　
　
協
力
を
う
け
て
い
る
人
間
が
、
な
お
罪
を
犯
す
自
由
意
志
を
も
つ
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。

　
　
　
ジ
ャ
ク
ロ
は
い
う
。
　
「
自
由
意
志
を
も
つ
自
由
な
存
在
は
啓
示
さ
れ
た
…
…
も
の
で
、
そ
の
優
越
性
と
価
値
と
は
、
そ
の
悪
用
か
ら
生

　
　
ず
る
遣
憾
な
結
果
よ
り
大
き
い
」
（
（
）
昂
　
H
一
囲
．
　
織
り
G
Q
■
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
入
間
は
自
曲
を
悪
用
も
善
用
も
す
る
意
志
を
も
ち
、
そ
の
行
使
の
仕
方

　
　
は
神
で
な
く
人
間
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
神
の
協
力
に
よ
り
「
人
間
の
意
志
が
不
断
に
不
可
欠
に
徳
に
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
由
意
志
を
傷
け
る
も
の
で
は
な

　
　
い
」
が
、
こ
の
世
界
で
は
そ
れ
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
と
彼
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
「
試
練
の
状
態
と
報
償
の
状
態
と
を
分
け
る
べ
き
」
（
○
．
譲
．

　
　
。
。
0
9
）
で
、
こ
の
鍵
界
で
は
、
意
志
の
自
由
だ
け
で
充
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
べ
…
ル
は
反
論
す
る
。
こ
の
世
界
の
罪
と
徳
と
の
原
因
が
自
由
意
志
の
み
に
あ
る
な
ら
、
　
「
キ
リ
ス
ト
の
死
、
天
使
の
神
聖
、
天
国
、

　
　
神
の
子
は
何
の
価
値
も
な
く
な
る
。
悪
魔
も
罪
で
な
く
、
神
へ
の
憎
し
み
も
罪
で
な
く
な
る
」
（
○
．
　
H
一
目
ワ
　
刈
り
り
・
）
。
罪
は
自
由
意
志
を
善
用

　
　
す
る
人
間
と
悪
用
す
る
人
間
と
の
問
に
成
立
す
る
人
間
的
規
定
に
す
ぎ
ず
、
神
へ
の
罪
は
な
く
な
る
。

　
　
　
神
の
協
力
に
つ
い
て
い
え
ば
、
　
「
試
練
の
状
態
に
お
い
て
も
罪
と
不
幸
と
の
な
い
方
が
神
の
善
と
塁
と
は
よ
り
大
き
い
」
。
ジ
ャ
ク
ロ

　
　
は
、
そ
う
で
な
い
の
が
試
練
の
状
態
だ
と
い
う
。
し
か
し
「
第
一
原
因
（
神
）
は
第
二
原
因
（
自
由
意
志
）
が
起
す
全
て
を
知
る
か
ら
、

179　
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189　
　
前
者
に
つ
い
て
は
試
練
の
状
態
は
あ
り
え
な
い
」
（
○
◆
譲
．
。
。
0
9
）
。
さ
ら
に
ジ
ャ
ク
ロ
は
、
試
練
の
状
態
で
は
善
用
も
悪
用
も
し
う
る
可

　
　
能
性
の
自
由
が
人
間
に
あ
る
と
い
う
が
、
「
神
は
無
用
な
も
の
を
造
ら
ぬ
…
…
ゆ
え
に
、
人
間
に
自
由
意
志
を
与
え
る
と
き
、
善
用
お
よ
び

　
　
悪
用
さ
れ
る
と
の
直
接
的
で
実
的
な
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
罪
も
徳
も
神
の
意
志
の
必
然
的
対
象
で
あ
り
」
（
ρ
目
轡
G
G
O
ρ
）

　
　
そ
こ
に
神
の
人
間
へ
の
協
力
が
あ
る
と
ベ
ー
ル
は
結
論
す
る
。

　
　
　
管
理
神
学
者
ジ
ャ
ク
ロ
は
、
偶
然
的
事
象
の
選
択
に
つ
い
て
人
間
の
自
由
を
全
面
的
に
認
め
て
神
の
予
知
を
否
定
す
る
ソ
ッ
チ
ー
二
派

　
　
に
な
る
の
を
避
け
て
、
　
「
偶
然
的
事
象
の
原
因
（
自
由
意
志
）
は
そ
れ
自
身
で
は
雰
決
定
で
あ
る
に
し
ろ
、
神
の
知
に
お
い
て
は
決
定
さ

　
　
れ
て
い
る
し
（
○
」
目
G
。
0
9
）
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
合
理
神
学
者
の
不
徹
底
と
矛
盾
が
あ
る
と
ベ
ー
ル
は
攻
撃
す
る
。
す
な

　
　
わ
ち
自
由
意
志
の
使
用
を
神
の
賜
物
と
す
れ
ば
、
人
間
は
意
志
的
に
罪
を
犯
し
て
も
神
の
命
に
従
い
善
で
あ
り
、
神
の
命
に
従
い
善
を
行

　
　
っ
て
も
窃
由
意
志
を
使
用
せ
ず
罪
を
犯
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
行
為
は
「
自
由
で
あ
っ
て
そ
う
で
な
く
、
道
徳
的
に
善
ま
た
は
悪

　
　
で
あ
っ
て
そ
う
で
な
い
こ
と
に
な
る
」
（
ρ
霞
．
c
。
O
卜
。
薗
）
。

　
　
　
こ
の
矛
鷹
を
な
く
す
た
め
に
は
、
神
が
す
べ
て
を
必
然
化
す
る
と
の
べ
！
ル
の
立
場
に
た
ち
、
自
由
意
志
を
否
定
し
理
性
を
す
て
て
信

　
　
仰
に
生
き
る
初
期
改
革
者
に
同
調
す
る
か
、
逆
に
神
の
予
知
を
否
定
す
る
合
理
的
な
ソ
ッ
チ
ー
二
派
に
与
す
る
か
で
あ
る
。
正
統
派
の
仮

　
　
面
の
下
に
ベ
ー
ル
は
、
合
理
神
学
者
の
論
は
「
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
ソ
ッ
チ
！
二
派
の
異
端
を
強
化
す
る
疑
い
が
あ
る
」
（
（
）
●
　
H
岡
囲
●
　
刈
¢
①
●
）

　
　
と
結
論
す
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ジ
ャ
ク
ロ
の
論
を
肯
定
し
つ
つ
、
そ
の
矛
盾
を
見
越
し
て
よ
り
論
理
的
に
整
備
す
る
。
人
間
は
神
の
完
全
性
を
う
け

て
善
に
向
う
と
と
も
に
、
無
か
ら
生
じ
不
完
全
で
罪
を
犯
し
う
る
。
完
全
な
神
は
善
の
み
の
原
因
で
、
　
「
罪
の
近
接
原
因
は
自
由
意
志
に

あ
る
」
（
（
｝
幽
　
ノ
㍉
H
．
　
卜
O
c
O
G
Q
■
）
。
そ
れ
ゆ
え
漫
界
に
お
い
て
「
神
は
人
間
を
自
由
意
志
に
委
ね
た
」
（
O
’
＜
H
■
邸
。
。
①
．
）
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

自
由
意
志
は
完
全
性
に
向
い
神
に
従
う
か
逆
に
叛
く
か
に
よ
り
、
徳
と
罪
と
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
自
由
意
志
の
善
用
悪
用
は
人
間
の
間



で
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
そ
の
結
果
は
神
へ
の
罪
ま
た
は
徳
と
な
る
の
を
免
れ
え
な
い
。

　
神
の
協
力
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
善
な
る
神
は
人
間
に
意
志
を
善
用
す
る
自
由
の
み
な
ら
ず
「
善
用
す
る
手
段
」
を
さ
え

与
え
て
い
る
。
神
は
人
間
が
こ
の
手
段
を
用
い
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
ベ
ー
ル
は
い
う
が
、
　
「
被
造
物
が
そ
れ
ほ
ど
の
完
全
性
を
も

つ
必
然
性
は
な
い
」
（
（
甲
．
　
ノ
N
H
・
　
H
刈
Q
O
．
）
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
結
論
す
る
。
神
は
善
の
み
を
め
ざ
し
た
。
　
「
罪
人
は
罪
を
改
め
う
る
の
に
改
め
な
い
」
の
で
は
な
く
、
恩
寵
が
与
え

ら
れ
て
さ
え
い
る
の
に
、
あ
え
て
頼
ら
な
い
の
で
あ
る
（
O
。
＜
H
．
b
。
謡
．
）
。
神
は
人
間
に
自
由
の
悪
用
を
許
し
た
が
、
人
髪
へ
の
協
力
に

お
い
て
為
し
う
る
す
べ
て
を
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
ベ
ー
ル
は
反
駁
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
手
段
」
の
概
念
を
入
れ
て
、
矛
盾
の
解
決
を
ひ
き
の
ば
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
彼
も
自
由
か

ら
生
れ
る
徳
と
と
も
に
、
恩
寵
の
及
ば
ぬ
罪
を
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
善
悪
二
原
理
を
肯
定
し
、
神
の
善
を
欄
限
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
罪
は
単
に
許
容
さ
れ
た
も
の
で
、
神
の
無
限
の
知
に
お
い
て
は
「
悪
徳
は
神
の
手
段
で
、
目
的
で
は
な
い
〕
（
○
■

＜
轡
b
。
毅
）
と
い
う
。
こ
こ
で
ベ
ー
ル
の
反
論
は
真
の
意
味
を
も
つ
。
神
は
善
の
呂
的
の
た
め
に
罪
を
方
法
と
し
た
。
「
徳
と
同
様
に
悪
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
劇
造
の
目
的
に
適
う
な
ら
、
そ
れ
は
神
の
用
い
る
唯
一
の
方
法
で
あ
り
必
然
的
で
あ
る
」
（
○
．
霞
．
。
。
ド
こ
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
啓
え
る
。
ベ
ー
ル
は
急
ぎ
す
ぎ
て
い
る
。
彼
の
問
題
に
は
賛
成
だ
が
結
論
に
は
反
対
で
あ
る
。
　
「
こ
こ
で
は
、
神
の

協
力
下
に
あ
る
被
造
物
と
し
て
神
に
依
存
す
る
者
の
意
志
の
生
産
や
そ
の
普
遍
的
原
因
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
神
が
わ
れ

わ
れ
に
善
き
意
志
を
与
え
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
悪
用
す
る
と
き
の
意
志
作
用
の
理
由
や
、
そ
れ
に
対
し
神
が
用
い
た
仕
方
が
問
題
で
あ

る
。
善
用
す
る
か
悪
用
す
る
か
は
わ
れ
わ
れ
の
作
用
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
自
発
性
を
傷
つ
け
ず
に
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
よ
う
に

行
わ
せ
て
い
る
理
由
が
あ
る
し
。
神
が
協
力
す
る
そ
の
仕
方
、
個
々
の
意
志
作
用
を
決
定
す
る
理
由
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
べ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ル
が
こ
の
問
題
に
容
え
ず
、
す
べ
て
を
神
に
帰
す
の
は
、
こ
こ
で
は
何
の
役
に
も
た
た
な
い
」
（
（
甲
・
　
＜
H
。
　
M
W
㊤
ら
Q
・
）
。
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ベ
ー
ル
は
、
罪
の
事
実
の
一
切
の
青
〔
任
は
神
に
あ
る
と
い
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
究
極
的
に
神
に
あ
る
に
せ
よ
、
神
の
協
力
の
仕
方

や
意
志
決
定
の
理
由
を
考
察
せ
ず
に
神
に
責
任
を
帰
す
の
は
、
神
の
賜
物
の
自
然
の
光
を
無
視
す
る
誤
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
。
ベ
ー
ル

は
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
神
は
罪
の
精
神
的
原
因
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ぬ
。

　
問
題
は
、
摂
理
に
悪
が
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
悪
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
精
神
的
に
善
で
あ
る
か
で
あ
る
。
神
は
罪
の
精
神
的
原

囚
で
あ
る
か
の
論
争
は
何
が
善
ま
た
は
悪
か
の
論
争
で
は
な
く
、
善
ま
た
は
悪
と
は
何
か
の
論
争
で
あ
る
。

H
　
罪
の
精
神
的
原
因

　
ジ
ャ
ク
ロ
は
い
う
。
摂
理
に
お
け
る
神
の
協
力
と
は
、
人
間
が
「
永
遠
の
至
福
を
渇
望
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
（
○
．
丸
い
G
。
O
野
）
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
で
神
は
人
間
を
善
ま
た
は
悪
に
麟
定
せ
ず
、
自
由
な
能
力
を
与
え
た
。
人
闘
が
不
完
全
で
あ
る
か
ぎ
り
、
至
福
に
い
た
る

た
め
に
は
、
「
決
し
て
罪
を
犯
さ
ぬ
人
間
に
あ
っ
て
も
、
罪
を
犯
す
能
力
は
無
用
で
は
な
い
」
（
○
．
鷺
「
c
。
8
噂
）
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、

神
を
罪
の
精
神
的
原
因
と
す
る
論
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
誤
で
あ
る
。
　
「
人
間
の
内
に
徳
が
あ
る
た
め
に
は
、
人
間
が
罪
を
犯
し
う
る
こ

と
が
必
然
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
罪
を
署
す
こ
と
は
必
然
的
で
な
い
し
（
○
’
凝
固
●
O
Q
O
蒔
噛
）
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
神
は
傍
観
者
で
は
な
い
。
個
々
の
行
為
に
介
入
し
、
自
由
を
悪
用
す
る
岩
を
不
幸
に
し
て
警
告
し
善
に
向
わ
せ
、
善
用
す
る
者

を
幸
に
し
て
一
層
善
を
す
す
め
、
十
分
に
教
育
し
て
い
る
（
ρ
臼
．
c
。
ち
9
）
。
神
は
自
由
の
使
用
に
対
し
十
分
の
対
策
を
立
て
て
い
る
か

ら
、
人
間
が
自
由
を
い
か
に
用
い
る
に
せ
よ
「
神
の
最
大
の
栄
光
に
貢
献
せ
ぬ
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
○
．
顛
．
c
。
0
9
）
。

　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
神
の
善
性
は
無
限
で
あ
る
か
ら
、
人
閥
へ
の
協
力
に
お
い
て
も
「
考
え
う
る
最
大
の
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
人
間
に
事
実
と
し
て
の
幸
福
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
閥
が
自
由
を
用
い
て
不
幸
に
な
る
の
が
確
実
に
知
れ
て
い
る
の
に
、
そ

れ
を
与
え
る
の
は
（
そ
れ
を
使
う
者
が
破
滅
す
る
の
を
承
知
の
上
で
、
立
派
な
賜
物
を
敵
に
与
え
る
の
が
悪
を
行
う
巻
の
常
套
手
段
で
あ



る
と
す
れ
ば
）
神
の
善
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
善
用
さ
れ
る
に
し
ろ
悪
用
も
さ
れ
る
自
由
を
与
え
る
神
は
、
罪
の
精
神
的
原
因
し
か
も
責

任
を
逃
れ
ん
と
す
る
陰
険
な
精
神
的
原
因
で
、
罪
の
悪
質
な
創
造
者
で
あ
る
。

　
神
が
禽
由
の
悪
用
に
対
策
を
立
て
て
い
る
に
せ
よ
、
事
実
と
し
て
悪
用
さ
れ
て
い
る
。
　
「
教
育
や
報
償
や
脅
迫
は
成
功
の
希
望
の
あ
る

と
き
に
い
え
る
の
で
、
不
可
避
の
失
敗
が
明
ら
か
な
と
き
に
は
無
意
味
で
あ
り
」
（
ρ
臼
「
G
◎
戸
ρ
）
、
神
は
善
の
精
神
的
原
因
で
は
な
い
。

　
ジ
ャ
ク
ロ
に
よ
れ
ば
、
罪
の
事
実
を
知
る
人
間
理
性
と
至
福
の
事
実
の
み
を
知
る
神
的
悟
性
と
が
こ
の
徴
界
の
摂
理
で
は
な
く
、
前
者

を
後
者
に
導
く
最
も
適
し
た
方
法
を
選
ぶ
神
の
智
、
教
育
の
原
理
が
摂
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
に
現
わ
れ
る
事
実
と
し
て
の
幸
不
幸

で
は
な
く
、
そ
れ
が
神
の
智
の
法
則
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
が
善
悪
の
真
の
墓
準
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
神
は
個
人
個
人
と
「
特
殊
的
契
約
」
に
よ
り
結
合
さ
れ
て
い
な
い
に
し
ろ
、
ま
た
「
神
は
摂
理
の
配
る
領
域
に
閉

じ
こ
め
ら
れ
て
い
な
い
に
し
ろ
、
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
そ
れ
の
み
に
心
を
配
る
と
き
と
岡
谷
に
注
意
し
て
い
る
」
（
ρ
躊
磨
G
o
ミ
・
）
。
そ

れ
ゆ
え
神
は
宇
宙
全
体
の
善
と
と
も
に
、
個
人
偲
入
に
そ
の
幸
を
実
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
が
事
実
と
し
て
認
め
る
幸
不
幸
が
善
悪

の
基
準
で
あ
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ジ
ャ
ク
ロ
に
同
調
し
て
い
う
。
神
は
人
間
が
罪
の
内
に
止
ま
ら
ぬ
よ
う
に
そ
の
分
に
応
じ
て
完
全
な
も
の
、
究
極
的

　
　
に
至
福
に
向
う
意
志
を
与
え
て
い
る
（
P
＜
い
お
楠
9
）
。
意
志
は
、
至
福
に
い
た
る
能
力
と
し
て
、
善
悪
を
選
び
う
る
偶
然
的
自
由
の
み

　
　
で
な
く
、
完
全
性
を
め
ざ
し
て
変
化
す
る
内
的
作
用
原
理
で
あ
る
自
発
的
自
由
を
も
つ
（
（
甲
．
　
ノ
㍉
囲
’
　
込
O
G
O
り
．
）
。

　
　
　
神
は
自
由
の
善
用
と
悪
用
と
に
対
し
、
そ
れ
に
論
じ
た
賞
罰
を
必
ず
与
え
て
人
間
の
行
為
に
介
入
す
る
と
い
う
点
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　
は
ジ
ャ
ク
ロ
に
賛
成
す
る
。
摂
理
に
お
い
て
手
段
と
し
て
の
賞
罰
は
神
に
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
ベ
ー
ル
に
対
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は

　
　
「
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
善
悪
は
こ
の
手
段
の
助
け
に
よ
っ
て
の
み
起
る
。
も
し
鋳
貨
事
が
必
然
的
と
い
う
な
ら
、
こ
の
手
段
は
そ
れ
を

　
　
必
然
的
に
す
る
凍
因
の
部
分
で
あ
る
」
「
罰
の
恐
怖
と
報
償
の
希
望
と
が
入
間
に
悪
を
止
め
さ
せ
、
善
に
向
わ
せ
る
よ
う
」
（
○
●
≦
．
置
O
◆
）

吻　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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に
し
て
神
は
協
力
す
る
、
と
い
う
。

　
　
　
こ
こ
で
も
神
の
予
知
と
人
間
の
自
由
と
の
矛
盾
が
生
ず
る
と
ベ
ー
ル
は
い
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
容
え
る
。
神
の
知
に
お
け
る
決
定
性

　
　
は
人
間
の
自
由
を
必
然
化
せ
ず
、
た
だ
神
に
「
そ
の
決
定
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
」
、
「
神
の
予
知
そ
の
も
の
は
未
来
の

　
　
偶
然
的
事
象
の
決
定
に
何
も
つ
け
加
え
な
い
」
。
し
か
し
摂
理
に
お
い
て
「
決
定
さ
れ
る
事
実
を
神
が
予
見
し
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、

　
　
そ
れ
が
起
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
」
（
P
＜
い
冨
G
。
■
お
ε
。
枇
界
の
一
切
の
「
事
実
は
神
の
善
や
智
に
関
し
て
は
無
差
別
（
に
自
由
）
で

　
　
は
あ
り
え
な
い
」
（
O
写
く
H
●
b
⊃
H
Q
O
・
）
。
ジ
ャ
ク
ロ
の
言
う
よ
う
に
人
間
は
い
か
に
自
由
に
決
定
し
て
も
必
然
的
に
神
の
智
に
合
し
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
、
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
独
自
な
仕
方
で
説
降
す
る
、
以
上
の
罪
の
必
然
性
と
神
の
善
性
と
は
矛
盾
し
な
い
。
神
が
善
を
実
現
す

　
　
る
智
に
よ
り
こ
の
世
界
を
選
ん
だ
と
の
「
仮
定
に
立
っ
て
の
み
」
罪
が
必
然
的
に
生
ず
る
。
罪
は
、
善
が
実
現
さ
れ
る
と
の
仮
定
に
お
い

　
　
て
の
み
必
然
化
さ
れ
る
「
仮
定
的
必
然
性
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
罪
は
神
の
善
性
に
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
神
の
善
性
の
「
証
し
」

　
　
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
悪
の
基
準
ほ
神
の
智
の
法
則
に
あ
り
、
人
血
の
行
為
は
そ
の
結
果
に
お
い
て
で
は
な
く
、
摂
理
に
合
致
す
る

　
　
か
否
か
の
自
発
的
意
図
に
よ
り
善
悪
が
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
神
と
人
問
と
の
善
悪
は
異
な
り
、
賞
罰
は
無
意
味
に
な
る
と
の
反
論
に
対
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
事
え
る
。
罰
が
悪
か
ら
背

　
　
か
せ
る
に
役
立
た
ず
、
賞
が
善
を
す
す
め
る
に
役
立
た
な
く
て
も
、
罪
は
必
ず
罰
を
伴
い
、
善
は
必
ず
賞
を
伴
う
よ
う
予
め
定
め
ら
れ
た

　
　
法
則
が
成
立
し
て
い
る
。
仮
定
的
必
然
に
よ
り
行
う
者
は
も
ち
ろ
ん
、
　
「
た
と
え
絶
対
的
必
然
に
よ
り
行
う
者
が
あ
っ
た
と
し
て
も
（
そ

　
　
の
岩
に
は
適
用
さ
れ
る
と
思
え
ぬ
に
し
ろ
）
や
は
り
四
種
の
正
義
一
種
の
賞
罰
が
あ
る
。
そ
れ
は
悪
へ
の
刑
罰
・
見
せ
し
め
・
謝
罪
と
か

　
　
を
目
的
と
せ
ぬ
正
義
で
あ
る
。
こ
の
正
義
は
悪
い
行
為
が
購
い
と
し
て
或
る
償
い
を
要
求
す
る
適
合
性
に
の
み
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
（
○
●

　
　
＜
目
■
障
ド
）
。

　
　
　
適
合
性
の
正
義
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
神
は
善
の
仮
定
の
下
に
罪
を
必
然
化
し
た
。
し
か
し
罪
を
そ
の
ま
ま
に
す
れ
ば
、
智
の

　
　
法
則
は
罪
を
構
成
要
素
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
神
は
罪
に
適
合
し
た
罰
を
与
え
て
償
わ
せ
、
神
の
智
の
善
な
る
法
鋼
が
成
立
す
る



よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
善
悪
を
幸
不
幸
と
同
一
視
す
る
ベ
ー
ル
は
「
非
常
に
狭
く
限
ら
れ
た
嘉
事
を
も
ち
、
神
の
計
画
を
自
分
た
ち

だ
け
の
利
害
に
還
元
」
し
て
い
る
。
「
ベ
ー
ル
疑
の
誤
は
、
人
間
社
会
を
宇
宙
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
、
そ
の
城
壁
の
内
に
閉
じ
こ
も
る
」

こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
「
神
の
作
昂
を
批
判
す
る
に
は
、
全
宇
宙
に
お
い
て
被
造
物
が
梢
互
に
も
つ
関
係
結
合
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
、

そ
う
す
れ
ば
「
こ
の
宇
宙
が
全
能
者
の
無
限
な
智
に
完
全
に
答
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
」
（
（
甲
「
　
ノ
㍉
岡
●
　
N
O
蒔
●
　
卜
o
O
q
●
）
。

　
ベ
ー
ル
は
反
論
す
る
、
　
「
ア
ダ
ム
の
堕
落
が
天
国
の
法
則
に
ど
れ
ほ
ど
善
で
あ
っ
た
の
か
…
…
、
ア
ダ
ム
の
罪
ゆ
え
に
地
上
全
体
が
悪

　
　
（
3
）

に
な
っ
た
」
（
ρ
H
H
り
。
。
H
ご
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
こ
で
、
全
宇
宙
の
概
念
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
現
世
の
み
な
ら
ず
来
世
の
至
福
を
考

慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
、
神
の
善
性
を
守
ろ
う
と
す
る
。
ベ
ー
ル
は
い
う
。
わ
れ
わ
れ
に
解
り
も
せ
ぬ
来
世
の
こ
と
を
論
拠
と
す

る
の
は
、
問
題
を
ご
ま
か
す
こ
と
で
、
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

　
両
者
の
論
争
は
、
経
験
さ
れ
る
罪
の
個
別
的
事
実
の
内
に
い
る
人
間
が
、
い
か
に
し
て
善
な
る
神
の
普
遍
的
法
則
を
知
り
う
る
か
、
い

か
に
し
て
そ
の
善
に
向
い
突
現
し
う
る
か
、
に
移
る
。

　
ベ
ー
ル
は
、
儒
仰
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
意
志
の
自
由
な
決
定
に
お
い
て
、
神
の
普
遍
的
法
則
が
最
善
の

も
の
を
指
定
す
る
そ
の
「
理
由
」
を
見
出
し
、
そ
れ
に
従
う
よ
う
に
理
性
的
に
決
定
す
る
「
判
断
の
自
由
」
が
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
自
由
意
志
の
決
定
が
い
か
に
行
わ
れ
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

皿
　
自
由
意
士
心
の
決
定
理
由

923

ジ
ャ
ク
ロ
は
い
う
。
す
べ
て
の
事
実
は
孤
立
せ
ず
神
の
智
の
法
則
に
従
い
、
さ
ま
ざ
ま
に
配
置
さ
れ
た
環
境
の
内
に
あ
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九

そ
こ
で
人
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聞
が
自
由
に
選
ぶ
と
き
、
　
「
人
間
の
五
清
の
傾
向
と
環
境
の
配
置
と
が
、
神
に
人
間
の
選
択
を
誤
り
な
く
知
ら
せ
る
」
（
O
昌
芦
闘
鶏
。
．
）
。

　
　
も
ち
ろ
ん
神
が
人
間
に
従
う
の
で
は
な
く
、
神
は
「
適
当
と
思
う
所
へ
、
わ
れ
わ
れ
を
導
く
確
実
で
誤
の
な
い
方
法
を
も
つ
」
（
○
・
瓢
．

　
　
c
。
O
ご
。
な
ぜ
な
ら
「
神
は
人
間
の
心
情
、
そ
の
傾
向
、
そ
の
す
べ
て
の
環
境
の
主
で
、
人
間
の
自
由
を
傷
つ
け
ず
に
…
…
神
の
気
に
い

　
　
る
よ
う
誤
り
な
く
導
く
」
（
凶
賦
鐸
）
か
ら
で
あ
る
。
意
志
決
定
へ
の
神
の
協
力
は
環
境
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
環
境
に
示
さ
れ
る
神
の
意
図
と
理
由
は
神
の
栄
光
と
人
間
の
善
で
あ
る
。
一
方
人
間
は
「
存
在
の
た
め
に
も
行
動
の
た
め
に
も
創

　
　
惚
者
に
依
存
し
て
い
る
と
は
い
え
、
私
（
愚
問
）
は
私
の
行
動
範
囲
に
お
い
て
欲
す
る
こ
と
を
行
う
の
を
明
晰
判
闘
に
認
識
し
感
覚
す
る
。

　
　
ゆ
え
に
私
は
自
由
で
あ
る
」
（
ρ
瓢
磨
憩
Q
O
9
）
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
環
境
の
内
で
の
意
志
決
定
に
お
い
て
、
神
の
智
の
法
燈
が
示
す
理
由

　
　
を
認
識
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
決
定
し
て
し
か
も
自
由
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
心
情
の
傾
向
と
環
境
の
配
置
と
が
神
に
人
間
の
選
択
を
誤
り
な
く
知
ら
せ
る
な
ら
、
　
「
意
志
の
決
定
に
お
い
て
、
人

　
　
間
の
心
情
や
環
境
の
諸
傾
向
に
必
然
的
結
合
が
あ
る
こ
と
な
し
に
は
、
神
が
そ
れ
を
決
定
す
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
」
（
○
．
　
H
目
囲
ゆ
　
刈
⑩
込
○
．
）
。

　
　
人
間
の
意
志
は
そ
の
環
境
の
内
で
自
由
で
は
な
い
。
意
志
へ
の
協
力
に
お
い
て
「
神
は
環
境
を
支
配
し
分
配
し
結
合
し
、
非
合
室
的
恩
寵

　
　
に
よ
り
、
事
象
を
不
可
誤
に
す
る
は
ず
で
あ
る
」
（
（
）
’
　
囲
目
回
■
　
G
Q
O
G
Q
■
）
。

　
　
　
環
境
は
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
神
の
意
図
と
理
由
は
示
さ
れ
て
お
り
、
人
間
は
そ
の
環
境
に
お
い
て
の
か
ぎ
り
そ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔓
）

　
　
実
を
幽
趣
熟
苗
に
認
識
し
う
る
。
し
か
し
そ
の
明
証
は
神
の
明
証
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
環
境
は
別
の
環
境
の
一
つ
の
特
殊
的
事
実

　
　
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
神
の
理
由
を
明
証
に
知
る
こ
と
は
入
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
神
は
一
つ
の
永
遠
真
理
の
法
則
に
従
い
世
界
の
全
事
象
を
麦
配
す
る
。
金
能
の
神
は
「
事
物
の
（
永
遠
）
真

理
、
本
質
に
関
し
て
も
自
由
な
翻
造
巻
」
（
（
甲
’
　
＜
囲
脅
　
b
Q
卜
○
卜
Q
■
）
と
し
て
徴
界
に
介
入
し
、
被
造
物
を
一
度
定
め
た
法
則
か
ら
外
し
、
一
般
法

則
す
ら
破
り
う
る
と
の
反
論
に
対
し
、
彼
は
答
え
る
。
事
物
の
本
質
は
「
神
が
創
造
す
る
前
に
本
性
上
そ
の
よ
う
で
あ
る
」
（
（
甲
．
　
＜
H
．
　
邸
笛
ω
．
）
。
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神
の
意
志
は
、
ど
の
世
界
を
永
遠
真
理
の
内
か
ら
選
ぶ
か
に
よ
り
事
物
を
皮
配
す
る
が
、
事
物
の
本
性
に
は
関
し
な
い
。
神
は
、
　
一
度
実

現
す
れ
ば
事
物
の
本
性
に
従
っ
て
皮
配
し
そ
れ
を
変
え
な
い
。
「
今
と
な
っ
て
変
え
れ
ば
、
神
の
智
は
そ
こ
な
わ
れ
る
」
（
P
＜
轡
δ
轡
）
。

　
そ
れ
で
は
神
も
琶
界
も
同
じ
必
然
的
法
則
に
従
う
と
の
反
論
に
対
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
る
、
そ
れ
は
無
限
数
の
可
能
的
世
界
か

ら
一
つ
を
選
ん
だ
と
の
仮
定
に
お
い
て
の
必
然
性
で
、
永
遠
真
理
の
領
野
に
お
い
て
も
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
「
偶
然
的
事
象
は
そ
の
ま

ま
自
由
で
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」
（
の
●
＜
囲
．
這
O
．
）
。
し
か
し
、
神
が
一
つ
の
偶
然
的
世
界
を
選
び
、
　
「
そ
の
秩
序
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
理
由
は
神
の
悟
性
の
内
に
見
繊
さ
れ
る
」
（
O
σ
＜
H
．
鵠
¢
■
）
。

　
こ
の
理
由
が
神
の
智
の
法
鋼
で
、
こ
の
世
界
が
実
現
す
る
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
が
そ
の
意
志
に
よ
り
偶
然
約
事
象
を
選
ぶ
と

き
に
も
、
そ
れ
を
選
び
決
定
す
る
理
由
、
「
そ
れ
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
あ
り
別
の
よ
う
に
な
い
か
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
説
明
で
き
る
…
…
決
定

理
由
の
原
理
」
（
○
●
＜
周
●
冨
δ
が
あ
る
。

　
人
間
が
あ
る
事
象
を
選
ぶ
と
き
、
そ
の
よ
う
に
「
意
志
に
選
択
を
行
わ
せ
る
優
越
的
理
由
と
い
う
も
の
が
常
に
あ
る
」
（
一
ぴ
置
■
）
。
し
か

し
、
こ
の
理
由
に
よ
り
「
意
志
は
常
に
そ
れ
が
傾
い
て
い
る
方
に
決
定
す
る
が
、
そ
う
す
る
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
　
（
○
．

＜
U
お
①
・
）
。
「
こ
の
理
由
が
意
志
を
傾
か
せ
る
だ
け
で
強
い
な
い
と
き
に
は
意
志
は
立
派
に
薄
薄
を
保
つ
」
（
（
｝
’
　
ノ
N
｛
．
　
H
込
り
“
◎
）
。
な
ぜ
な
ら
、

偶
然
的
事
象
を
選
ぶ
と
き
、
こ
の
事
象
の
も
つ
法
鋼
的
連
関
に
お
い
て
、
意
志
は
「
そ
の
急
診
の
状
態
に
予
決
さ
れ
、
彼
方
へ
で
な
く
此

方
へ
傾
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
（
｝
噛
　
く
同
b
　
H
邸
り
り
）
が
、
こ
の
法
淫
心
運
関
も
「
原
盤
結
果
の
連
鎖
も
自
由
な
行
為
を
傾
か
せ
る
だ
け

で
強
い
な
い
。
優
越
的
な
傾
き
が
常
に
結
果
と
し
て
現
れ
る
と
の
格
率
を
わ
き
か
ら
加
え
ね
ば
、
因
果
の
速
鎖
は
仮
定
的
必
然
に
さ
え
な

ら
な
い
」
（
（
甲
．
　
ノ
N
｛
．
　
H
G
Q
郎
3
．
）
か
ら
で
あ
る
。

　
人
間
は
事
象
の
選
択
に
お
い
て
、
事
象
を
麦
配
す
る
法
則
を
通
じ
、
そ
の
十
分
な
決
定
理
由
を
理
性
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
に
傾
け
ら
れ
従
い
な
が
ら
自
由
に
決
定
す
る
判
断
の
自
由
を
も
つ
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
人
聞
が
神
の
法
則
を
認
識
す
る
理
性
を
も
つ
の
は
、
人
間
に
「
神
の
像
で
あ
る
知
性
が
与
え
ら
れ
、
人
間
が

　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
べ
…
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一



926

　
　
　
　
哲
学
研
究
第
　
五
百
二
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

小
宇
宙
篇
（
○
。
＜
拐
お
ご
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
神
的
悟
性
は
無
限
で
人
間
理
性
は
有
限
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
事
象
が
理
性
的

に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
が
、
「
ど
う
決
定
し
て
い
る
か
、
何
が
予
見
さ
れ
て
い
る
か
は
解
ら
な
い
」
。
そ
こ
で
人
間
は
可
能

な
か
ぎ
り
「
神
の
与
え
た
理
性
に
従
い
、
神
の
命
じ
た
法
皇
に
よ
っ
て
義
務
を
果
た
し
、
後
は
心
を
平
静
に
し
て
結
果
を
神
に
委
ね
る
の

が
一
番
い
い
」
（
（
甲
◆
　
＜
矧
’
　
ド
G
o
腿
り
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
と
べ
…
ル
は
い
う
、
人
間
が
認
識
し
う
る
の
は
個
別
的
事
実
の
特
殊
的
な
経
験
の
み
で
あ
り
、
神
の
理
由
の
認
識
は
理

性
と
は
別
の
儒
仰
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
二
人
の
対
立
は
、
摂
理
の
麦
配
す
る
世
界
の
内
で
人
閤
は
い
か
な
る
範
誤
で
自
由
を
も
つ
か
、
そ
の
自
由
は
い
か
な
る
も
の
か
の
根
本

的
な
問
題
に
向
う
。

　
合
理
神
学
者
の
ベ
ー
ル
へ
の
非
難
の
意
図
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
1
正
統
派
の
仮
面
の
下
に
ベ
ー
ル
は
神
の
全
知
を
極
端
に
拡
大
し
、

神
は
偉
界
を
絶
対
的
必
然
性
に
よ
り
麦
配
す
る
と
い
う
。
こ
の
と
き
彼
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
同
様
に
神
と
世
界
と
を
同
一
と
し
、
神
も
こ
の
世

界
の
必
然
性
に
従
属
す
る
と
の
宿
命
論
に
与
し
、
神
の
全
能
を
除
き
、
超
越
的
神
性
を
否
定
し
、
神
へ
の
「
不
敬
震
」
を
肯
定
す
る
悪
意

を
も
っ
て
い
る
。
2
他
方
逆
に
、
神
の
全
能
を
強
調
し
、
　
一
切
の
法
則
に
拘
束
さ
れ
ぬ
自
由
、
理
性
に
反
す
る
自
由
を
認
め
る
。
彼
は
、

神
の
自
由
を
無
差
別
の
自
由
と
し
、
摂
理
の
不
可
解
性
を
導
く
。
そ
し
て
こ
の
信
仰
至
上
主
義
の
仮
面
の
下
に
、
神
へ
の
信
仰
は
人
間
に

い
か
に
矛
厨
や
悪
徳
を
も
つ
と
思
わ
れ
て
も
、
理
性
を
す
て
て
儒
じ
る
の
を
要
求
す
る
と
主
張
し
、
神
を
不
可
解
な
怪
物
、
憎
悪
と
罪
悪

の
対
象
と
す
る
悪
意
を
も
っ
て
い
る
。

　
含
理
神
学
者
は
い
う
。
ベ
ー
ル
が
カ
ト
リ
ッ
ク
的
迷
信
に
対
立
さ
せ
た
理
性
は
、
啓
示
さ
れ
た
一
切
の
奥
義
を
否
定
す
る
「
理
神
論
的

理
性
」
で
あ
り
、
ソ
シ
ニ
ア
ン
的
理
性
に
対
立
さ
せ
た
懐
妊
は
、
異
教
の
「
狂
儒
的
信
仰
」
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
こ
の
非
難
に
答
え
ず
、
た
だ
こ
の
非
難
を
相
手
に
投
げ
か
え
す
。
合
理
神
学
者
は
、
人
間
が
自
由
を
い
か
に
用
い
よ
う
と
神
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の
霞
的
に
合
致
せ
ぬ
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、
善
悪
は
人
間
の
判
断
を
越
え
、
神
の
意
図
に
合
す
る
か
否
か
の
信
仰
に
よ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
人
間
理
性
に
と
っ
て
神
は
不
幸
の
源
、
憎
悪
の
対
象
と
な
る
と
も
信
じ
よ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
彼
ら
に
よ
れ
ば
、

神
は
自
由
の
使
用
を
人
間
に
委
ね
、
使
用
後
に
神
の
立
場
か
ら
賞
罰
を
行
う
。
神
は
麦
畠
者
と
し
て
無
力
で
あ
る
の
に
立
法
者
と
し
て
勝

手
に
ふ
る
ま
う
専
制
鷺
主
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
闘
が
従
う
べ
き
善
悪
の
基
準
は
理
性
の
み
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
1
囁
｝
」
…
囁
、
ー
ー
ー
i
一
…
コ
…
．
r
…
一
F
」
r
ー
ー
ー
－
…
　
O
　
－
i
一
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
ー
ト

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
と
の
対
立
は
、
理
性
と
経
験
と
の
関
係
の
周
り
に
展
開
す
る
が
、
ベ
ー
ル
の
い
う
経
験
は
特
殊
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
理
性
が
そ
の
論
証
を
す
す
め
る
か
ぎ
り
理
性
の
真
理
は
信
仰
の
真
理
と
合
致
す
る
。
ま
た
「
誤
想
は
啓
示
に

基
づ
く
奇
蹟
を
見
た
人
々
の
経
験
に
依
存
」
す
る
。
こ
の
か
ぎ
り
理
性
と
儘
仰
と
経
験
と
は
合
致
す
る
。
啓
示
を
見
ぬ
人
々
の
信
仰
の
経

験
は
誤
り
う
る
が
、
　
「
経
験
の
与
え
た
真
理
を
繋
ぐ
纒
利
を
も
つ
」
（
（
甲
．
　
～
N
H
●
　
軽
Φ
．
）
理
性
の
支
配
を
う
け
れ
ば
、
信
仰
と
理
性
と
経
験
と

は
含
致
す
る
。

　
べ
…
ル
は
い
う
。
信
仰
は
神
が
各
人
の
良
心
に
直
接
与
え
る
経
験
で
あ
る
。
有
限
な
人
間
理
性
は
無
限
な
神
的
悟
性
と
は
異
質
で
、
信

仰
は
理
性
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
経
験
と
理
性
と
は
合
致
し
な
い
。

　
し
か
し
、
と
ベ
ー
ル
は
続
け
る
、
人
間
の
情
念
が
良
心
を
曇
ら
し
経
験
を
誤
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
の
吟
味
が
必
要
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
理
性
の
推
論
も
誤
り
う
る
か
ら
、
理
性
の
帰
結
は
経
験
の
検
証
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
「
感
覚
に
先
立
つ
理
姓
」

と
「
感
覚
に
従
う
理
性
」
と
を
区
別
す
る
（
（
）
●
　
H
囲
・
　
b
φ
G
Q
悼
■
）
。
で
は
ベ
ー
ル
は
今
聞
の
語
義
で
の
経
験
的
実
証
的
法
則
を
認
め
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
真
の
経
験
と
は
論
証
理
性
に
合
致
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
個
別
的
事
実
が
永
遠
真
理
の
領
域
に
お
い
て
う

け
た
本
性
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
不
変
の
法
則
に
よ
り
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ー
ル
は
い
う
。
事
物
が
そ
れ
自
身
で
も
つ

　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四

真
偽
は
人
間
に
無
意
味
で
あ
る
。
人
間
に
経
験
さ
れ
る
真
偽
は
、
想
定
的
ま
た
は
各
人
に
と
っ
て
の
（
薯
｛
豪
く
。
・
¢
賊
の
。
。
篤
象
く
①
）
真
偽
で

あ
る
（
○
●
　
H
H
．
　
亟
蒔
H
9
）
。

　
べ
…
ル
は
、
経
験
的
事
実
の
真
理
を
一
繁
ぐ
権
利
を
も
つ
法
則
的
理
性
の
独
立
性
を
認
め
な
い
。
理
性
の
論
証
の
各
段
階
や
結
論
の
真
偽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
、
個
別
的
事
実
の
真
偽
と
し
て
の
み
経
験
さ
れ
る
。

　
神
秘
で
あ
れ
迷
信
で
あ
れ
、
人
間
に
糞
理
と
し
て
現
象
す
る
も
の
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
そ
の
人
間
に
絶
対
的
な
麦
配
権
を
も
つ
。

後
に
そ
れ
が
仮
象
で
虚
偽
で
あ
る
の
が
絹
ら
か
に
な
っ
て
も
、
こ
の
と
き
に
そ
れ
が
真
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
経
験
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

今
日
の
科
学
的
な
意
味
に
お
け
る
実
証
性
で
は
な
い
。
…
逆
に
ベ
ー
ル
の
経
験
の
真
理
は
事
物
の
認
識
の
不
可
能
性
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
工
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
善
の
驕
的
と
そ
の
手
段
（
精
確
に
は
o
o
浮
象
臨
○
ω
ぎ
⑦
ρ
¢
楚
跨
。
鵠
）
と
を
区
暮
し
、
雛
の
単
な
る
許
容
を
主
張
す
る
。
こ
の

　
区
別
は
、
神
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
薔
の
盲
嚢
を
め
ざ
し
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
悪
が
確
実
に
善
に
な
る
と
の
論
（
ρ
＜
｛
■
に
刈
■
）
に
基
づ
い
て
い

　
る
。
　
し
か
し
、
も
し
神
の
道
徳
的
属
下
が
こ
と
ご
と
く
人
聞
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
　
以
上
の
区
別
は
成
立
し
な
い
　
（
鵜
◆
轡
9
驚
。
蕊
㏄
o
”

　
圃
｝
）
雛
■
悔
．
も
○
の
り
。
）
。
べ
…
ル
は
道
徳
に
お
け
る
心
的
と
手
段
と
の
綴
値
的
区
別
を
否
定
し
、
す
べ
て
の
道
徳
行
為
は
そ
れ
唐
身
睡
的
で
あ
る
と
考
え
、

　
神
と
入
間
と
の
道
徳
的
罵
質
性
の
原
理
を
主
張
す
る
。

（
2
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
事
物
が
可
能
か
必
然
か
の
問
題
に
神
が
欲
す
る
か
選
ぶ
か
の
考
察
を
入
れ
る
の
は
問
題
を
と
り
ち
が
え
て
い
る
」

　
（
○
■
く
困
■
卜
。
0
8
）
　
の
で
あ
る
。
た
だ
欲
し
な
い
か
ら
、
そ
の
入
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
誤
で
あ
る
（
○
・
＜
回
・
b
。
鐙
．
）
。
　
ベ
ー
ル
は
、
こ
の

　
論
は
不
動
不
感
の
物
質
の
一
般
法
則
に
は
い
え
る
が
、
人
間
の
善
の
問
題
に
は
い
え
な
い
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
こ
そ
闘
題
を
と
り
ち
が
え
て
い
る
、
と

　
い
う
。
べ
…
ル
は
、
神
は
悪
を
妨
げ
よ
う
と
欲
し
て
で
き
な
か
っ
た
か
、
で
き
た
の
に
欲
し
な
か
っ
た
か
で
あ
る
と
の
エ
ピ
キ
ュ
…
ル
の
書
葉
を
、

　
入
閥
の
霞
虫
を
含
め
て
微
鷹
的
に
精
神
的
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
全
知
全
能
で
薫
善
の
神
が
で
き
る
こ
と
は
欲
す
る
こ
と
で
あ
り
、
神
が
欲
し

　
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ー
ル
の
論
は
、
人
間
の
必
然
化
さ
れ
た
罪
の
た
め
の
弁
明
で
あ
っ
て
、
神
の
正
義
の
た
め
の
弁
明
で
は
な

　
い
。

（
3
）
　
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
し
た
の
な
ら
神
の
善
性
は
な
く
、
神
の
善
牲
を
守
る
に
は
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
し
て
い
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ

　
る
。
ベ
ー
ル
の
こ
の
断
嘗
は
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
麺
学
者
の
言
で
は
な
く
、
神
学
的
要
請
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
世
俗
入
の
六
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
「
王
様
は
篠
だ
」
と
い
う
子
供
の
単
純
性
に
等
し
い
（
鍔
冨
訂
8
。
。
ω
。
”
薫
〔
野
ワ
戯
8
◎
）
。



（
4
）
ぺ
…
ル
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ク
ロ
は
「
事
実
を
実
現
す
る
理
由
」
と
「
理
由
に
よ
り
実
現
き
れ
た
事
実
」
を
強
弩
し
て
い
る
。
同
じ
く
彼
は
、
人

　
間
が
理
性
的
分
析
を
行
い
、
神
の
理
宙
を
知
り
う
る
と
い
い
、
な
ぜ
人
闘
が
理
性
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
、
神
の
理
由
が
そ
れ
を
与
え
て
い
る
か
ら

　
だ
と
い
う
循
環
を
犯
し
て
い
る
。
こ
の
論
は
、
す
で
に
男
茎
を
も
つ
者
に
は
十
分
す
ぎ
て
不
用
で
あ
り
、
信
仰
を
も
た
ず
理
性
的
に
愛
読
し
よ
う
と

　
す
る
者
に
は
無
意
味
で
あ
る
。

（
5
）
　
ジ
ャ
ク
ロ
の
理
性
は
経
験
的
野
実
の
聞
に
見
出
し
う
る
法
則
で
あ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
理
性
は
経
験
的
事
実
の
真
偽
を
決
定
す
る
基
準
で
あ

　
る
。
ジ
ャ
ク
ロ
の
理
性
は
、
神
の
真
理
に
い
た
る
一
つ
の
道
で
あ
る
が
、
儒
仰
へ
の
準
備
段
階
で
あ
り
、
　
一
時
的
に
は
誤
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
ラ

　
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
理
性
は
、
神
の
真
理
へ
い
た
る
唯
一
の
道
で
あ
り
、
理
性
の
論
証
は
岡
田
に
信
仰
の
道
で
も
あ
る
。

（
6
）
　
法
則
的
理
性
の
推
論
は
、
真
か
ら
真
を
、
偽
か
ら
偽
を
帰
結
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
ベ
ー
ル
は
理
性
の
こ
の
純
粋
な
構
成
能
力
を
否
定
す
る
。

　
理
性
の
推
論
は
経
験
の
事
実
の
検
証
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
（
》
．
幻
。
び
ぼ
①
嘗
酬
鋤
、
覧
旨
○
。
・
o
噂
臣
①
儀
Φ
勺
．
切
p
滋
③
偽
Φ
＜
帥
暮
竃
ω
℃
匿
。
ω
8
窪
⑦
の

　
山
①
鷺
鉱
Φ
ぴ
五
爵
。
げ
①
舞
伽
①
い
魚
ぴ
旺
N
．
や
総
．
）
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
ベ
ー
ル
は
理
性
的
構
成
の
仮
設
的
意
義
を
認
め
て
い
る
と
い
え
る
。

（
7
）
　
こ
こ
で
ベ
ー
ル
は
、
理
性
の
一
切
の
機
能
を
退
け
、
事
物
の
認
識
の
不
可
能
性
の
主
張
か
ら
、
人
聞
に
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
感
覚

　
の
も
つ
確
実
性
に
従
う
ピ
ュ
ロ
ニ
ス
ム
に
与
す
る
。
彼
は
こ
の
ピ
ュ
ロ
ニ
ス
ム
に
よ
り
理
性
を
廃
虚
と
化
し
、
そ
の
上
に
彼
の
啓
示
へ
の
信
仰
を
立

　
て
る
（
O
「
疑
團
．
『
も
。
c
。
．
）
。
合
理
神
学
者
へ
の
彼
の
告
発
は
、
啓
示
や
基
礎
的
教
義
を
含
ん
で
い
な
い
。
神
学
体
系
を
合
理
化
し
、
儒
締
や
奇
跡
の
特

　
効
性
を
裏
切
る
に
い
た
る
腹
黒
い
自
然
論
に
対
し
て
は
、
ベ
ー
ル
は
信
仰
歪
上
主
義
を
守
っ
て
い
る
と
い
え
る
（
国
．
目
撃
ぴ
吋
〇
二
し
。
。
り
⑦
”
3
陣
穿
や
O
Q
刈
α
．
）
。

三
摂
理
と
自
由

i
　
善
の
自
由

929

　
べ
！
ル
は
、
神
自
身
の
善
性
と
神
が
支
配
す
る
槍
界
の
蕃
と
を
ま
っ
た
く
区
別
し
な
い
。
神
の
善
性
が
虐
7
5
全
で
、
い
か
な
る
意
味
に
お

い
て
も
悪
を
許
さ
ぬ
こ
と
か
ら
、
創
造
と
摂
理
の
全
体
で
も
、
ま
た
一
つ
一
つ
の
過
程
で
も
す
べ
て
善
が
実
現
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
入
間

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ペ
ー
ル

匹
五
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9
　
に
と
っ
て
も
考
え
う
る
最
大
の
幸
福
が
事
実
と
し
て
必
ず
経
験
さ
れ
る
と
結
論
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
と
彼
は
続
け
る
、
こ
の
信
仰
の
経
験

　
　
に
反
し
、
人
間
世
界
で
は
罪
悪
と
悲
惨
が
経
験
さ
れ
る
。
そ
こ
で
神
を
罪
の
創
造
者
と
せ
ぬ
た
め
に
工
原
理
論
が
生
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は

　
　
「
神
が
人
間
の
罪
を
避
け
る
能
力
を
も
た
ぬ
こ
と
を
付
加
え
ず
に
は
成
立
し
な
い
」
（
○
．
　
H
H
囲
●
　
G
Q
邸
瓜
噂
）
。

　
　
　
神
を
善
の
唯
一
原
理
と
し
て
摂
理
を
理
解
す
る
者
は
「
（
神
の
善
な
る
本
性
に
基
づ
き
、
二
原
理
論
を
）
攻
撃
す
る
と
き
は
勝
つ
が
、

　
　
（
罪
の
事
実
を
そ
れ
に
よ
り
解
覆
せ
よ
と
）
攻
撃
さ
れ
る
と
き
は
そ
の
長
断
を
失
う
」
。
　
一
方
「
（
二
言
理
論
を
麦
持
す
る
者
は
神
の
本
性

　
　
に
由
来
す
る
）
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
由
で
は
敗
れ
る
が
、
（
悪
の
存
在
か
ら
得
ら
れ
る
）
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
理
由
で
は
す
べ
て
に
勝
つ
」

　
　
（
O
“
蟹
．
ω
O
鯵
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
、
経
験
と
信
仰
と
を
も
つ
入
間
に
と
っ
て
は
、
ど
ち
ら
の
論
も
ま
っ
た
く
正
し
い
の
で
も
、
ま
っ
た
く
誤
っ
て
い
る
の
で
も

　
　
な
い
。
経
験
の
善
と
信
仰
の
蕃
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
論
に
よ
る
も
善
の
事
実
を
理
解
し
う
る
と
い
う
自
由
が
人
間
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
至
福
に
い
た
る
た
め
に
、
人
聞
は
不
幸
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
流
砂
の
章
を
目
的
と
し

　
　
た
が
、
そ
れ
だ
け
が
闇
的
で
は
な
く
、
「
他
に
そ
れ
よ
り
大
き
な
善
が
得
ら
れ
る
場
合
に
は
、
悟
性
的
被
造
物
の
あ
る
も
の
に
不
幸
が
起
る

　
　
こ
と
が
あ
る
し
（
O
●
＜
H
●
ミ
ρ
）
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
世
界
の
事
実
の
解
明
に
お
い
て
二
等
理
論
を
と
ら
な
い
。
世
界
の
事
実
を
真
に
解
明
す
る
に
は
、
経
験

　
　
の
示
す
狭
い
範
囲
の
事
実
だ
け
を
み
る
の
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
り
宇
宙
全
体
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。
十
分
に
理
性
を
用
い
れ
ば
経
験
さ

　
　
れ
る
不
幸
は
悪
で
な
く
、
宇
宙
に
善
が
満
ち
て
い
る
の
を
知
り
う
る
。
こ
の
善
の
事
実
を
理
解
す
る
た
め
に
、
神
は
至
高
の
賜
物
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
理
性
を
使
用
す
る
自
由
を
人
間
に
与
え
て
い
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
結
論
す
る
。
神
は
す
べ
て
善
に
造
っ
た
ゆ
え
に
入
間
に
明
証
に
悪
で
あ
る
も
の
も
実
は
善
で
あ
る
と
、
事
実
を
無
視
し
て
儒

　
　
ず
る
こ
と
に
よ
り
人
間
は
幸
で
あ
り
う
る
。
ま
た
入
間
は
、
幸
を
与
え
る
事
実
の
み
を
経
験
に
よ
っ
て
選
び
、
幸
だ
け
を
享
受
し
う
る
。

　
　
幸
の
た
め
に
経
験
的
事
実
を
否
定
し
て
信
仰
に
入
る
自
由
も
、
信
仰
を
捨
て
て
世
界
の
幸
だ
け
を
求
め
る
自
由
も
人
間
に
は
あ
る
。



　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
結
論
す
る
。
人
間
は
宇
宙
の
事
実
を
知
る
た
め
の
理
性
的
努
力
に
よ
り
、

を
認
識
し
う
る
。
神
の
完
全
性
へ
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
神
の
摂
理
へ
の
知
的
協
力
に
お
い
て
、

す
自
由
が
人
間
に
あ
る
。

神
の
作
品
の
善
を
理
解
し
、
神
の
完
全
性

理
性
的
な
善
と
理
…
憔
的
な
専
心
と
を
見
嵐

　
善
へ
の
自
由
が
あ
る
の
に
入
間
は
不
思
議
に
も
悪
を
…
選
び
、

で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
自
由
な
罪
の
本
質
は
何
で
あ
る
の
か
。

自
由
に
罪
に
陥
っ
た
。
そ
の
と
き
に
も
人
間
は
善
へ
の
自
由
を
ま
だ
も
つ

H
　
罪
の
自
由

931

　
べ
…
ル
に
よ
れ
ば
、
罪
の
本
性
は
「
…
…
富
者
も
貧
者
も
そ
れ
な
り
に
罪
の
傾
向
を
う
け
、
…
…
最
も
有
徳
な
人
、
最
も
忍
耐
強
い
人

も
罪
に
悩
ん
で
い
る
」
（
○
。
　
H
囲
H
．
　
c
◎
G
◎
H
・
）
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
罪
の
意
識
に
苦
し
む
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
罪
の
意
識
を
逃

れ
「
こ
の
世
の
幸
の
た
め
に
は
、
自
分
の
状
態
で
満
足
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
平
安
の
精
神
を
見
出
せ
ば
、
い
た
る
と

　
　
　
　
　
（
3
）

こ
ろ
で
満
足
す
る
」
（
一
ぴ
峯
．
）
。
そ
れ
な
の
に
、
神
が
人
間
を
不
安
と
不
満
の
内
に
捨
て
て
い
る
こ
と
に
罪
の
本
質
が
あ
る
。

　
入
間
の
精
神
を
満
足
さ
す
こ
と
は
神
に
は
容
易
で
あ
る
。
神
は
人
間
の
魂
を
「
水
の
流
れ
の
よ
う
に
手
中
に
も
っ
て
い
る
」
（
闘
哲
理
亀
）
。

人
間
の
精
神
を
変
え
る
に
は
「
大
脳
の
穴
を
二
十
か
三
十
か
閉
じ
れ
ば
よ
い
」
（
○
．
　
H
H
H
・
　
の
o
Q
b
Q
◆
）
。
し
か
し
神
は
そ
う
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

人
間
が
琶
界
の
内
で
、
罪
か
ら
自
由
に
な
る
に
は
、
そ
の
精
神
を
自
分
で
変
え
る
し
か
な
い
。

　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
入
間
は
神
が
与
え
る
諸
事
実
が
形
成
す
る
一
つ
の
環
境
の
内
に
い
る
。
こ
の
諸
事
実
に
よ
り
人
聞
の
精
神
に
生
ず
る

不
満
を
そ
の
ま
ま
満
足
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
こ
の
環
境
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
別
の
新
し
い
環
境
内
の
相
対
的
限
定
で

あ
る
以
上
、
こ
の
不
満
は
別
の
環
境
で
は
変
化
し
う
る
。
し
か
し
、
環
境
の
内
の
人
間
の
精
神
は
、
そ
の
諸
事
実
が
与
え
る
感
覚
に
従
う
。

　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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329　
　
こ
の
感
覚
が
変
化
す
る
の
は
別
の
環
境
、
そ
の
内
の
別
の
事
実
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
別
の
満
足
と
別
の
不
満
が
あ
る
。

　
　
　
環
境
の
内
の
人
間
に
は
、
そ
の
諸
事
実
が
与
え
る
感
覚
が
真
理
で
あ
り
、
理
性
を
通
じ
て
そ
の
環
境
を
越
え
て
神
が
示
す
で
あ
ろ
う
永

　
　
遠
真
理
は
そ
の
人
間
に
は
仮
象
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
環
境
に
お
い
て
は
人
間
は
自
ら
神
に
叛
き
罪
を
犯
す
外
は
な
い
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
罪
の
事
実
は
そ
れ
を
う
け
る
人
間
に
あ
く
ま
で
罪
で
あ
り
善
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ

　
　
え
に
罪
が
神
に
敵
対
す
る
原
理
で
、
人
間
が
神
に
飯
い
た
と
は
い
え
な
い
。

　
　
　
彼
は
無
権
に
基
づ
く
正
義
の
論
を
新
し
い
角
度
に
お
い
て
展
開
す
る
。
ベ
ー
ル
は
「
全
体
に
お
い
て
最
善
の
も
の
が
同
時
に
部
分
に
お

　
　
い
て
可
能
な
最
善
の
も
の
だ
と
信
ず
る
」
（
O
■
＜
H
・
b
。
畿
）
誤
を
犯
し
て
い
る
。
線
分
の
両
端
の
最
短
距
離
の
部
分
は
、
そ
の
部
分
の
両
端

　
　
の
最
短
距
離
で
あ
る
、
し
か
し
善
に
つ
い
て
は
異
な
る
。
そ
れ
ら
の
部
分
は
「
不
規
則
な
方
法
で
全
体
か
ら
取
出
さ
れ
る
」
（
一
び
筏
・
）
か
ら

　
　
で
あ
る
。
「
も
し
善
が
…
…
絶
鰐
的
ま
た
は
等
質
的
な
何
も
の
か
の
内
に
成
立
す
る
な
ら
、
善
の
部
分
は
常
に
全
体
に
類
似
し
て
い
る
か

　
　
ら
、
全
体
と
同
様
に
善
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
関
連
し
合
う
も
の
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
」
（
（
甲
。
　
＜
團
●
　
笛
亀
⑦
●
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
こ
の
測
算
の
論
理
は
、
異
質
的
で
相
関
的
な
法
則
で
あ
る
。
あ
る
部
分
が
悪
な
ら
、
そ
の
全
体
を
造
る
者
は
「
高
魑
な
魂
」
で
は
な
い
と

　
　
ベ
ー
ル
は
い
う
が
、
神
に
つ
い
て
は
そ
れ
は
い
え
な
い
（
○
●
＜
轡
漣
ご
。
摂
理
に
お
い
て
神
は
「
悪
徳
を
宇
宙
の
最
善
と
結
合
さ
せ
て

　
　
い
る
」
（
（
｝
．
　
＜
H
・
　
鱒
偽
り
．
）
。

　
　
　
神
は
、
蝕
界
の
内
に
あ
っ
て
そ
の
悪
を
繕
う
修
理
工
で
は
な
く
、
徴
界
を
創
造
し
世
界
を
越
え
る
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
々
の
事

　
　
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
そ
の
連
関
に
お
い
て
も
つ
実
的
理
由
が
神
の
プ
ラ
ン
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
善
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

　
　
え
、
個
甥
的
な
悪
の
仮
象
だ
け
を
感
覚
酌
に
見
て
、
そ
れ
と
異
質
的
に
連
関
す
る
諸
事
象
の
全
体
を
皮
配
す
る
摂
理
の
普
遍
法
劉
の
真
理

　
　
を
理
性
的
に
見
な
い
こ
と
に
罪
の
本
性
が
あ
る
。
神
が
与
え
て
い
る
の
に
人
間
が
そ
の
理
性
を
十
分
に
用
い
ぬ
怠
惰
と
不
注
意
と
に
罪
の

　
　
本
性
が
あ
る
。



　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
入
間
は
感
覚
に
よ
っ
て
し
か
事
実
を
判
断
し
え
ず
、
理
性
は
感
覚
を
変
え
る
の
に
役
立
た
な
い
。
そ
し
て
神
は
人
聞

を
罪
の
事
実
に
定
め
た
。
こ
の
事
実
に
基
づ
く
感
覚
に
よ
り
罪
を
犯
す
人
間
に
は
、
罪
を
逃
れ
る
自
由
は
な
い
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
摂
理
の
法
則
は
、
神
が
世
界
を
必
然
的
に
支
配
す
る
と
と
も
に
相
関
的
異
質
的
に
も
麦
配
す
る
の
を
人
間
に

教
え
る
か
ら
、
理
性
に
よ
り
悪
の
内
に
善
を
兇
撮
し
、
感
覚
の
仮
象
を
克
服
し
、
罪
を
逃
れ
善
に
向
う
自
由
が
人
間
に
あ
る
。

皿
　
入
間
の
自
由

　
　
　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
神
が
煉
紅
の
軽
減
を
選
ぶ
な
ら
、
そ
の
世
界
は
唯
一
で
、
そ
の
創
造
を
義
務
づ
け
ら
れ
必
然
的
に
実
現
す
る
こ
と
に

　
　
な
る
。
　
「
最
善
の
法
期
は
神
を
形
而
上
学
的
必
然
に
お
く
」
（
（
｝
。
　
＜
H
●
　
b
Q
G
Q
磁
．
）
。
そ
し
て
人
間
の
行
為
が
こ
の
摂
理
の
法
瑚
に
従
う
な
ら
、

　
　
人
間
に
と
っ
て
「
願
う
こ
と
が
起
る
は
ず
な
ら
何
も
せ
ず
に
い
て
も
起
る
し
、
起
ら
な
い
は
ず
な
ら
い
く
ら
骨
折
っ
て
も
起
ら
な
い
」
と

　
　
の
「
無
為
の
理
し
は
正
し
く
な
る
。
そ
こ
で
人
間
の
自
由
は
、
神
か
ら
ま
っ
た
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
何
を
し
て
も
よ
く
何
も
し
な

　
　
く
て
も
よ
い
と
の
無
差
別
の
自
由
に
な
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
る
。
最
善
の
世
界
を
実
現
す
る
神
は
宿
命
に
従
う
と
い
え
る
。
し
か
し
「
こ
の
宿
命
は
神
の
本
性
そ
の
も
の
で

　
　
あ
り
、
神
の
智
と
善
と
に
二
心
を
与
え
る
悟
性
そ
の
も
の
で
あ
る
し
（
（
｝
．
　
ノ
N
H
。
　
b
O
G
O
O
含
）
か
ら
、
神
の
霞
由
は
十
分
に
保
た
れ
て
い
る
。

　
　
　
さ
ら
に
、
　
「
も
し
神
が
最
要
を
造
れ
ば
、
造
ら
れ
も
の
は
変
動
し
な
い
」
と
い
う
の
は
誤
で
あ
る
。
　
「
最
善
の
も
の
は
そ
れ
に
劣
ら
ず

　
　
優
れ
た
他
の
最
善
の
も
の
に
変
え
ら
れ
る
。
…
…
無
限
数
の
事
物
の
全
結
果
は
最
善
で
あ
り
う
る
が
、
…
…
各
部
分
の
内
に
存
在
す
る
も

　
　
の
は
最
善
で
は
な
い
。
一
挙
に
最
善
に
達
す
る
の
が
許
さ
れ
ぬ
の
が
事
物
の
本
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宇
宙
は
よ
り
よ
い
も
の
か
ら
よ
り

　
　
よ
い
も
の
へ
と
常
に
進
む
の
で
あ
る
し
（
（
甲
．
　
＜
H
．
　
卜
σ
ω
“
．
）
。
宇
宙
の
最
善
の
法
則
に
従
う
か
ぎ
り
、
あ
る
時
点
の
部
分
的
悪
に
も
善
に
移
る

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
自
由
が
必
ず
あ
る
。

339　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
べ
…
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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そ
れ
ゆ
え
人
間
は
「
無
為
に
し
て
お
れ
ば
、
願
っ
て
い
る
こ
と
を
得
ら
れ
ぬ
の
み
か
、
注
意
に
よ
り
妨
げ
う
る
禍
を
招
く
こ
と
に
な

る
」
。
三
竿
の
法
事
を
知
れ
ば
、
「
因
果
の
連
鎖
は
堪
え
が
た
い
宿
命
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
宿
命
を
除
く
手
段
を
与
え
る
篇

（
O
．
く
い
δ
ω
昌
）
の
で
あ
る
。
神
が
与
え
る
こ
の
手
段
、
す
な
わ
ち
摂
理
の
法
則
に
従
い
悪
か
ら
善
に
移
る
「
理
性
」
を
用
い
れ
ば
、
い

っ
か
は
蚕
福
に
い
た
り
う
る
自
由
を
人
間
は
得
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
反
論
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
　
「
罪
報
に
、
罪
を
犯
す
自
由
と
、
非
常
に
少
な
い
に
せ
よ
立
ち
贈
る
能
力
と
は
常

に
残
っ
て
お
り
」
（
O
・
＜
い
難
δ
「
永
罰
へ
の
絶
対
的
予
定
は
な
い
篇
（
O
．
＜
H
．
ほ
①
■
）
　
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
神
の
言
葉
に
反
す
る
。

合
理
神
学
者
に
と
り
「
地
獄
の
教
え
は
主
た
る
蹟
き
の
石
で
あ
る
」
（
○
．
譲
摩
。
。
O
ご
。
選
ば
れ
た
僅
か
な
人
を
除
き
、
有
限
な
人
聞
に
は

神
の
摂
理
は
う
か
が
え
な
い
。
入
聞
は
感
覚
に
従
い
、
人
間
に
そ
れ
と
現
わ
れ
る
善
を
行
い
悪
を
避
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
救
済
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

永
罰
か
は
人
間
の
自
由
で
な
く
神
の
決
定
に
の
み
よ
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
る
。
　
「
神
は
す
べ
て
の
入
が
救
わ
れ
る
の
を
欲
し
」
（
○
。
　
＜
H
．
　
卜
Q
o
Q
①
。
）
、
手
段
と
し
て
理
性
を
与
え
る
。
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

用
い
ぬ
者
は
「
自
ら
の
悲
惨
を
激
し
く
感
じ
な
が
ら
自
ら
の
行
為
を
燈
饗
し
、
い
か
に
不
幸
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
状
態
を
愛
す
る
狂
人
」

（
○
．
＜
り
培
。
。
曾
）
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
自
由
に
よ
り
永
遠
に
止
ま
る
者
で
、
永
罰
と
は
「
罪
の
連
続
し
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
神
は
理
性
を
与
え
た
に
し
ろ
、
地
獄
に
あ
る
人
が
用
い
え
な
い
仕
方
で
与
え
た
。
そ
れ
は
「
誰
も
調
合
を
知
ら
ぬ
薬

を
教
え
る
」
の
と
周
様
「
何
の
足
し
に
も
な
ら
な
い
」
（
○
．
崇
磨
○
。
ω
H
．
）
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
人
聞
は
常
に
理
性
を
用
い
う
る
。
罪
か
ら
生
ず
る
「
身
体
的
苦
痛
は
い
か
に
激
し
く
と
も
、
賢
者
の
静
か
さ

を
乱
さ
ぬ
、
…
…
人
間
は
練
習
と
省
察
と
に
よ
り
そ
れ
に
達
し
う
る
」
（
∩
｝
．
　
ノ
㍉
H
●
　
卜
⊃
①
o
Q
●
）
。
罪
あ
る
人
間
も
理
性
を
用
い
う
る
し
、
ま
た
用

い
ね
ば
な
ら
な
い
。

ベ
ー
ル
の
「
経
験
」
は
、
神
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
経
験
と
人
間
の
感
覚
に
基
づ
く
経
験
と
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
理
性
」
は
、
信
仰



の
真
理
と
舎
致
す
る
論
証
理
性
と
感
覚
の
仮
象
を
証
明
す
る
人
間
理
性
と
に
分
れ
る
。
し
か
も
ベ
ー
ル
は
二
つ
の
経
験
を
別
の
領
野
に
お

き
、
儒
仰
は
個
人
の
理
性
に
も
経
験
に
も
反
す
る
特
殊
な
領
域
に
成
立
す
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
理
性
と
経
験
と
を
め
ぐ
る
二
人
の
魁
立
は
、
人
闘
が
儒
仰
を
見
出
す
た
め
に
何
か
で
も
な
し
う
る
か
の
問
題
を
基
底
に
お
き

つ
つ
、
人
間
は
そ
の
感
覚
を
規
整
す
る
能
力
と
し
て
の
理
性
を
も
つ
か
否
か
の
新
し
い
次
元
に
移
る
。
そ
れ
は
身
体
を
も
つ
人
間
の
本
性

に
つ
い
て
の
哲
学
的
分
析
、
身
体
的
悪
の
問
題
の
解
明
を
要
求
す
る
。

635

（
1
）
　
不
幸
に
堪
え
る
こ
と
が
直
接
に
神
の
気
に
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
神
は
世
界
精
神
で
あ
る
。
真
の
神
は
世
界
の
外
の
、
む
し
ろ
世
界

　
を
越
え
る
知
牲
で
あ
る
（
ρ
＜
塑
b
。
蒔
G
。
’
）
。

（
2
）
　
理
性
を
用
い
な
か
っ
た
古
代
人
や
魂
代
人
の
あ
る
者
は
、
神
の
作
話
を
十
分
に
知
ら
ぬ
か
ら
二
原
理
論
を
正
し
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
理
牲
の

　
進
ん
だ
現
代
で
は
事
情
は
異
な
る
。
　
「
今
臼
で
は
、
地
球
よ
り
大
き
い
天
体
が
無
数
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
人
間
で
な
い
に
し
ろ
同
様
に
理
性
を
も
つ

　
住
斑
が
い
る
と
晃
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
…
…
太
陽
と
跨
様
な
無
数
の
纏
星
に
は
幸
福
な
住
民
し
か
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に

　
榎
墨
…
…
の
先
に
は
広
大
な
空
間
が
あ
り
、
そ
こ
は
幸
福
と
栄
光
に
満
ち
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
我
々
の
知
る
宇
宙
の
部
分
は
、
知
ら
ぬ
部
分

　
に
比
し
て
殆
ん
ど
無
に
等
し
い
。
人
の
い
う
す
べ
て
の
悪
を
合
せ
て
も
、
こ
の
殆
ん
ど
無
い
も
の
の
内
に
含
ま
れ
、
宇
宙
全
体
の
善
に
和
す
れ
ば
消

　
え
て
し
ま
う
」
（
9
＜
｛
山
鼠
■
）
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
経
験
の
事
実
の
価
値
を
全
く
否
定
す
る
抽
象
的
構
成
的
理
性
の
体
系
を
考
え
る
。
そ
し
て
、

　
こ
の
理
性
の
無
限
の
進
歩
の
可
能
性
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
確
答
が
一
つ
の
宗
教
と
な
り
、
そ
れ
が
紳
の
儒
仰
と
直
結
さ
れ
る
。

（
3
）
　
天
属
に
も
栄
光
の
き
ま
ぎ
ま
な
段
階
が
あ
る
が
各
の
歪
福
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
満
ち
溢
れ
全
い
よ
う
に
、
地
上
で
も
人
間
は
不
完
全
な
ま
ま
に
善

　
と
幸
と
を
得
て
罪
を
な
く
し
う
る
は
ず
で
あ
る
（
9
麟
囲
●
Q
。
G
。
H
・
）
。

（
4
）
　
神
の
善
性
は
常
に
、
実
的
で
可
能
的
な
被
造
物
へ
の
相
関
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
被
造
物
は
神
の
完
全
性
の
桐
対
的
限
定
で
あ
り
、
世
界
の
各

　
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
に
独
宮
の
善
と
悪
と
の
桐
舛
性
（
禧
闘
性
）
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
全
体
の
善
の
原
理
が
岡
質
的
に
各
部
分
へ
適
用
さ
れ

　
え
な
い
の
で
あ
る
（
8
智
㌶
ぴ
①
塁
”
ピ
Φ
U
冨
¢
島
Φ
い
色
ぴ
蝕
N
の
や
H
刈
り
l
H
c
◎
ピ
）
。

（
5
）
　
あ
る
時
点
で
悪
が
突
然
に
善
に
変
る
の
で
は
な
い
。
悪
が
善
に
変
る
な
ら
、
最
初
の
傲
界
は
最
善
で
は
な
い
。
善
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
そ

　
れ
は
生
物
が
成
熟
す
る
の
に
等
し
い
（
○
・
O
窪
⇔
”
…
げ
難
．
や
G
Q
瓜
◎
。
．
）
。

（
6
）
　
摂
理
の
絶
対
的
必
然
性
を
い
う
者
は
運
命
の
名
の
下
に
道
徳
的
責
任
を
放
棄
す
る
者
で
あ
る
と
雷
い
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
訊
問
の
陶
歯
を
主
張

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
べ
…
ル

五
一
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す
る
。
し
か
し
こ
の
合
理
神
学
の
自
由
は
、
絶
対
的
支
配
者
の
神
を
考
え
な
い
か
ぎ
り
桑
原
理
論
に
進
み
、
人
聞
を
相
争
う
穿
つ
の
力
の
受
動
的
な

　
犠
牲
者
と
し
て
圏
分
の
行
為
の
無
費
任
を
主
張
す
る
に
い
た
る
（
ぐ
く
●
霞
．
し
」
舞
び
Φ
誉
い
Φ
瀞
巳
嬢
ぎ
想
H
蛸
膨
8
■
㍗
刈
◎
）
。
そ
こ
で
ベ
ー
ル
は
、
神
の

　
絶
対
的
決
定
を
認
め
る
か
、
神
を
考
え
ぬ
自
由
を
認
め
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。

（
7
）
　
罪
を
楽
し
む
の
は
奴
隷
の
自
由
（
O
．
＜
轡
b
こ
G
Q
や
）
　
で
あ
り
、
　
す
べ
て
の
罪
人
は
ユ
ダ
や
ベ
ル
ゼ
ブ
ブ
と
同
じ
よ
う
に
野
分
で
幽
分
を
罰
す
る

　
の
で
あ
る
（
○
●
9
轟
二
慧
伽
も
●
G
。
⑦
↑
．
）
。

四
　
帰

結

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
と
の
論
争
は
合
理
神
学
内
部
の
対
立
と
表
面
上
は
思
わ
れ
る
。
二
入
と
も
自
ら
の
正
統
主
義
を
主
張
し
、
網

手
を
ソ
シ
ニ
ァ
ン
の
異
端
と
非
難
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
、
理
性
を
す
べ
て
の
信
条
の
最
終
判
者
と
す
る
ソ
シ
ニ
ア
ン
に
反
対
し
、
基
礎
的
教
義
は
理
性
に
反
す
る
も
の
、
信
仰
の
み

の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
正
統
性
を
守
る
。
し
か
し
道
徳
に
つ
い
て
は
、
啓
示
の
教
え
る
寛
容
を
教
義
と
し
て
良
心
の
自
由
を

い
う
唯
一
の
宗
派
で
あ
る
ソ
ッ
チ
ー
二
派
に
彼
は
全
面
的
に
賛
成
す
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
基
礎
的
教
義
は
讃
仰
の
対
象
と
す
る
が
、
信
仰
は
高
次
の
理
性
で
あ
り
、
神
的
悟
性
と
人
聞
理
性
と
は
本
性
上
は
同

質
的
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、
ソ
シ
ニ
ア
ン
と
の
非
難
を
う
け
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
道
徳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
真
理
が

真
理
で
あ
る
以
上
は
理
性
的
普
遍
的
基
準
が
存
す
る
ゆ
え
、
虚
偽
を
廊
見
画
す
る
ソ
シ
ニ
ア
ン
を
真
理
を
否
定
す
る
着
と
し
て
排
除
す
る
。

　
ソ
シ
ニ
ァ
ン
が
原
理
と
し
た
理
性
へ
の
信
仰
の
従
属
を
、
二
人
は
方
法
と
し
て
の
み
認
め
て
信
仰
の
優
位
を
守
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は

信
仰
す
な
わ
ち
普
遍
的
理
性
に
茅
舎
す
る
道
徳
法
剛
を
求
め
、
神
の
正
義
を
道
徳
の
基
準
と
す
る
。
ベ
ー
ル
は
反
理
性
的
な
信
仰
に
道
徳

の
基
礎
を
求
め
、
神
の
与
え
る
事
実
か
否
か
を
個
々
に
示
す
経
験
を
そ
の
基
準
と
す
る
。

　
二
人
は
道
徳
の
原
理
を
信
仰
に
お
い
た
。
そ
し
て
、
身
体
を
も
つ
不
発
全
な
人
聞
は
、
神
が
語
り
か
け
る
良
心
の
声
を
聞
か
ず
、
誤
謬



に
陥
る
の
を
認
め
た
。
こ
の
誤
謬
を
人
間
の
罪
と
結
貢
せ
ず
、
無
知
に
由
来
す
る
と
す
る
点
で
彼
ら
は
合
理
神
学
老
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
無
知
の
原
因
を
人
間
の
理
性
に
求
め
、
ベ
ー
ル
は
人
間
の
心
情
に
求
め
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
人
間
が

十
分
に
理
性
を
用
い
れ
ば
、
　
「
克
服
し
え
な
い
無
知
」
は
な
い
と
い
う
。
ベ
ー
ル
は
い
う
。
良
心
の
声
は
神
の
声
で
あ
り
、
誤
れ
る
良
心

は
正
し
い
良
心
と
画
一
の
権
利
を
そ
の
人
に
と
っ
て
は
も
つ
。
悪
意
を
も
っ
て
良
心
の
声
を
聞
か
ぬ
者
を
除
き
、
善
意
に
よ
る
無
知
は
克

服
し
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
無
知
が
悪
意
か
善
意
の
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
心
情
の
嚢
ま
で
知
り
う
る
の
は
神
だ
け
で
あ
る

か
ら
、
入
間
は
誤
謬
や
そ
れ
に
基
づ
く
虚
偽
を
寛
容
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
的
道
徳
を
求
め
た
。
宗
派
間
の
論
争
は
そ
れ
へ
の
準
備
段
階
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

し
た
が
っ
て
誤
謬
と
し
て
の
誤
謬
は
寛
容
さ
れ
な
い
。
彼
は
ル
ッ
タ
ー
派
の
。
¢
甘
ω
お
σ
q
β
①
甘
ψ
器
財
α
q
一
9
　
の
春
菊
の
寛
容
し
か
認
め

な
い
。

　
ベ
ー
ル
は
普
遍
的
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の
否
定
の
経
験
か
ら
出
発
す
る
。
彼
の
い
う
異
端
の
寛
容
は
宗
派
の
肯
定
が
密
漁
で
な
く
、
究
極

的
に
は
僑
仰
を
燗
人
の
内
的
心
情
に
の
み
認
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
か
ら
ル
ソ
ー
へ
の
道
に
あ
る
。
し
か
し
、
虚

偽
の
蚕
糞
を
圧
統
の
信
仰
と
陶
じ
に
認
め
、
宗
派
的
瀬
瀬
を
無
意
味
に
し
て
普
遍
的
寛
容
を
導
き
、
究
極
的
に
は
一
切
の
既
成
宗
教
の
人

為
性
を
明
ら
め
る
点
に
お
い
て
、
彼
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
へ
の
道
に
あ
る
の
も
否
定
で
き
な
い
。
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value　in　history　be　not　only　universal　but　also　individual　and　fiexible　to　the

changes　in　the　style　of　human　life，　and　that　the　synthesis，　in　thls　case，　wouid

describe　the　dynamic　process　of　transcendence　from　the　temporal　to　the

etemal．　To　depict　this　process　clearly，　the　author　gives　some　sl〈etches　of

the　development　of　moral　reflection　in　Greel〈　tragedies　and　in　Japanese　pre－

modern　society，　which　will　reveal　the　several　common　ways　of　conduct　and

reflection　contained　in　the　historical　and　individually　different　solutions　of

moral　problems．

Leibniz　et　Bayle

sur　le　mal　meral

par　Akio　lwatsubo

　　Le　nceud　de　la　question　r6side　dans　le　confiit　qui　oppose　une　vision　th60－

centrique　ti　1’exp6rience　humalne　de　la　rn6chancet6．

　　Selon　Leibniz，　la　n6cessit6　de　la　providence　divine　ne　d6truit　point　la　libert6

de　la　volont6　de　1’homme．　La　libert6　humaine　est　la　cause　prochaine　du　mal

moral，　mais　Dieu　ne　veut　que　permettre　ce　mal　ti　titre　de　n6cessit6　hypothe－

tique　ou　morale　qui　le　lie　avec　le　meilleur．　ll　est　visible　que　Dieu　pr6voyant

ce　qui　arriverait　librement，　a　aussi　r6916　toutes　］es　choses　par　avance．　Donc，

la　providence　est　la　regle　de　la　sagesse　divine　qui　gouverne　le　meilleur

monde，　et　la　vraie　libert6　de　1’homme　consiste　en　ce　que　1’homme　fait　son　de－

voir　en　suivant　la　regle　rationelle　que　Dieu　lui　a　pr6scrite．

　　Leibniz　soutient　la　conformit6　de　la　foi　avec　la　raison．　L’hornme　est　as－

servi　aux　passions，　en　tant　que　ses　perceptions　sont　confuses．　C’est　dans　ce

sens　que　1’homme　n’a　pas　toute　la　libert6　d’　esprit，　et　qu’il　commet　le　mal

moral．　Mais　la　raison　de　1’homme　est　la　lumiere　naturelle　que　Dieu　lui　a

donnee，　et　elle　consiste　dans　1’enchafnement　des　v6rit6s　d6monstratives，　donc

elle　a　la　puissance　de　r6primer　les　passions，　quand　on　suivra　la　d6monstration

de　la　raison　aussi　loin　qu’elle　peut　aller．

　　La　presence　du　mal　moral　dans　ce　monde，　dit　Bayle，　est　le　fait　indubitable

que　1’Ecriture　enseigne　et　que　1’exp6rience　humaine　confirme，　mais　la　raison
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abstraite　ne　reconna2t　pas　ce　fait　de　1’experience．　’C’est　｝e　but　de　Bayle　de

transformer　la　dis¢usslon　de　la　conformit6　de　la　foi　avec　la　raison　en　discus－

sion　de　la　conformit6　de　la　raison　avec　1’exp6rience．

　　Selon　Bayle，　la　foi　pure　nous　enseigne　que　la　bont6　de　Dieu　est　infinie　et

elle　doit　etre　la　plus　grande　que　1’on　puisse　concevoir．　Et　les　bienfaits　que

Dieu　coinmunique　aux　cr6atures　ne　tendent　qu’A　leur　bonheur，　et　la・provid－

ence　de　Dieu　doit　d6terminer　toutes　les　choses　n6cessairement　au　bien．　Cep－

endant　1’exp6rience　nous　enseigne　que，　dans　ce　monde，　tous　les　hommes　sont

sujets　a　mille　chagrins　et　ils　g6missent　sous　le　fardeau　dtt　p6¢h6．　Et　de

plus　la　meme　exp6rience　nous　enseigne　que　les　hommes　peuvent　s’adonner，

en　d6pit　du　pr6cept　de　IE　raison　et　de　la　foi，　aux　p｝aisirs　sensuels　du　p6che．

Donc　Bayle　soutient　non　seulement　1’inconformit6　de　la　foi　avec　la　raison　et　’

celle　de　la　raison　avec　1’exp6rience，　mais　encore　1’inconformit6　de　la　foi　avec

1’exp6rience．　Par　cons6quent，　ou　1’homme　doit　croire　la　bont6　de　Dieu　et　l

n6gliger　les　faits　de　1’exp6rience，　ou　bien　il．doit　affirmer　les　faits　de　ce

monde　et　renier　la　foi．　II　est　impossible　de　r6soudre　ratione｝lement　le　pro－

blelme　du　mai　moral．

　　On　peut　dire　que　Bayle　est　fid6iste　irrationel　et　myst6rieux．　Mais　il　a

1’intention　d’6tablir　la　philosophie　s6culiere　et　empirique　gui　est　entibrement

independante　du　gouvernement　de　Dieu　et　de　la　raison　abstraite．　En　effet

Bayle　estime　que　le　mal　physlque，　c’est－at－dire　la　souffrance　corporelle　est　la

source　du　mal　moral，　que　la　premiere　6tude　de　sa　philosophie　empirique

doit　etre　la　recherche　du　mal　physlque　plut6t　que　celle　du　mal　moral．

互）盆s　豆》罫《》夏）至e搬　護er　《≡｝ese勘ieh苞e　bei　Ka】臓重

Te蓋e《）翌ogie顎n虚　Ges£kichte

von　Eisuke　Kawamura

　　Die　menschliche　Geschiclate　soll，　nach　Kac　nt，　vorr）　nattirlichen　Zustand

ttber　die　kukivierte　Stufe　zum　moralisierten　Zustand　fortschreiten．　Um　die’

Freiheit，　d．1．　die　Bedingung　des　moralischen　Gesetzes，　fur　die　autseren’

Handlungen　eines　jeden　Menschen　zu　gewEhrleisten，　muB　ein　rechtlicher
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