
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
（
完
）

一
理
性
の
意
義
と
役
割
i

山
　
田
　
弘
　
明

第
四
章
　
理
性
の
実
践
的
側
面

i
理
性
と
モ
ラ
ル
・
信
仰
i

　
わ
れ
わ
れ
は
前
章
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
と
理
性
と
の
関
係
を
検
討
し
た
結
果
、
形
而
上
学
が
一
方
で
極
め
て
合
理
的
で

あ
り
な
が
ら
他
方
で
理
性
に
よ
っ
て
は
規
定
し
き
れ
な
い
非
合
理
を
含
む
と
い
う
二
元
論
的
対
立
を
招
来
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
対
立
は
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
が
実
践
的
性
格
を
帯
び
る
に
し
た
が
っ
て
、
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
悶
題
が
よ
り
具
体
化

さ
れ
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
理
性
の
実
践
的
側
面
に
尊
ら
注
意
を
向
け
、
生
の
行
為
に
薩
接
か
か
わ
っ
て
く
る
モ

ラ
ル
と
信
仰
と
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
理
性
と
モ
ラ
ル

　
　
　
モ
ラ
ル
は
妾
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
際
し
て
い
か
に
身
を
処
す
る
か
を
問
う
実
践
的
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
方
法
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
モ
ラ
ル
に
お
い
て
も
理
性
の
実
際
的
使
用
と
い
う
イ
デ
ー
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。

876　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
萌
義
に
つ
い
て
　
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

そ
し
て
若
い
デ
カ
ル
ト
を
情
熱
的
に
学
問
研
究
に
導
い
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
イ
デ
…
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
彼
は
往
時
を
圓
呈
し
て

｝，

р
ﾍ
行
為
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
、
確
信
を
も
っ
て
こ
の
人
生
を
歩
む
べ
く
真
偽
を
区
捌
す
る
こ
と
を
習
得
し
た
い
と
い
う
並
は
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
欲
求
を
常
に
持
っ
て
い
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
告
白
か
ら
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
若
い
時
か
ら
の
関
心
事
は
、
生
の
行
為
に
お
け

る
理
性
使
胴
で
あ
り
、
彼
の
学
問
研
究
は
道
徳
的
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
動
機
付
け
ら
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
う
し
た

欲
求
に
答
え
て
く
れ
な
い
ラ
・
フ
レ
…
シ
学
院
の
教
育
に
失
望
は
し
た
も
の
の
、
彼
は
理
性
使
用
と
い
う
思
想
を
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
生
涯
持
ち
続
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
晩
年
の
道
徳
的
書
翰
に
お
い
て
も
そ
の
思
想
は
頻
心
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
理
性
は
使
わ
れ
る
以
前
に
開
発
（
O
コ
一
酔
岡
く
①
場
）
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
発
が
使
粥
を
条
件
付
け
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
。
人
は
理
性
を
現
実
態
に
お
い
て
で
は
な
く
可
能
態
に
お
い
て
有
す
る
の
で
あ
っ
た
。
理
性
の
光
を
誰
も
う
ま
く
使
っ
て
い
な
い
と
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
入
が
内
な
る
理
性
を
未
だ
現
実
化
し
て
い
な
い
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
理
性
を
十
全
に
朋
発
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
個
人
に
お
い
て
は
、
「
み
ず
か
ら
の
全
生
涯
を
み
ず
か
ら
の
理
盤
の
開
発
に
矯
い
、
み
ず
か
ら
課
し
た
方
法
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

真
理
の
認
識
に
お
い
て
で
き
る
か
ぎ
り
前
進
す
る
」
こ
と
が
彼
の
天
職
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
理
性
の
開
発
と
い
う
デ
カ
ル
ト
好
み
の
イ
デ

（
6
）

i
は
単
な
る
理
論
的
認
識
を
翻
ざ
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
「
生
の
各
々
の
場
合
に
お
い
て
悟
性
が
意
志
に
選
ぶ
べ
き
も
の
を

　
　
（
7
）

示
す
た
め
」
に
要
請
さ
れ
た
実
践
的
課
題
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
の
使
用
や
瀾
発
は
、
生
に
お
け
る
実
践
と
密
着
し
た
イ
デ
ー
で
あ
り
、
実
践
を
事
と
す
る
デ
カ
ル
ト
的
モ
ラ
ル
に
お

い
て
あ
ら
か
じ
め
含
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
条
件
を
な
し
て
い
る
。

　
で
は
、
モ
ラ
ル
に
お
い
て
理
性
を
ど
の
よ
う
に
使
え
ば
よ
い
か
。
ま
ず
、
房
謂
暫
定
的
道
徳
の
考
察
か
ら
は
じ
め
て
デ
カ
ル
ト
的
モ
ラ

ル
の
輪
郭
を
描
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
「
方
法
序
説
」
第
三
部
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
三
つ
の
行
為
の
格
率
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
暫
定
的
で
あ
る
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

時
に
私
的
、
予
備
的
な
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
私
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
か
ら
道
徳
論
を
公



　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
け
に
せ
ず
、
「
私
自
身
の
考
え
を
改
革
し
よ
う
と
つ
と
め
、
ま
っ
た
く
私
だ
け
の
も
の
で
あ
る
土
地
の
上
に
家
を
廼
て
よ
う
と
す
る
」
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
合
に
お
け
る
行
為
の
軌
範
と
し
て
、
そ
れ
を
自
己
教
育
の
計
画
に
も
と
づ
い
て
「
自
分
の
た
め
に
定
め
た
」
か
ら
で
あ
る
。
予
備
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
る
と
い
う
の
は
、
騰
勢
研
究
に
先
立
っ
て
「
生
の
行
為
を
律
す
る
に
足
る
一
つ
の
モ
ラ
ル
を
予
め
作
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か

　
　
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
生
の
行
為
は
し
ば
し
ば
猶
予
を
許
さ
ず
、
研
究
の
途
上
に
お
い
て
も
実
生
活
へ
の
判
断
が
容
赦
な
く
要
求
さ
れ
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。
暫
定
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
は
、
そ
れ
ら
の
格
率
（
つ
ま
り
、
中
庸
を
得
た
意
見
に
従
い
、
一
た
ん
定
め
ら
れ
た
こ
と

　
　
を
決
意
を
堅
く
し
て
完
遂
し
、
欲
望
を
限
り
必
然
を
徳
と
化
す
と
い
う
三
つ
の
格
率
）
は
「
あ
と
に
な
っ
て
自
分
の
考
え
を
変
え
る
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ー
3
）

　
　
を
多
少
と
も
失
う
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
約
束
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
と
で
修
正
さ
れ
得
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
仮
に

　
　
と
り
決
め
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
の
格
率
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
は
「
も
し
、
の
ち
に
適
当
な
時
期

　
　
が
き
た
と
き
に
、
私
自
身
の
判
断
力
を
用
い
て
他
入
の
意
見
を
吟
味
す
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
期
し
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
の
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
ら
く
で
も
導
入
の
意
見
に
満
足
す
べ
き
で
あ
る
な
ど
と
、
私
は
信
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
修
正
の
意
図
を
ほ
の
め
か
し
て
い

　
　
る
。
か
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
モ
ラ
ル
は
修
正
の
余
地
あ
る
も
の
と
し
て
消
極
的
な
仕
方
で
ま
ず
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
う
い
う
モ
ラ
ル
と
は
別
に
決
定
的
道
徳
と
言
わ
れ
る
も
の
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
全
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
の
頂
点
に
位
し
、
「
諸
学
の
完
金
な
認
識
を
前
提
す
る
知
恵
の
最
高
の
段
階
し
で
あ
る
「
最
も
高
く
最
も
完
全
な
モ
ラ
ル
し
で
あ
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
し
か
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
が
未
完
成
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
ジ
ル
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
決
定
的
道
徳
は
志
向
さ
れ
る
だ
け
で
実
現
さ
れ

　
　
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
述
べ
た
暫
定
的
道
徳
が
あ
と
で
修
正
を
受
け
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
決
定
的
道
徳
の
大
要
は
す
で
に
そ
こ

　
　
で
用
慧
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
蘭
の
事
憐
を
考
え
て
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
暫
定
的
道
徳
を
定
め
て
か
ら
お
よ
そ
二
十
五
年
後

　
　
に
、
そ
れ
を
修
正
す
べ
く
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
に
宛
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、
「
私
が
方
法
序
説
の
中
に
入
れ
た
道
徳
の
三
規
鋼
に
関
係

　
　
す
る
三
つ
の
こ
と
が
ら
を
人
が
遵
守
し
さ
え
ず
れ
ば
人
は
他
入
を
侯
た
ず
し
て
自
分
自
身
で
満
足
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

　
　
（
1
7
）

　
　
ろ
う
」
。
で
は
、
暫
定
約
道
徳
は
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
対
照
表
を
作
る
こ
と
が
便
利
で
あ
ろ
う
。

鯉　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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（
1
8
）

　
「
序
説
」
に
お
け
る
暫
定
的
道
徳

　
第
一
は
、
…
…
私
が
共
に
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
人
々
の
う

ち
の
最
も
分
別
あ
る
人
々
が
、
普
通
に
実
生
濾
に
お
い
て
と
っ
て

い
る
と
こ
ろ
の
、
最
も
穏
健
な
、
極
端
か
ら
は
遠
い
意
見
に
従
っ

て
、
自
分
を
導
く
こ
と
。

　
第
二
は
、
私
の
行
動
に
お
い
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
し
っ
か
り
し

た
、
ま
た
き
っ
ぱ
り
し
た
態
度
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
い
か
に
疑

わ
し
い
意
見
に
で
も
、
い
っ
た
ん
そ
れ
を
と
る
と
決
心
し
た
場
合

は
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
確
実
な
も
の
で
あ
る
場
合
と
同
様
に
、
変

わ
ら
ぬ
態
度
で
、
そ
れ
に
従
い
つ
づ
け
る
こ
と
。

　
第
三
は
：
…
二
般
的
に
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
完
全
に
支
配
し

う
る
も
の
と
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
思
想
し
か
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の

外
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
善
の
努
力
を
つ
く
し
て
な
お
な
し

と
げ
え
ぬ
事
が
ら
は
す
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
絶
対
的
に

不
町
能
で
あ
る
と
信
ず
る
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
。

こ
の
対
照
表
か
ら
注
属
す
べ
き
こ
と
は
、

性
や
精
神
の
重
要
性
を
逐
一
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
へ
の
手
紙
に
お
け
る
修
正

　
第
一
は
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
何
を
す
べ
き
で
何

を
す
べ
き
で
な
い
か
を
知
る
た
め
に
、
な
し
う
る
か
ぎ
り
よ
く
磨

分
の
精
神
を
使
お
う
と
常
に
努
力
す
る
こ
と
。

　
第
二
は
、
理
性
が
勧
め
る
す
べ
て
の
こ
と
を
、
竪
く
持
続
し
た

決
心
を
以
て
遂
行
し
、
情
念
や
欲
望
に
よ
っ
て
そ
ら
さ
れ
ぬ
こ
と
。

こ
の
決
心
の
堅
さ
を
徳
と
謡
射
す
べ
き
と
恩
わ
れ
る
。

　
第
三
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
理
性
に
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
自
ら
を

導
く
間
、
人
が
所
有
し
て
い
な
い
す
べ
て
の
善
は
、
ど
れ
も
彼
の

能
力
の
全
く
外
に
あ
る
と
着
悪
し
、
こ
う
い
う
仕
方
で
、
決
し
て

そ
れ
を
欲
求
し
な
い
よ
う
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暫
定
的
道
徳
が
理
性
と
い
う
言
葉
を
全
く
含
ま
な
い
の
に
対
し
、
修
正
さ
れ
た
方
の
道
徳
は
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
わ
け
第
一
格
率
の
変
容
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前

者
で
は
デ
カ
ル
ト
は
進
ん
で
他
人
の
意
見
や
習
慣
に
従
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
梱
亡
し
て
生
に
お
け
る
判
断
に
自
ら
の
理
性
（
精
神
）



　
　
を
断
乎
と
し
て
使
う
の
で
あ
る
。
第
二
格
率
に
関
し
て
は
、
徳
た
り
え
る
も
の
は
決
心
の
堅
さ
で
あ
る
が
、
．
そ
の
決
心
は
恣
意
的
な
も
の

　
　
で
は
な
く
予
め
理
性
に
よ
る
規
定
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
第
鷺
に
、
人
に
出
来
る
も
の
と
出
来
な
い
も
の
と
の
区
別
は
、

　
　
理
性
に
従
う
限
り
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
理
性
の
使
用
は
ユ
、
ラ
ル
の
修
正
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
演
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
理
性
の
正
し
い
使
用
は
人
間
の
至
福
（
ま
一
陣
。
卿
審
）
を
用
意
し
、
そ
れ
が
幸
福
に
生
き
る
（
鼠
護
Φ
①
昌
ぴ
鐙
簾
＆
⑦
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
完
全
に
充
足
し
満
足
し
た
精
神
」
の
所
有
を
条
件
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
修
正
さ
れ
た
方
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
モ
ラ
ル
は
理
性
に
よ
っ
て
厳
格
に
基
礎
付
け
ら
れ
普
遍
的
に
人
に
精
神
の
満
足
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
決
定
的
道

　
　
徳
の
理
想
で
あ
る
翌
福
や
幸
福
に
達
す
る
道
を
す
で
に
雨
意
し
て
い
る
と
雷
っ
て
よ
い
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
、
暫
驚
的
道
徳
か
ら
決
定
的
道
徳
へ
の
志
向
の
段
階
に
お
い
て
理
性
使
用
の
イ
デ
ー
が
深
く
食
い
込
ん
で
い
る
わ
け
だ

　
　
が
、
そ
の
イ
デ
ー
は
修
正
さ
れ
た
モ
ラ
ル
の
延
長
線
上
に
あ
る
知
恵
論
や
徳
論
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
一
般
的
に
知
恵
と
は
「
第
一
原
理
に
よ
る
真
理
の
認
識
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
完
全
な
る
知
者
、
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
す
べ
て
の
も
の
の
真
理
を
完
全
に
認
識
し
て
い
る
者
は
実
際
神
だ
け
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
人
間
も
理
性
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
多
か
れ
少

　
　
な
か
れ
知
恵
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
「
誰
で
も
な
し
う
る
か
ぎ
り
理
性
を
つ
ね
に
よ
く
使
い
、
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
善
だ
と
判
断
す
る
と
こ
ろ
を
行
う
よ
う
重
く
一
貫
し
た
意
志
を
持
つ
入
は
、
彼
の
本
性
に
許
さ
れ
た
か
ぎ
り
真
に
知
恵
あ
る
人
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
か
ら
。
こ
の
思
想
は
修
正
さ
れ
た
モ
ラ
ル
の
第
二
格
率
に
す
で
に
出
て
い
た
が
、
徳
は
そ
う
し
た
意
志
の
内
に
宿
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル

　
　
ト
は
、
人
が
自
由
に
で
き
る
も
の
は
意
志
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
と
い
う
第
三
格
率
的
反
省
を
加
え
て
そ
の
徳
を
「
高
馬
偏
（
α
q
9
吟
。
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
ω
陣
審
）
と
呼
び
、
「
す
べ
て
の
他
の
徳
の
鍵
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
徳
を
前
に
し
て
重
要
な
こ
と
は
行
為
に
お
い
て
よ
い
結
渠
を
得

　
　
る
こ
と
よ
り
も
、
理
性
を
よ
く
使
用
し
て
最
善
を
選
び
と
り
か
つ
そ
れ
を
決
然
と
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
最
善
を
尽
し
て

　
　
行
為
に
実
り
な
き
場
合
で
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
責
が
な
い
と
雷
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
「
悟
性
が
知
り
得
る
最

　
　
　
　
（
8
2
）
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
善
を
行
い
し
、
「
理
性
の
勧
告
」
に
つ
ね
に
従
い
つ
つ
わ
れ
わ
れ
の
能
力
の
う
ち
に
あ
る
何
も
の
を
も
見
落
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
十
分
満
足

蹴　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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鴛
学
研
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第
五
百
三
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

す
べ
ぎ
で
あ
る
か
ら
。
次
に
重
要
な
こ
と
は
、
最
善
の
選
択
に
お
い
て
理
性
が
判
断
の
基
準
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
み
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

か
ら
の
最
善
を
な
す
に
は
…
…
で
き
る
か
ぎ
り
よ
く
判
断
す
る
だ
け
で
十
分
」
で
あ
り
、
そ
の
場
含
理
性
の
真
の
仕
葱
は
「
善
悪
を
判
断

（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

し
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
善
の
正
当
な
摘
値
を
調
べ
」
、
か
く
し
て
「
善
の
真
な
る
認
識
」
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
「
善
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

行
為
は
關
有
の
理
性
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
徳
や
知
恵
の
獲
得
に
お
い
て
理
性
の
活
用
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　
だ
が
、
モ
ラ
ル
に
お
い
て
理
性
を
使
う
と
か
理
性
に
従
う
と
い
う
こ
宏
は
一
体
い
か
な
る
事
態
を
指
し
て
い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
最

後
に
情
念
の
統
御
と
い
う
実
際
的
問
題
を
取
り
あ
げ
て
、
理
性
と
モ
ラ
ル
と
の
関
係
を
よ
り
其
体
的
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
人
間
は
精
神
と
身
体
と
の
複
合
体
で
あ
る
か
ぎ
り
様
々
な
情
念
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
情
念
は
身
体
の
保
持
に
資
す
る
等
有
益
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

り
、
「
そ
れ
ら
は
す
べ
て
本
性
上
よ
き
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
場
合
に
は
「
情
念
に
よ
っ
て
最
も
動
か
さ
れ
う
る
人
々
が
、
こ
の

世
の
生
に
お
い
て
最
も
多
く
の
楽
し
さ
を
昧
わ
い
う
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
そ
う
い
う
人
々
は
ま
た
、
も
し
情
念
を
よ
く
用

　
　
す
べ

い
み
術
を
知
ら
ず
、
偶
然
の
運
に
幸
い
せ
ら
れ
な
い
場
禽
に
は
、
こ
の
世
の
生
に
お
い
て
最
も
多
く
の
苦
し
さ
を
見
い
だ
す
か
も
し
れ
ぬ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
」
。
か
よ
う
に
統
御
さ
れ
て
い
な
い
自
然
の
ま
ま
の
贈
号
は
必
ず
し
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
き
も
の
で
は

な
い
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
の
情
念
を
ス
ト
ア
哲
学
者
が
そ
う
し
た
よ
う
に
抑
圧
し
て
し
ま
う
に
は
及
ば
な
い
。
「
情
念
を

理
性
に
服
さ
し
め
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
か
よ
う
に
清
覧
を
馴
ら
す
（
鋤
も
℃
種
一
く
O
一
〇
隠
①
穏
）
場
合
に
は
そ
れ
は
過
度
に
傾
く
よ
り
も
は
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

に
有
益
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
情
念
を
取
り
除
い
て
「
無
感
覚
」
に
陥
る
こ
と
よ
り

も
、
理
性
に
よ
っ
て
そ
れ
を
い
か
に
よ
く
統
御
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
で
は
、
具
体
酌
に
ど
う
統
御
す
べ
き
か
。
通
俗
の
人
々
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
ら
は
「
か
れ
ら
の
情
念
の
な
す
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ま
ま
に
身
を
委
ね
、
身
辺
に
起
こ
る
事
物
の
快
・
不
勝
に
応
じ
て
の
み
か
れ
ら
は
幸
・
不
幸
で
あ
る
」
か
ら
。
し
か
し
、
偉
大
な
人
々
に

お
い
て
は
「
た
と
え
激
し
い
情
念
を
も
っ
て
い
て
も
理
性
が
つ
ね
に
主
人
で
あ
り
続
け
、
そ
れ
が
墨
筆
さ
え
を
も
こ
の
世
で
享
受
す
る
完



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
全
な
翌
福
に
仕
え
貢
面
す
る
よ
う
に
す
る
砿
。
つ
ま
り
、
か
れ
ら
は
「
こ
の
世
に
お
い
て
運
命
を
都
心
よ
く
す
る
た
め
に
魂
の
力
の
う
ち

　
　
に
あ
る
す
べ
て
を
善
と
す
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
永
遠
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
の
で
魂
は
ち
ょ
う
ど
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
れ
わ
れ
が
芝
居
の
上
の
出
来
事
を
見
て
い
る
よ
う
に
し
か
西
来
事
を
見
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
情
念
を
統
御
す
る
た
め
の
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
イ
デ
ー
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
力
の
外
に
あ
る
も
の
と
を
区
別
す
る
思
想
で
あ

　
　
る
。
た
と
え
ば
欲
望
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
正
倉
に
欲
求
し
て
よ
い
の
は
わ
れ
わ
れ
に
の
み
依
存
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
だ
け
で
あ
り
、
「
そ
れ
が
善
い
と
知
ら
れ
た
な
ら
、
い
く
ら
熱
烈
に
欲
求
さ
れ
て
も
、
さ
れ
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」
。
だ
が
、
「
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
に
少
し
も
依
存
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
善
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
ら
を
強
く
欲
求
し
て
は
な
ら
な
い
」
。

　
　
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
他
の
斑
能
な
も
の
へ
の
欲
求
を
封
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
行
為
す
る
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
実
際
に
閥
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
依
存
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
い
か
に
し
て
予
め
見
分
け
る
か
と
い
う
こ

　
　
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
「
理
性
の
命
令
」
す
る
所
に
従
え
ば
そ
の
区
別
、
つ
ま
り
摂
理
の
決
定
に
よ
る
「
必
然
の
宿
命
賦
と
「
偶
然
の

　
　
（
崔
4
）

　
　
運
」
と
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
合
理
的
な
手
続
き
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
区
別

　
　
に
関
し
て
理
性
の
働
き
方
を
…
律
に
規
則
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
難
し
さ
を
認
め
、
結
局
「
す
べ
て
の
も
の
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
　
を
、
こ
う
い
う
角
度
か
ら
眺
め
る
習
慣
を
つ
け
る
た
め
に
は
長
い
練
習
と
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
省
察
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
告
白
し
て

　
　
い
る
。

　
　
　
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
イ
デ
ー
、
つ
ま
り
人
生
に
お
い
て
見
物
人
（
の
℃
の
O
暦
鋤
酔
⑦
信
冠
）
と
な
る
と
い
う
思
想
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
思
想
は
デ
カ
ル
ト
が
若
い
降
か
ら
抱
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
依
存
し
な
い
も
の
に
つ
い
て

　
　
は
、
そ
の
す
べ
て
を
我
が
事
と
せ
ず
無
関
心
た
る
べ
く
達
観
せ
よ
と
教
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
え
は
、
一
見
す
る
と
清
念
を
除
去
せ

　
　
ず
必
用
す
る
と
い
う
さ
き
ほ
ど
の
主
張
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
達
観
は
「
永
遠
」
の
相
の
γ
に
お
い
て
も
の
ご
と
を
見
る

　
　
と
い
う
よ
り
高
い
次
　
7
6
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
次
元
に
お
い
て
は
「
哲
学
者
の
眼
を
も
っ
て
人
み
な
の
様
々
な
行
動
や
事
業
を
な
が
め

鰯　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
虫
義
に
つ
い
て
　
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
空
し
く
無
益
な
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
見
え
る
し
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
徹
底
し
て
見
物
人
に
な
る
と

い
う
仕
方
で
「
わ
れ
わ
れ
は
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
あ
ら
ゆ
る
悪
が
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
大
き
く
て
も
、
俳
優
た
ち
が
何
か
非

常
に
不
幸
な
芝
居
を
員
の
前
で
演
じ
た
と
き
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
悲
し
さ
に
も
ま
し
て
、
深
く
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
な
か
に
侵
入
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
悲
劇
を
見
て
涙
を
流
し
て
い
な
が
ら
実
は
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

よ
う
に
、
人
生
の
見
物
人
は
耐
え
が
た
い
苦
悩
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
満
足
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
人
生
の
出

来
事
を
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
合
理
化
す
る
こ
と
は
生
身
の
人
間
に
と
っ
て
容
易
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
自
身
、
「
こ
の
よ
う
な
観
点
に
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

す
る
に
は
、
き
わ
め
て
哲
学
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
理
性
は
情
念
を
統
御
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
統
御
の
構
造
は
必
ず
し
も
合
理
化
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
結
局
そ

れ
は
、
練
習
に
よ
っ
て
習
慣
付
け
る
と
い
う
道
徳
的
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
理
性
と
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
何
が
結
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
の
モ
ラ
ル
は
一
面
で
は
き
わ

め
て
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
理
性
が
価
値
判
断
の
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
情
念
を
統
御
し
、
善
を
選
び
、
行
為
を
律
し
、
徳
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

モ
ラ
ル
は
形
蒲
上
学
や
自
然
学
の
合
理
的
知
見
の
上
に
そ
の
「
確
実
な
基
礎
」
を
鐙
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
情
念
の
統
御

と
い
う
思
想
は
、
情
念
の
生
理
学
的
分
析
や
心
身
の
区
別
・
合
一
と
い
う
知
見
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
面
で
は

デ
カ
ル
ト
的
誰
、
ラ
ル
は
完
全
に
は
合
理
化
で
き
な
い
部
分
を
も
含
む
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
理
性
は
生
に
お
け
る
偶
然
の

運
や
情
念
と
い
う
非
合
理
な
も
の
を
批
判
的
に
規
定
す
る
が
、
そ
の
理
性
の
働
き
そ
の
も
の
の
合
理
的
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
最
善
を
尽
し
て
追
求
し
、
で
き
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
に
冷
淡
に
な
れ
、
と
い

う
場
合
、
そ
の
区
鋼
自
体
が
論
理
的
規
則
に
よ
っ
て
客
観
化
さ
れ
え
ず
、
冷
淡
に
な
る
こ
と
も
修
練
を
以
て
す
る
ほ
か
は
な
い
。
さ
ら
に

最
善
の
追
求
は
理
性
よ
り
も
む
し
ろ
決
心
と
い
う
意
志
の
主
観
的
働
き
に
依
存
す
る
。
も
し
含
理
主
義
的
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
が
生
に
お



け
る
す
べ
て
の
行
為
を
客
観
的
か
つ
論
理
的
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
規
則
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
的
モ
ラ
ル
は
必

ず
し
も
合
理
主
義
的
欝
造
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
む
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
は
モ
ラ
ル
を
合
理
化
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
客
観
性
を
欠
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
形
而

上
学
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
モ
ラ
ル
に
お
い
て
も
、
実
践
面
で
理
性
と
非
合
理
な
る
も
の
と
の
対
立
は
避
け
ら
れ
な
い
。
結
局
、

哲
学
者
に
な
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
の
で
あ
る
。

二
、
理
性
と
信
仰

　
　
　
理
性
と
信
仰
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
哲
学
の
伝
統
的
問
題
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
時
代
に
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
合
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
的
思
想
の
大
き
な
影
響
の
下
に
理
性
の
領
域
と
信
仰
の
領
域
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
支
配
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
チ
エ
ソ
ヌ
・
パ
ス
カ
ル
は
息
子
ブ
レ
ー
ズ
に
「
す
べ
て
信
仰
の
対
象
は
理
性
の
対
象
と
な
り
え
な
い
」
と
教
え
る
の
を
常
と
し
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
ま
た
信
仰
の
人
で
あ
る
と
同
時
に
科
学
の
人
で
も
あ
っ
た
メ
ル
セ
ソ
ヌ
は
「
信
仰
に
反
す
る
理
性
は
な
い
し
と
し
な
が
ら
も
両
老
を
原

　
　
理
的
に
区
別
し
た
。
さ
ら
に
、
理
性
の
名
に
お
い
て
信
仰
を
軽
蔑
し
た
リ
ベ
ル
タ
ン
や
無
神
論
者
が
多
く
輩
出
し
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
つ
た
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
た
し
か
に
、
私
生
活
に
お
い
て
彼
は
「
乳
母
の
宗
教
」
を
し
っ
か
り
と
持
ち
続
け
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
哲
学
者
と
し
て
の
彼
は
「
信
仰
の
真
理
を
別
に
」
し
た
。
そ
の
真
理
は
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
超
え
る
ゆ
え
に
、
彼
は
そ
れ
を
「
私
の
弱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
推
理
力
に
よ
っ
て
支
配
し
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
信
仰
は
彼
の
哲
学
研
究
の
プ
ラ
ン
に
は
な
い
。
実
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
「
哲
学
の
樹
」
は
そ
の
最
高
の
知
恵
の
段
階
は
モ
ラ
ル
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
は
全
く
非
宗
教
的
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
儒
仰
は
理
性
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
限
り
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
璽
粋
な
主
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
は
ず
で

　
　
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
以
下
、
理
性
が
信
仰
と
い
う
実
践
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
儒

　
　
仰
と
合
理
主
義
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

956　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
ニ

　
バ
イ
エ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
「
早
く
か
ら
、
信
仰
の
対
象
は
理
性
の
対
象
た
り
え
ず
、
前
老
を
後
者
に
服
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

め
る
こ
と
は
無
謀
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
の
言
明
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
理
性
と
信
仰
と
の
鋭
利
な
区
鋼
が

あ
る
こ
と
を
簸
示
し
て
い
る
。

　
信
仰
の
光
の
前
で
は
理
性
は
弱
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
光
は
人
平
理
性
を
超
え
て
お
り
、
信
仰
と
比
べ
る
限
り
、
理
牲
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

原
理
に
お
い
て
暗
く
推
理
に
お
い
て
不
確
実
で
あ
る
か
ら
。
理
性
が
信
仰
の
下
位
に
あ
る
以
上
、
理
性
の
真
理
は
「
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

確
実
な
」
薄
層
の
真
理
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
理
性
は
三
位
一
体
の
玄
義
等
判
明
に
理
解
で
き
な
い
儒
仰
の
真
理
内
容
に
立
ち
入
る

　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

権
能
を
有
し
な
い
。
だ
が
判
明
に
理
解
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
み
な
偽
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
し
か
に
信
仰
は
「
不
判
明

な
も
の
を
対
象
と
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
儒
じ
て
い
る
理
由
は
不
判
明
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
れ
は
い
か
な
る
自
然
の
光
よ
り

　
　
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

も
明
晰
で
あ
る
」
。
と
い
う
の
は
総
懸
は
、
そ
の
光
か
ら
来
る
明
証
性
と
は
区
励
さ
れ
た
「
神
の
恩
寵
か
ら
来
る
」
固
有
の
明
証
性
を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
信
仰
は
理
性
を
凌
駕
し
、
人
間
理
性
の
達
し
え
な
い
固
有
の
真
理
を
持
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

デ
カ
ル
ト
が
信
仰
と
理
性
と
の
空
夢
に
反
対
し
た
の
は
、
専
ら
こ
の
角
度
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
字
幕
の
真
理
は
恩
寵
の
光
の
み

に
よ
っ
て
誰
に
で
も
「
啓
示
さ
れ
た
真
理
扁
で
あ
る
が
、
理
性
の
真
理
は
自
然
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
学
問
的
努
力
に
よ
っ
て
「
獲
得
さ
れ

　
　
（
6
7
）

た
真
理
」
で
あ
る
。
こ
の
点
で
信
仰
と
理
性
と
は
原
理
的
に
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
両
者
の
間
に
は
優
劣
が
あ
る
。

「
信
仰
に
依
存
し
、
自
然
的
な
論
証
に
よ
っ
て
証
明
で
き
な
い
真
理
を
蓋
然
的
に
す
ぎ
な
い
人
間
的
理
性
で
弱
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
真
理
を
歪
め
る
こ
と
で
あ
る
」
。
あ
る
場
合
に
は
、
理
性
は
儒
仰
に
場
所
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
信
仰
の
優
位
は
理
性
が
そ
こ
で
霊
要
な
役
割
を
演
ず
る
領
域
を
決
し
て
消
去
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
神
の
権
威

に
服
す
る
旨
を
述
べ
た
す
ぐ
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
付
け
掬
え
る
の
を
忘
れ
な
か
っ
た
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
神
へ
の
信
仰
が
わ
れ
わ
れ

に
何
も
教
え
て
い
な
い
事
が
ら
に
お
い
て
は
、
真
で
あ
る
と
見
き
わ
め
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
真
で
あ
る
と
み
な
し
た
り
、
大
入
に
な
っ

て
か
ら
の
理
性
よ
り
も
感
覚
を
、
す
な
わ
ち
幼
時
の
無
思
慮
な
判
断
を
信
頼
し
た
り
す
る
の
は
、
哲
学
者
に
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
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（
6
9
）

の
で
あ
る
」
と
。
た
し
か
に
、
儒
仰
の
前
に
は
理
性
は
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
信
仰
に
関
し
な
い
領
域
に
お
い
て
は
、
あ

く
ま
で
理
性
の
強
さ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ
イ
エ
の
指
摘
す
る
如
く
、
「
理
性
が
信
仰
の
前
に
敬
意
と
書
し
み
に
あ
ふ
れ
た
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

度
を
と
る
な
ら
ば
、
信
偉
も
ま
た
自
然
の
光
だ
け
で
十
分
な
問
題
に
は
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
理
性
の
弱
さ

を
た
び
た
び
強
調
し
た
の
は
、
信
仰
と
の
区
別
を
強
く
意
識
し
、
以
て
人
間
理
性
の
固
有
の
領
域
を
保
存
せ
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
彼
の
使
命
感
は
「
自
然
の
光
に
よ
る
真
理
の
探
求
」
に
あ
り
、
そ
の
光
は
「
純
粋
に
し
て
、
宗
教
や
学
院
の
哲
学
の
助
け

を
借
り
ず
に
、
良
識
の
人
士
が
、
彼
の
思
考
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
よ
り
珍
し
い
諸
学
の
菰
奥
を
き
わ
め
る
こ
と
が
で
き
る
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

べ
て
の
事
物
に
つ
い
て
持
ち
得
る
見
解
を
定
め
る
」
の
で
あ
る
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
形
而
上
学
の
真
理
は
神
学
よ
り
も
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

学
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
る
し
、
自
然
学
は
そ
の
原
理
を
信
仰
に
求
め
ず
、
モ
ラ
ル
に
お
い
て
さ
え
彼
は
セ
ネ
カ
の
よ
う
な
「
儒
仰
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

て
照
ら
さ
れ
ず
に
自
然
的
理
性
の
み
を
導
き
と
し
た
」
哲
学
者
の
道
徳
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
理
性
は
弱
き
も
の
と
し
て
信
仰
か
ら
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
信
仰
の
介
在
し
な
い
純
哲
学
的
領
域
に
お
い
て
は
、
依
然

と
し
て
そ
の
重
要
性
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
信
仰
と
理
性
と
の
区
別
は
決
し
て
そ
の
分
離
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の
聞
に
は
、
そ
れ
ら
が
食
い
違
っ
て
所
謂
二

璽
真
理
説
に
陥
ら
ぬ
よ
う
積
極
的
関
係
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
深
慮
註
記
」
（
2
0
鍵
①
5
即
。
σ
q
窮
ヨ
箆
鋤
）
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

仰
や
理
性
が
対
象
と
す
べ
き
「
三
種
類
の
周
題
」
を
明
確
に
区
甥
し
て
い
る
。
そ
れ
を
整
理
す
れ
ば
次
の
表
の
如
く
で
あ
る
。

種
璽
　
問
題
の
対
象
　
　
　
　
　
　
一

一二三

信
仰
に
よ
っ
て
の
み
儒
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ら
。

信
仰
に
属
し
て
い
な
が
ら
自
然
的
理
性
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る
こ
と
が
ら
。

…信
仰
に
全
く
属
さ
ず
、
人
間
の
推
論
に
よ
る
探
求
に
の
み
委
ね
ら
れ
る
こ

と
が
ら
。

　
　
　
そ
　
　
の
　
　
塩

化
肉
や
三
位
一
体
の
玄
義
な
ど
。

神
の
存
在
、
人
間
の
魂
と
身
体
と
の
区
別
、
な
ど
。

円
積
法
、
化
金
石
、
な
ど
。

デ
カ
ル
ト
の
含
理
主
義
に
つ
い
て
（
完
）

颯
三
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瞳
陽

こ
の
裁
然
と
し
た
三
分
法
に
よ
れ
ば
、
第
一
類
は
専
ら
信
仰
に
関
す
る
問
題
の
み
を
含
む
が
、
そ
れ
は
「
決
し
て
理
性
の
光
と
矛
盾
し
な

い
」
。
こ
れ
は
神
学
者
の
仕
事
で
あ
る
。
第
二
類
は
神
学
的
問
題
で
あ
り
な
が
ら
哲
学
者
も
ま
た
「
人
間
的
仕
方
、
つ
ま
り
理
性
の
光
の

み
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
仕
方
で
証
明
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
問
題
を
扱
う
。
第
三
類
は
専
ら
理
性
に
よ
っ
て
の
み
考
察
さ
れ
る
べ
き
純
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

学
的
、
純
科
学
的
閥
題
を
対
象
と
し
、
そ
れ
は
信
仰
の
光
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
。

　
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
掻
し
た
い
の
は
な
か
ん
ず
く
第
二
類
の
閥
題
、
す
な
わ
ち
「
神
」
や
「
魂
」
の
よ
う
に
儒
仰
に
も
理
性
に
も
属

す
る
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
信
仰
と
理
性
と
の
積
極
的
関
係
が
見
禺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
デ
カ
ル
ト
は

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
博
士
た
ち
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
も
、
神
や
魂
に
つ
い
て
の
問
題
は
「
神
学
よ
り
も
哲
学
の
諸
根
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ

　
　
　
　
　
（
7
5
）

る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
い
か
に
し
て
理
性
が
そ
れ
ら
信
仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら
を
証
明
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
少
く
と
も
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
理
論
上
の
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

の
玄
義
の
よ
う
に
「
信
仰
は
常
に
不
判
明
な
も
の
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
は
知
性
の
働
き
で
は
な
く
意
志
の
働
き
で
あ
る
」
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

第
二
類
の
二
問
題
の
よ
う
に
「
信
仰
が
悟
性
の
う
ち
に
基
礎
を
有
す
る
場
合
に
は
」
そ
れ
は
理
性
に
よ
っ
て
「
論
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

ま
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
合
理
的
根
拠
を
有
す
る
限
り
証
明
可
能
な
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

実
際
上
の
理
由
で
あ
る
。
信
仰
に
属
す
る
あ
る
種
の
こ
と
が
ら
を
論
証
す
る
企
て
は
聖
書
の
権
威
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
て
い
る
が
、

無
神
論
者
を
説
得
す
る
の
に
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
ま
ず
第
一
に
自
然
的
な
理
性
に
よ
っ
て
神
の
存
在
と

魂
の
不
死
と
を
証
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
無
信
の
徒
に
い
か
な
る
宗
教
を
も
い
か
な
る
道
徳
的
徳
で
さ
え
を
も
説
得
す
る
こ
と
は
ま
る
で

　
　
（
7
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紛
）

不
可
能
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
信
仰
を
舎
理
化
す
べ
く
、
既
存
の
証
明
よ
り
も
「
よ
り
ょ
く
、
よ
り
堅
固
た
る
」
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

明
を
考
え
、
「
こ
れ
か
ら
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
こ
れ
こ
そ
真
な
る
証
明
で
あ
り
続
け
る
ほ
ど
明
晰
か
つ
正
確
な
順
序
に
そ
れ
を
並
べ
」

よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
類
の
問
題
に
お
い
て
は
、
信
仰
と
理
性
と
は
分
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
信
仰
の
真
理

は
理
性
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
こ
う
し
た
考
え
は
理
性
と
儒
仰
の
一
致
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
Q
と
い
う
の
は
、
も
し
信
仰
の
真
理
が
理
性
と
矛
盾
し
て
い
た

　
　
な
ら
ば
、
そ
れ
は
理
性
に
よ
っ
て
決
し
て
証
明
さ
れ
え
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
類
の
問
題
は
、
合
理
的
根
拠
を
持
つ
限
り
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
　
に
よ
っ
て
基
礎
が
固
め
ら
れ
、
「
自
然
の
光
と
は
撞
着
し
な
い
」
。
理
性
と
信
仰
と
の
無
矛
臆
的
共
存
は
第
一
類
、
第
三
類
の
問
題
に
お
い

　
　
て
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
に
信
仰
に
の
み
属
す
る
こ
と
が
ら
が
哲
学
的
議
論
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

　
　
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
理
性
の
自
然
的
光
に
決
し
て
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示
す
」
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
専
ら
神
学
者
の
研
究
に
か

　
　
か
っ
て
い
る
。
だ
が
、
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
は
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
に
手
を
触
れ
ず
、
た
だ
そ
れ
が
人
間
理
性
の
理
解
を
超
え
た
鋼
の
次
元

　
　
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
理
性
と
儒
仰
の
い
わ
ば
超
矛
盾
的
共
存
を
計
っ
て
い
る
。
隠
裏
の
真
理
が
こ
の
よ
う
に
理
性
に
矛
盾
し
な
い
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
　
同
様
に
、
「
哲
学
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
真
理
も
信
仰
の
真
理
に
反
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
偏
。
た
と
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
宇
宙
進
化
論

　
　
と
「
創
世
記
」
と
の
抵
触
の
可
能
性
を
彼
は
否
定
し
て
、
自
分
の
考
え
の
方
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
よ
り
も
「
よ
り
ょ
く
儒
仰
と
一

　
　
　
　
（
8
4
）

　
　
致
す
る
」
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
神
は
最
初
に
世
界
に
カ
オ
ス
の
形
体
し
か
与
え
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
神
は
自
然
法
剛
を
す
で

　
　
に
定
め
、
自
然
に
い
つ
も
の
仕
方
で
動
く
よ
う
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
す
べ
て
純
粋
に
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
質
的
な
る
も
の
は
時
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
が
現
在
見
て
い
る
も
の
に
な
り
え
た
と
い
う
こ
と
を
創
造
の
奇
跡
を
損
う
こ
と
な
く
信
じ
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

　
　
と
が
で
き
る
偏
か
ら
で
あ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
、
宇
宙
は
進
化
発
屡
す
る
と
い
う
理
性
の
側
か
ら
の
要
講
と
、
世
界
は
最
初
か
ら
ぬ
7
5
全
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

　
　
あ
る
と
い
う
儒
仰
の
側
か
ら
の
要
請
と
は
絹
矛
盾
し
な
い
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
理
性
と
信
仰
と
は
分
裂
も
矛
盾
も
し
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
あ
る
場
合
に
は
理
性
は
信
仰
を
支
え
、
用
意
す
る
と
い
う
点

　
　
で
、
面
隠
は
積
極
的
な
一
致
関
係
に
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
最
終
的
に
「
私
の
自
然
学
や
形
弼
上
学
に
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
儒
仰
に
反

　
　
す
る
も
の
は
全
く
な
い
。
反
対
に
、
人
が
私
の
原
理
に
従
う
な
ら
、
信
仰
は
人
閥
的
根
拠
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
強
く
支
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

　
　
う
と
自
負
す
る
次
第
で
あ
る
」
と
確
認
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
信
仰
を
支
持
す
る
理
性
は
あ
る
種
の
信
仰
に
合
理
的
証
明
を
与
え
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
4

　
　
結
果
「
無
信
の
徒
に
信
仰
を
受
け
入
れ
る
罵
意
を
さ
せ
る
の
に
大
き
く
役
立
つ
」
の
で
あ
る
。

99β　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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し
か
し
な
が
ら
、
信
仰
に
お
け
る
理
性
の
役
割
を
強
調
し
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
理
性
は
儒
仰
を
固
め
る
の
に
役
立
つ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）
　
　
　
　
、
　
、
　
、

儒
仰
の
究
極
鼠
標
で
あ
る
「
天
国
に
至
る
」
に
は
や
は
り
不
十
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
を
天
国
に
導
く
の
は
、
ど
こ
ま
で

も
啓
示
さ
れ
た
真
理
で
あ
っ
て
、
理
性
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
真
理
で
は
な
く
、
し
か
も
前
者
は
「
わ
れ
わ
れ
の
理
解
力
を
超
え
て
い
る
」

ゆ
え
に
、
「
そ
れ
を
吟
味
し
、
酋
尾
よ
く
天
国
を
獲
る
に
は
、
神
の
何
か
特
別
な
協
力
を
必
要
と
し
、
か
く
し
て
入
間
以
上
の
も
の
と
な

　
　
　
　
　
（
9
0
）

る
必
要
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
理
性
は
、
な
る
ほ
ど
借
仰
と
一
致
は
し
て
も
、
そ
れ
は
珍
重
そ
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
両
者
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

に
は
無
限
の
距
離
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
で
デ
カ
ル
ト
は
、
恩
寵
な
し
に
永
遠
の
生
を
得
れ
ら
る
と
す
る
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派

と
は
考
え
を
異
に
す
る
。
彼
は
欝
う
、
「
私
は
自
然
的
理
性
に
よ
っ
て
神
の
存
在
が
知
ら
れ
る
と
雷
つ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
認

識
が
信
仰
に
値
し
、
恩
寵
な
し
に
天
圏
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
を
待
つ
超
自
然
的
栄
光
に
値
す
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
…
…
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
神
が
善
で
あ
り
全
知
に
し
て
真
で
あ
る
等
自
然
的
理
性
で
知
ら
れ
る
こ
と
は
無
信
の
徒
に
信
仰
を
受
け
入
れ

る
用
意
を
さ
せ
る
の
に
大
き
く
役
立
つ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
か
れ
ら
を
天
国
に
至
ら
し
め
る
に
は
十
分
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

め
に
は
イ
エ
ス
馨
キ
リ
ス
ト
や
そ
の
他
の
啓
示
さ
れ
た
も
の
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
恩
寵
に
依
存
し
て
い
る
」
と
。
す
な
わ

ち
、
恩
寵
と
い
う
信
仰
の
光
な
し
に
は
、
信
仰
を
い
く
ら
合
理
化
し
よ
う
と
し
て
も
天
圏
へ
の
道
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
を
知

る
こ
と
と
神
を
信
じ
る
こ
と
と
は
ど
こ
ま
で
も
捌
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

　
で
は
、
パ
ス
カ
ル
の
言
っ
た
よ
う
に
、
儒
仰
な
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
世
で
悲
惨
か
つ
不
幸
で
あ
る
か
。
デ
カ
ル
ト
は
必
ず
し
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

う
は
考
え
な
い
。
彼
の
哲
学
は
「
あ
の
世
に
お
け
る
最
高
の
写
実
し
を
約
し
て
わ
れ
わ
れ
を
救
う
の
が
学
的
で
は
な
い
。
そ
れ
を
吟
味
す

る
の
は
神
学
老
の
仕
事
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
は
、
む
し
ろ
「
こ
の
世
に
お
い
て
味
わ
え
る
限
り
の
最
も
大
き
な
満
足
を
わ
れ
わ
れ
に
享
受

　
　
（
9
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

さ
せ
る
」
こ
と
を
志
向
す
る
。
「
信
稗
の
光
な
し
に
自
然
的
理
性
で
考
察
さ
れ
た
」
満
足
は
、
「
第
一
原
因
に
よ
る
真
理
の
認
識
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

ち
哲
学
が
そ
れ
を
研
究
す
る
と
こ
ろ
の
知
恵
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
麟
は
天
圏
よ
り
も
「
地
の
果
実
」
の

方
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
合
理
性
へ
の
志
向
は
、
哲
学
岩
デ
カ
ル
ト
の
本
性
に
根
ざ
し
て
お
り
、
い
か
に
信
仰
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
　
強
く
持
と
う
と
し
て
も
「
き
わ
め
て
明
証
的
な
自
然
釣
理
性
が
説
得
す
る
も
の
に
、
よ
り
お
お
く
心
を
奪
わ
れ
る
の
を
常
と
す
る
」
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
　
あ
る
。
宗
教
的
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
「
弱
さ
」
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
宗
教
に
対
す
る
態
度

　
　
の
決
定
的
に
し
て
偽
ら
ざ
る
告
白
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
暫
学
者
と
し
て
、
彼
は
超
自
然
的
光
よ
り
も
自
然
の
光
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
く
説

　
　
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
だ
が
、
こ
う
し
た
舎
理
的
態
度
は
決
し
て
魂
の
不
死
や
神
へ
の
愛
の
反
省
そ
の
も
の
を
除
去
す
る
も
の
で
は
な
い
。
信
仰
な
し
に
は
魂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

　
　
の
不
死
は
「
い
か
な
る
保
証
も
な
い
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
理
性
は
人
間
の
魂
が
身
体
と
実
体
的
に
窮
屈
さ
れ
る
ゆ

　
　
え
に
身
体
と
共
に
死
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
十
分
に
示
し
、
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
死
へ
の
恐
怖
か
ら
確
実
に
免
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

　
　
他
方
、
神
へ
の
愛
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
理
性
の
力
だ
け
で
神
を
真
に
愛
す
る
、
つ
ま
り
知
的
に
愛
す
る
の
み
で
な
く
「
情
念
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
　
以
て
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
「
わ
れ
わ
れ
は
神
の
創
っ
た
無
限
に
多
く
の
も
の
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
期
分
」
に
す
ぎ
な
い

　
　
と
い
う
自
覚
を
以
て
神
に
自
ら
を
結
合
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
「
た
だ
こ
の
結
合
と
い
う
イ
デ
…
だ
け
で
心
臓
の
ま
わ
り
に
熱
を
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
馨
τ
）

　
　
こ
し
、
き
わ
め
て
強
烈
な
情
念
を
生
む
に
は
十
分
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
デ
カ
ル
ト
は
「
こ
の
愛
が
恩
寵
な
し
で
も
有
効
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
取
）

　
　
あ
る
か
ど
う
か
は
請
合
わ
な
い
」
と
注
記
し
て
い
る
が
、
し
か
し
「
こ
の
世
の
生
活
を
考
え
て
み
て
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
有
し
得
る
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
1
）

　
　
も
美
し
く
、
ま
た
最
も
有
益
な
情
念
で
あ
る
と
敢
え
て
断
言
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
満
足
を
享
受
す
る
に
は
神
へ
の
愛
に
禽
理
的

　
　
説
明
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
の
愛
は
必
ず
し
も
パ
ス
カ
ル
が
考
え
た
よ
う
な
宗
教
的
愛
で
は
な
く
、
た
と
え
ぽ
「
慈

　
　
（
2
G
l
）

　
　
悲
」
（
象
鴛
｝
審
）
を
感
得
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
性
に
お
い
て
宗
教
家
と
い
う
よ
り
も
暫
学
者
で
あ
っ
た
デ
カ
ル
ト
が
魂
の

　
　
不
死
や
神
へ
の
愛
と
い
う
神
学
的
問
題
を
信
仰
を
考
え
ず
全
く
合
理
的
に
扱
っ
た
の
は
、
天
国
に
至
る
保
証
を
得
る
た
め
で
は
な
く
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
1
）

　
　
の
世
に
お
い
て
「
最
も
幸
福
に
生
き
る
」
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
理
性
と
僑
仰
の
関
係
は
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
明
晰
で
あ
る
。
理
性
は
そ
の
働
き
に
お
い
て
信
仰
と
明
確
に
区
別

　
　
さ
れ
る
。
し
か
し
、
理
性
は
外
客
に
属
す
る
あ
る
種
の
真
理
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
を
用
意
し
、
基
礎
固
め
を
す
る
。
こ
こ
に

期　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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窺　
　
お
い
て
理
性
は
信
仰
と
積
極
的
関
係
を
持
ち
、
信
仰
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
も
天
国
に
擦
る
に
は
決
定
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
と
信
仰
と
の
間
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
次
元
の
ず
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
信
仰
に
合
理

　
　
的
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
自
然
神
学
的
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
立
場
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
信
仰
の
葬
合
理
性
を
他
方
で
認
め
て
い

　
　
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
舎
理
主
義
は
神
や
魂
の
問
題
を
合
理
化
し
え
て
も
、
三
位
一
体
や
恩
罷
と
い
う
非
合
理
な
も
の
に
合
理

　
　
的
説
明
を
与
え
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
非
合
理
を
捨
て
て
し
ま
わ
ず
に
別
の
次
元
に
お
い
て
保
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
自
身

　
　
の
生
き
方
と
し
て
は
、
現
世
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
不
確
実
な
来
世
の
至
福
を
積
極
的
に
追
求
す
る
よ
り
も
、
自
然
的
理
性
に
よ
る
真
理
探

　
　
求
の
結
果
確
実
に
獲
得
さ
れ
る
こ
の
世
に
お
け
る
満
足
を
享
受
す
る
こ
と
で
十
分
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
不
確
実
な
も
の
の
た
め
に
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
1
）

　
　
実
な
も
の
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
お
れ
わ
れ
は
、
理
性
を
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
モ
ラ
ル
や
信
仰
と
い
う
生
に
お
け
る
実
践
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
て
き
た
。

　
　
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
は
モ
ラ
ル
や
信
仰
を
合
理
化
す
る
努
力
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
大
切
な
部
分
（
た
と

　
　
え
ば
行
為
の
具
体
的
基
準
や
救
済
さ
れ
て
天
国
に
至
る
こ
と
）
に
敢
え
て
合
理
的
説
明
を
与
え
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
彼

　
　
の
合
理
主
義
は
、
モ
ラ
ル
や
信
仰
の
場
に
お
い
て
も
非
合
理
な
る
も
の
を
残
し
、
そ
れ
と
理
性
と
の
閥
に
緊
張
関
係
を
孕
む
と
い
う
二
元

　
　
論
的
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
デ
カ
ル
ト
個
人
は
非
合
理
的
な
る
も
の
を
意
志
的
に
処
理

　
　
し
て
、
生
に
お
い
て
確
信
を
も
っ
て
歩
む
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
る
。

（
i
）
　
U
一
。
・
o
こ
H
．
》
一
β
＜
H
δ
．

（
2
）
　
た
と
え
ば
、
「
こ
の
理
性
の
真
な
る
使
用
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
、
あ
ら
ゆ
る
ボ
ソ
・
サ
ソ
ス
、
あ
ら
ゆ
る
詳
聞
的
知
恵
を
含
ん
で
い
る
」
（
閃
且
。
・
8
ざ

　
銭
く
。
①
酔
貯
ヨ
■
》
1
8
’
＜
H
際
山
■
お
）
、
「
人
間
の
最
大
の
至
福
は
理
挫
の
正
し
き
使
用
に
依
存
す
る
」
（
轡
。
葺
Φ
節
蛭
貯
接
史
ダ
心
－
c
。
点
①
心
ρ
》
－

　
つ
目
く
【
笛
興
）
、
「
理
性
使
網
を
失
う
く
ら
い
な
ら
生
命
を
失
っ
た
ほ
う
が
ま
し
で
あ
る
」
（
ピ
馨
ぽ
φ
卿
難
置
筈
露
劉
囲
一
ゆ
i
H
の
塩
。
》
一
↓
’
図
く
．
b
。
o
。
鱒
）
。

（
3
）
。
瞥
累
。
馨
ぎ
牢
。
讐
§
旨
欝
㍗
日
く
厳
幽
も
。
①
押
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（
4
）
無
．
ピ
①
簿
お
》
鐘
。
議
Φ
謎
誹
ρ
一
①
点
O
山
①
Q
◎
P
》
一
β
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結
論
　
二
元
論
的
合
理
主
義

　
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
「
理
性
」
と
い
う
誉
葉
で
何
を
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
、
デ
カ
ル
ト
的
理
性
の
由
来

を
考
え
、
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
理
性
の
定
義
を
分
析
し
、
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
理
性
の
役
割
を
吟
味
し
て
き
た
。
こ
の
一
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
考
察
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
が
二
元
論
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
点
を
さ
ら
に
詳
し
く

検
討
し
て
わ
れ
わ
れ
の
結
論
と
し
た
い
。

　
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
理
性
は
宗
教
的
権
威
と
は
区
別
さ
れ
た
独
自
の
人
間
的
権
威
を
持
ち
、
蓋
然
的
臆
見
や
変
わ
り
易
い
感
覚
を
凌

駕
す
る
明
証
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
性
は
、
す
べ
て
が
権
利
上
可
知
的
で
あ
る
と
い
う
主
知
主
義
的
確
信
に
支
え
ら
れ
、
数
学

と
緊
密
な
連
絡
を
取
る
こ
と
に
よ
り
と
り
わ
け
方
法
論
や
自
然
学
の
形
成
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、

デ
カ
ル
ト
の
思
想
は
所
謂
禽
理
主
義
を
志
向
し
、
理
性
の
示
す
透
明
な
世
界
に
は
一
点
の
非
合
理
の
曇
り
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
デ
カ
ル
ト
的
理
性
を
仔
網
に
調
べ
て
み
る
と
彼
の
思
想
を
単
純
な
合
理
主
義
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
す

な
わ
ち
、
形
菰
上
学
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
主
知
主
義
約
理
性
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
、
そ
の
存
在
論
的
根
拠
が
問
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

理
性
は
説
得
と
い
う
心
理
的
要
素
を
含
み
、
神
の
不
可
解
性
と
い
う
葬
合
理
を
確
認
し
、
生
と
い
う
経
験
的
次
元
を
も
認
め
て
い
る
こ
と

が
鯛
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
モ
ラ
ル
や
宗
教
と
い
う
生
の
実
践
に
か
か
わ
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
理
性
は
情
念
や
信
仰
と
い
う
非
合
理



　
　
な
も
の
を
完
全
に
消
化
し
き
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
か
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
は
合
理
的
要
素
と
と
も
に
非
合
理
的
要
素
を

　
　
も
含
ん
で
お
り
、
そ
の
二
元
性
を
無
視
し
て
デ
カ
ル
ト
を
単
な
る
合
理
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
合
理
的
な
る
も
の
と
非
合
理
的
な
る
も
の
と
は
互
に
無
関
係
に
彼
の
思
想
の
内
に
並
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ル

　
　
ト
は
後
者
を
前
者
に
よ
っ
て
極
力
裏
う
ち
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
生
の
次
元
は
神
の
誠
実
と
い
う
合
理
的
認
識
に
支
え
ら
れ

　
　
て
い
た
。
構
念
の
統
御
に
あ
た
っ
て
は
、
理
性
が
価
値
判
断
の
基
準
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
種
の
信
仰
は
理
性
に
よ
る
証
明
が
可
能
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
理
性
は
非
舎
理
的
な
る
も
の
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
ゲ
ル
1
の
雷
う
よ
う
に
、
こ
の
決
定
に
デ
カ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
の
合
理
主
義
の
真
面
昌
が
あ
る
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
そ
う
考
え
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
の
豊
饒
さ
を
聯
か
も
損
う
こ
と
な

　
　
く
そ
の
合
理
性
を
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
れ
ば
、
合
理
的
な
る
も
の
と
非
合
理
的
な
る
も
の
と
の
間
の
溝
は

　
　
そ
う
し
た
形
式
的
決
定
で
は
埋
め
き
れ
な
い
ほ
ど
深
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
生
の
次
元
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
理
性
の
次
元
と
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
的
に
異
な
り
、
ま
た
理
性
は
信
仰
を
合
理
化
し
な
が
ら
も
救
済
を
得
る
に
は
な
お
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
元
論
的
対
立
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
根
本
か
ら
調
停
す
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
そ
れ
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
、
闇
題
は
二
元
論
を
単
純
に
一
元
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
二
元
論
の
内
容
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

　
　
二
元
論
と
は
思
考
で
あ
る
精
神
と
延
長
で
あ
る
物
体
と
を
独
立
の
実
在
と
見
る
伝
統
的
な
意
味
を
指
す
の
で
は
な
く
、
広
く
デ
カ
ル
ト
の

　
　
思
想
の
中
に
存
在
す
る
一
連
の
異
質
な
イ
デ
…
の
対
立
（
た
と
え
ば
、
悟
性
と
意
志
、
合
理
的
認
識
と
経
験
的
生
、
論
理
と
心
理
、
理
性

　
　
と
信
仰
、
理
性
と
情
念
、
そ
れ
ら
を
合
理
的
な
る
も
の
と
非
合
理
的
な
る
も
の
、
と
総
称
す
る
）
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
二
元
論
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
内
に
各
々
に
実
有
な
確
実
性
の
原
理
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
本
質
的
に
次
元
の
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
擁
し
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　
両
者
の
間
に
は
、
対
立
的
緊
張
を
伴
い
な
が
ら
き
わ
め
て
デ
カ
ル
ト
的
な
仕
方
で
渡
り
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
お
ち
、
理
論
的
に
は

　
　
非
合
理
的
な
る
も
の
は
理
性
の
決
定
に
も
拘
ら
ず
合
理
的
な
る
も
の
と
本
質
的
に
相
容
れ
ず
、
二
元
論
的
対
立
は
不
可
避
で
あ
る
。
だ
が
、

　
　
実
際
の
行
為
の
場
に
お
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
は
輿
ら
を
処
す
る
に
誤
り
な
き
よ
う
、
非
合
理
の
前
に
自
ら
の
魂
を
理
性
に
よ
っ
て
向
け
変

㎜　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
含
理
主
義
に
つ
い
て
　
（
莞
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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…
血
ぬ
ハ

ー07　
　
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
信
仰
の
合
理
的
基
礎
付
け
は
天
国
に
至
る
保
証
は
与
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
世
に
お
い
て
最
大
の
満
足
を

　
　
得
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
デ
カ
ル
ト
の
魂
は
進
ん
で
後
覚
を
志
向
し
、
地
の
果
実
を
味
わ
う
こ
と
で
、
こ
と
足
れ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ま
た
、
モ
ラ
ル
を
客
観
的
に
合
理
化
で
き
ず
と
も
、
理
性
が
最
善
と
儒
じ
る
と
こ
ろ
を
（
た
と
え
そ
の
信
念
が
誤
っ
て
い
て
も
）
意
志

　
　
に
よ
っ
て
断
固
決
然
と
遂
行
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
の
ご
と
を
敢
え
て
「
わ
れ
わ
れ
の
最
も
利
益
に
な
る
よ
う
に
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
る
角
度
か
ら
眺
め
る
」
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
非
合
理
と
い
う
辱
な
き
所
に
も
自
ら
道
を
想
定
し

　
　
（
5
）

　
　
て
強
引
に
活
路
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
魂
の
向
け
変
え
は
単
な
る
知
的
、
静
的
な
操
作
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
意
志
的
緊
張

　
　
を
孕
み
つ
つ
、
た
え
ざ
る
練
習
に
よ
っ
て
の
み
生
の
中
に
習
慣
付
け
ら
れ
る
駆
動
的
な
作
業
で
あ
る
。
結
局
、
デ
カ
ル
ト
は
非
合
理
と
合

　
　
理
の
二
元
論
的
対
立
と
い
う
理
論
的
矛
盾
に
も
拘
ら
ず
、
行
為
の
実
践
の
場
で
は
両
者
を
意
志
的
に
処
理
し
て
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
を

　
　
期
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
理
性
は
単
に
主
知
主
義
的
な
も
の
で
な
く
、
非
合
理
的
な
も
の
の
存
在
を
認
め
る
柔
軟
性
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
彼
の
思
想
は
単
な
る
合
理
主
義
で
は
な
く
、
内
に
非
合
理
と
合
理
の
対
立
を
含
ん
だ
二
元
論
的
合
理
主
義
で
あ
る
。
そ
の
対
立
は
理
性
の

　
　
決
定
に
よ
っ
て
は
解
消
し
き
れ
ず
、
結
局
実
践
の
次
元
で
緊
張
を
孕
み
な
が
ら
意
志
的
調
停
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
容

　
　
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
意
志
的
努
力
に
よ
っ
て
；
兀
論
を
全
体
と
し
て
自
ら
引
き
受
け
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
に
、
デ
カ
ル
ト
葺
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
理
主
義
の
核
心
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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3
）
　
た
と
え
ば
形
而
上
学
的
確
実
性
の
ほ
か
に
、
生
の
行
為
を
律
す
る
に
足
る
道
徳
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確
実
性
（
8
誌
ε
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ヨ
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瞬
p
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）
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（
6
）
　
わ
れ
わ
れ
の
論
考
は
、
理
性
の
危
機
や
合
理
主
義
の
弊
害
が
叫
ば
れ
る
現
代
の
哲
学
的
状
況
か
ら
動
機
付
け
ら
淑
た
も
の
で
あ
る
へ
舞
　
の
．

　
じ
d
冨
8
♪
①
貫
U
m
量
器
臥
〇
一
磐
鎚
謎
。
昌
飢
⇔
彦
♂
唱
。
霧
簿
o
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馨
①
ヨ
℃
o
録
ヨ
ρ
6
①
O
）
。
だ
が
デ
カ
ル
ト
の
思
想
を
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

　
現
代
人
が
「
理
性
」
や
「
合
理
主
義
」
を
い
か
に
狭
く
、
い
か
に
浅
薄
に
解
し
て
い
る
か
に
驚
か
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
的
理
性
の
豊

　
か
さ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
合
理
主
義
は
、
情
念
や
生
の
問
題
、
宗
教
や
モ
ラ
ル
の
問
題
を
決
し
て
な
い
が
し
ろ

　
に
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
人
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く
、
た
だ
狭
義
の
科
学
的
合
理
主
義
の
み
を
逡
脅
し
て
き
た
嫌
い

　
が
あ
る
。
現
代
の
状
況
を
反
省
す
る
場
合
、
い
ま
い
ち
ど
デ
カ
ル
ト
の
線
に
戻
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
筆
者
　
名
古
屋
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
助
教
授
）
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　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　ot｛tline　of　sztch　an　article　as　appears　in　more　than　one　number　of’this

magaxine　is　to　be　given　togethei“　with　the　last　instalment　of　the　ai’ticle

　　　S礎嚢erationaliSINee　de　Desc誠es（111）
ノ

Et疑de　sur　les　sign三丘cations　et　ies　r61es　de墨a　raison

par　Hiroaki　Yamada

　　Le　d6caiage　entre　］e　rationnel　et　1’irraeionnel　est　d’autant　plus　remarq－

uable　dans　la　morale　et　la　foi，　ici　il　s’ag｛t　d’agir　plut6t　que　de　m6diter．

．C’est　le　sujet　de　notre　dernier　chapltre．

　　Dans　la　morale，　la　raisOn，　criterium　du　bien　et　du　mal，　cherche　la

vertu　en　maltrisant　les　passions．　Mais　Descartes　n’a　pas　os6　rationaliser

objectivement　sa　morale，　car　il　nous　conseille　simplement　de　prendre

empir1queme蟹　1’hab玉加de　de　bie烈choisir　ce　qu？il　faut　faire，　et　de　Pex6－

cuter　r6solument　par　la　volont6，　qui　n’est　pas　une　fonction　rationnelle．

Ainsi　il　laisse　des　e16ments　irrationnels　dans　la　morale．

　　Descartes　croit　que　certalnes　verit6s　de　la　foi，　1’existence　de　Diett　et

i’immortalit6　de　1’ame，　sont　aussi　prouv6es　par　la　raison．　Mais　cela　ne

nous　assure　pas　de　gagner　le　ciel．　Descartes　n’a　pas　tent6　d’expliquer

rationnellement　toutes　les　v6rit6s　r6veiees．　ll　a　admis　des　v6rit6s　surnatu－

relles，　la　Trinit6，　par　exemple，　que　la　raison　humaine　ne　peut　attelndre

d’aucune　fagon．

　　Donc，　nous　trouvons　une　dualit6　d6finitive　entre　！e　rationnel　et

I’irrationnel，　tant　dans　la　moraie　que　dans　la　foi．

　　Cependant，　！es　e16ments　rationRels　et　les　eiements　irrationnels　ne　se

juxtaposent　pas　statiquement　dans　son　systeme，　mais　la　raison　d6termiRe
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dynamlquement　les　derniers，　alnsi　que　1’analyse　Gueroult．　Nous　avons，

pourtant　ajoute　que，　selon　nous，　le　foss6　entre　les　deux　est　trop　large

pour　）a　d6termination　parfaite．　Mais，　Descartes，　pour　sa　part，　a　essay6　de

surmonter　le　decalage，　au　rnoins　dans　ses　actions　de　la　vie，　par　la　volont6，

Cela　dit，　nous　avons　conclu　que　ie　rationalisme　de　Descartes　est　moins

邑tro圭t　qu’on　ne　茎）e捻se，　et　qu’ii　peu七ξi之re　apPe11壱　茎e　rational至sme　dual圭ste

〈lu玉co鳳porte　e澄　霊ui　une　te捻s三〇n　de　la　ra圭son　et　de　正a　vo韮。捻艶．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（fin）

　　Die　inlterlicke　Entwicklung　der　Gedanken　Hegels　in　seiner

　　　　　　　　　　　　　　　　　v’orph装臓。搬eno豆091ische簸Zeit

　　　　　　　　　　　　　　　　＜＜ldee＞＞　und　＜＜Wirklichkeit＞＞　bei　Hegel

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　won　Kazuyoshi　Abiko

　　Die　vorliegende　Abhandlung　zieit，　vom　BiidungsprozeB　der　Gedanken

Hege玉s　i煎　se圭ner　vorph盗no狐e訟ol◎9圭sche登　Zeit　handelnd，　darauf，　1hre

innerliche　EntwlckluRg　ordnend　zu　verfolgen．　Und　dabei　ist　dieselbe

inneriiche　Entwicklung　durch　〈innerliche　Dialektik＞＞　von　der　〈：ldee＞＞　一，

die　Hegel　in　sich　hat，一und　der　〈Wirklichkeit＞＞一，　die　ihm　gegenttbersteht，

一bestimmt．

　　Hegels　vorpha’nomenoioglsche　Zeit　lst　in　fo｝gende　£imf　Perioden　eln－

zuteilen：　1．　Tttbingen－Berner　Periode，　2．　frUhere　Frankfurter　Periode，　3．

spatere　Frankfurter　Periode，　4．　frifhere　Jenenser　Periode，　5．　spatere

Jenenser　Periode．　ln　den　ersten　beiden　Perioden　hat　Hege｝　＜＜Wirklichkelt＞＞

fur　Abwesenheit　der　＜＜ldee＞＞　gehalten　und　verneint，　und　sich　die　Welt，　wo

＜＜ldee＞＞　anwesend　ist，　als　＜＜ldeal＞＞　vergestellt：in　der　ersten　als　＜＜ldeal＞＞

von　der　“rnoraiischen　Freiheit”　und　in　der　zweiten　als　＜＜ldeai＞＞　von　der

“Liebe”．　ln　der　dritten　Periode　hat　sich　die　Struktur　der　＜＜innerliehen．

Dialek蔽》von　der《Wirklichkeit》一verneinenden　zu　der《W］rklichkeit》

一be3ahenden　gewandt，　und　dabei　haben　＄ich　Hegels　Gedanken　nickt

mehr　darauf　gerichtet，　〈ldeal＞）　vorzustellen，　sondern　darauf，　〈Wirkiichkeit＞
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