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啓
示
を
前
提
に
す
る
神
学
と
は
異
な
る
仕
方
で
近
代
に
お
い
て
成
立
し
た
宗
教
哲
学
は
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
宗
教
の
本
質
規

定
に
つ
い
て
の
問
い
を
そ
の
中
心
的
問
題
と
し
て
立
て
る
。
こ
の
問
い
が
ま
さ
に
問
い
と
し
て
意
識
さ
れ
、
立
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

精
神
生
活
の
全
体
に
宗
教
が
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
時
代
状
況
と
は
異
な
り
、
近
代
に
お
い
て
は
む
し
ろ
非
宗
教
的
な
も
の
が
そ
の
独
自

性
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
「
宗
教
は
何
処

に
お
い
て
問
題
と
な
り
、
把
握
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
、
先
の
問
い
と
は
別
の
形
の
問
い
が
生
じ
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
宗
教
の
弁
証

（
＞
O
O
一
〇
ひ
q
Φ
轡
一
7
）
の
聞
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
無
論
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
は
、
弁
証
の
問
題
は
近
代
だ
け
の
首
題
で

は
な
く
、
古
く
か
ら
の
重
要
な
思
想
的
動
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
お
け
る
こ
の
問
題
は
、
自
律
的
な
文
化
に
対
す
る
弁
証
と
い

う
契
機
を
有
す
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
律
的
な
文
化
に
対
す
る
宗
教
の
弁
証
に
際
し
て
如
何
な
る
枠
組
み

を
採
用
す
る
か
が
一
つ
の
問
題
と
な
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
宗
教
思
想
を
こ
の
問
い
の
観
点
か
ら
見
る
と
き
、

そ
こ
に
、
宗
教
を
価
値
の
問
題
と
す
る
立
場
と
、
意
味
の
問
題
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
立
場
一
弁
証
の
問
題
に
お
い
て
は
、
価
値

論
的
枠
組
み
を
基
礎
に
す
る
弁
証
と
、
意
味
論
的
枠
組
み
を
基
礎
に
す
る
弁
証
1
一
と
が
あ
り
、
し
か
も
時
と
と
も
に
前
者
か
ら
後
者
へ
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と
移
行
す
る
思
想
史
的
な
流
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（
一
。
。
。
。
①

1
お
象
）
の
前
期
の
思
想
の
基
本
的
枠
組
み
と
し
て
の
「
意
味
の
形
而
上
学
」
の
特
徴
と
そ
の
中
心
的
な
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

試
み
る
。

　
「
意
味
の
形
而
上
学
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
開
ら
か
な
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
は
宗
教
を
意
味
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
立
場
で

あ
る
。
事
実
彼
に
お
い
て
「
宗
教
的
」
と
い
う
こ
と
で
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
我
々
の
実
存
を
超
越
す
る
意
味
の
経
験
と
、
象
徴

お
よ
び
行
為
に
お
け
る
こ
の
経
験
の
表
現
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
お
ω
。
。
”
お
①
〕
）
で
あ
る
。
ま
た
、
形
而
上
学
と
い
う
こ
と
で
何
が
意
味
さ
れ
て

い
る
か
は
思
想
家
に
よ
り
必
ず
し
も
統
一
的
な
見
解
は
存
在
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
九
二
〇
年
代
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
そ

れ
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
。
彼
は
形
而
上
学
を
規
定
し
て
、
「
形
而
上
学
は
、
そ
こ
で
無
老
熟
的
な
も
の
が
理
論
的

一
合
理
的
な
象
微
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
宗
教
的
行
為
で
あ
る
」
（
一
⑩
b
◎
㎝
鋤
”
　
一
ト
。
魁
）
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
一
つ
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
の
枠
組
み
の
変
化
の
問
題
で
あ
る
。
意
味
の
形
而
上
学

と
言
わ
れ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
は
、
『
学
の
体
系
』
（
お
ト
。
ω
）
を
中
心
と
す
る
前
期
の
思
想
の
基
本
的
枠
組
み
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
、
周
知
の
と
お
り
、
『
組
織
神
学
』
（
お
鐙
一
一
⑩
①
ω
）
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
後
期
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
の
基
本
的
枠
組
み
は
存
在

論
f
し
か
も
人
言
存
在
論
一
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
意
味
論
的
枠
組
み
か
ら
存
在
論
的
枠
組
み
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に

対
し
て
は
、
こ
こ
で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
存
在
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
意
図
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
を
押
さ
え
る
に
止
め
た
い
。
彼
の
存

在
論
は
従
来
の
教
義
学
に
お
け
る
創
造
論
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
企
て
ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
、
伝
統
的

な
意
味
で
の
創
造
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
現
代
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
る
と
思
お
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
既
に
一
九
二
七
年
の
『
終
末
論
と

歴
史
』
に
お
い
て
、
終
わ
り
の
こ
と
に
関
す
る
終
末
論
に
対
し
て
、
初
め
の
こ
と
に
関
す
る
プ
二
二
ト
ロ
ギ
ー
を
神
学
的
存
在
論
と
し
て

規
定
し
て
い
る
。
一
九
二
五
年
の
マ
！
ル
ブ
ル
ク
講
義
で
は
、
創
造
に
関
す
る
第
一
部
を
神
学
的
存
在
解
釈
、
救
済
に
関
す
る
第
二
部
を

神
学
的
歴
史
解
釈
、
完
成
に
関
す
る
第
三
部
を
神
学
的
意
味
解
釈
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
更
に
、
『
学
の
体
系
』
に
お
い
て
も
、
形
而



上
学
に
お
け
る
三
つ
の
領
域
を
、
存
在
の
形
而
上
学
、
歴
史
の
形
而
上
学
、
意
味
の
形
而
上
学
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
こ

で
は
意
味
の
形
而
上
学
こ
そ
真
の
形
而
上
学
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
意
味
の
形
而
上
学
の
枠
内
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
『
宗

教
哲
学
』
（
一
⑩
ト
っ
切
p
。
）
に
お
い
て
も
「
意
味
の
分
析
は
存
在
の
分
析
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
意
味
は
存
在
を
精
神
的
成
就
へ
と
も
た
ら
す
か
ら

で
あ
る
」
（
一
⑩
M
W
頓
簿
…
　
一
品
一
）
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
枠
組
み
は
よ
り
正
確
に
は
意
味
論
的
・
存
在
論
的
枠
組

み
と
し
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
全
体
的
な
思
想
の
中
か
ら
、
議
論
の
前
提
と
し
て
の
枠
組
み

を
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
次
第
に
存
在
論
の
方
へ
と
重
点
が
移
動
し
て
行
く
の
は
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
前
期

に
お
い
て
は
意
味
論
的
契
機
が
よ
り
強
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
方
法
と
し
て
は
次
の
二
点
を
確
認
し
た
い
。
第
一
に
、
価
値
論
的
立
場
と
の
異
同
を
具
体
的
な
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
、
一
人

の
思
想
家
、
価
値
論
的
枠
組
み
を
基
礎
と
す
る
ト
レ
ル
チ
（
一
〇
◎
①
頓
1
一
⑩
卜
⊃
ω
）
の
思
想
と
の
対
比
お
よ
び
連
関
を
考
慮
す
る
。
と
い
う
の
は
、

両
者
は
宗
教
の
弁
証
と
い
う
思
想
的
動
機
を
共
有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ト
レ
ル
チ
の
思
想
を
継
承
し
、
彼
な
り
に
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
い
る
i
無
論
そ
れ
は
意
味
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
で
あ
る
が
一
と
い
う
側
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、
意
味
論
的
立
場

の
有
す
る
思
想
的
動
機
と
し
て
の
、
価
値
論
に
対
す
る
批
判
点
を
押
さ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
価
値
論
的
立
場
か
ら
意
味
論

的
立
場
へ
の
思
想
的
な
流
れ
は
、
価
値
哲
学
を
展
開
し
た
新
カ
ン
ト
学
派
の
盛
衰
と
い
う
思
想
史
的
な
流
れ
と
軌
を
一
つ
に
し
て
い
る
と

　
　
　
（
2
）

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
歴
史
的
に
後
か
ら
生
じ
た
意
味
論
的
立
場
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
価
値
論
的
立
場
に
対
す
る
批
判
を
伴
っ
て

い
る
。
山
内
傭
賃
も
彼
の
著
『
意
味
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
「
宗
教
は
価
値
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
意
味
の
立
場
に
於
て
の
み
正
し
く
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
価
値
の
体
系
と
し
て
、
又
は
道
徳
の
究
寛
に
於
て
把
え

よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
学
派
は
従
っ
て
宗
教
の
何
た
る
か
を
理
解
し
な
い
も
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
山
内
〔
お
O
N
”
ω
O
〕
）
。
そ
し
て
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ま
た
価
値
論
に
対
す
る
批
判
を
明
確
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
価
値
論
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
批
判
を
押
さ
え
て

お
き
た
い
。
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彼
の
批
判
点
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
点
は
、
価
値
論
に
お
い
て
は
、
価
値
相
互
の
関
係
が
外
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
諸
価
値
の
体
系
は
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
し
て
考
え
ら
れ
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ロ
8
ω
”
①
8
〕
）
。
そ
の
碁
聖
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
そ
れ
は
道
徳
的
価
値
や
社
会
的
価
値
を
越
え
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
価
値
相
互

の
関
係
は
上
下
関
係
と
な
り
、
一
つ
の
価
値
領
域
は
他
の
価
値
領
域
に
内
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
点
は
価
値
論
が
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
弁
証
の
仕
方
な
い
し
文
化
に
対
す
る
宗
教
の
捉
え
方
に
合
わ
な
い
主
要
な
原
因
で
あ
ろ
う
。
自
律
的
な
も
の
を
認
め
つ
つ
も
、

そ
こ
に
お
け
る
宗
教
性
を
弁
証
す
る
と
い
う
の
が
、
彼
特
有
の
仕
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
価
値
の
相
互
関
係
が
外
的
に
な
る
と
、
一

方
が
他
方
を
排
除
す
る
こ
と
が
起
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
認
識
に
よ
る
と
、
聖
の
価
値
が
排
除
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
が
最

も
普
通
で
あ
る
（
一
σ
圃
儀
．
　
一
〇
①
O
）
。

　
第
二
点
は
、
価
値
論
の
有
す
る
主
観
的
で
相
対
的
な
性
格
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
価
値
お
よ
び
価
値
根
緒
の
関
係

の
確
定
は
、
そ
れ
を
評
価
す
る
主
体
を
前
提
と
し
、
し
か
も
根
源
的
意
義
に
お
い
て
評
価
す
る
主
体
に
係
わ
っ
て
い
る
（
6
零
”
目
。
ご

困
。
①
・
。
”
α
8
）
。
そ
こ
で
こ
の
否
定
的
側
面
を
避
け
る
た
め
に
、
評
価
す
る
主
体
か
ら
独
立
な
、
そ
の
意
味
で
絶
対
的
な
価
値
が
要
請
さ
れ

る
。
価
値
論
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
形
而
上
学
の
崩
壊
と
そ
れ
に
引
き
続
く
唯
物
論
的
自
然
主
義
の
台
頭
か
ら
人
間
の
謹
厳
を
守
ろ
う

と
す
る
試
み
だ
っ
た
（
一
¢
α
刈
”
　
一
〇
〇
）
。
価
値
哲
学
者
ら
は
、
形
而
上
学
の
崩
壌
が
示
し
た
こ
と
は
、
存
在
と
価
値
の
問
の
裂
け
目
を
埋
め

よ
う
と
す
る
試
み
の
挫
折
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
存
在
と
価
値
と
を
明
確
に
区
別
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
例
え
ば
減
ッ
ツ
ェ
は
現
実
的
な
も
の
を
、
事
物
や
事
象
、
そ
し
て
存
立
す
る
関
係
な
ど
の
時
間
的
「
存
在
」
と
、
概
念
や
命

題
な
ど
の
超
時
間
的
「
妥
当
」
と
に
区
別
し
た
。
ま
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
現
実
的
評
価
主
観
の
承
認
に
全
く
依
存
し
な
い
価
値
を
本
当
の

妥
当
と
考
え
た
。
評
価
す
る
主
体
の
心
理
学
的
、
社
会
学
的
条
件
は
、
客
観
的
価
値
の
承
認
を
迫
る
経
路
に
過
ぎ
な
い
（
卿
σ
置
「
二
8
）
。

こ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
性
格
は
、
価
値
は
「
創
造
」
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
発
見
」
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
圃
び
凶
9
）
。
ま

た
、
絶
対
的
な
価
値
を
要
請
し
た
場
合
、
そ
の
絶
対
性
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
如
何
に
現
実
と
関
わ
る
の
か
、
と
い
っ
た
存
在
論
的



問
い
へ
と
必
然
的
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
と
価
値
の
区
別
と
い
う
彼
ら
が
払
っ
た
高

価
な
犠
牲
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
関
係
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
結
論

は
、
評
価
に
換
言
さ
れ
得
る
心
急
的
価
値
と
、
評
価
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
別
の
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
絶
対
的
価
値
の

区
別
の
必
然
性
に
お
い
て
、
価
値
論
全
体
が
挫
折
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
一
び
乙
■
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

宗
教
を
価
値
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
た
場
合
、
そ
れ
は
相
対
主
義
と
絶
対
主
義
の
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
の
解
決
が
見
い
だ
さ
れ

得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
価
値
論
に
対
す
る
批
判
点
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
枠
組
み
は
、
少
な
く
と

も
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
、
価
値
論
に
お
け
る
上
記
の
否
定
面
を
克
服
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
観

点
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
の
形
而
上
学
を
分
析
す
る
。
第
二
節
で
は
、
価
値
論
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
第
一
の
批
判
点
、
即
ち
宗
教

と
文
化
の
関
係
規
定
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
は
第
二
の
批
判
点
で
あ
る
相
対
主
義
の
聞
題
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
の
形
而
上
学
の
枠
組
み
に
お
け
る
中
心
的
な
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
　
体
系
構
想
に
お
け
る
文
化
と
宗
教
の
関
係
規
定

　
ま
ず
ト
レ
ル
チ
の
思
想
か
ら
、
そ
の
文
化
と
宗
教
の
関
係
規
定
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
思
想
が
価
値
論
を
基
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
ト
レ
ル
チ
の
思
想
の
体
系
化
の
試
み
に
お
い
て
倫
理
学
が
最
も
原
理
的
な
学
問
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
倫
理
学

は
、
人
間
の
現
存
在
の
究
極
眠
標
と
目
的
に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
り
（
ト
レ
ル
チ
ロ
8
呼
切
給
〕
）
、
宗
教
学
が
そ
の
枠
組
み
の
中
に
組
み

込
ま
れ
る
、
上
位
の
そ
し
て
最
も
原
理
的
な
学
問
で
あ
る
（
一
げ
一
α
噸
　
”
α
0
ω
）
。
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
形
而
上
学
的
に
宗
教
問
題

に
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
に
思
わ
れ
た
。
む
し
ろ
人
問
の
生
命
と
行
為
の
究
極
的
価
値
と
目
標
と
い
う
普
遍
的
倫
理
学
的
問
題

か
ら
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
宗
教
的
で
形
而
上
学
的
な
思
想
に
到
達
す
る
と
い
う
方
向
が
模
索
さ
れ
た
。
即
ち
、
「
心
理
学
的
、
歴

史
学
的
、
認
識
論
的
な
認
識
は
価
値
論
に
合
流
す
る
。
こ
の
価
値
論
に
お
い
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
形
而
上
学
的
・
宗
教
的
基
盤

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
折
q
学
研
究
　
第
五
榊
臼
六
十
七
自
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
」
（
一
ぴ
畿
●
）
と
ト
レ
ル
チ
は
考
え
る
。

　
ト
レ
ル
チ
の
倫
理
学
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
客
観
的
倫
理
学
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
近

代
の
西
欧
に
お
け
る
倫
理
学
を
歴
史
的
に
考
察
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
二
つ
の
流
れ
i
主
観
的
倫
理
学
と
客
観
的
倫
理
学
一
を
見
い
だ

す
（
圃
σ
一
山
．
　
”
α
①
鼻
駿
・
）
。
前
者
は
、
倫
理
学
を
主
観
的
意
志
の
ア
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
な
諸
規
定
に
関
す
る
教
説
と
し
て
提
示
し
た
カ
ン
ト

の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
・
自
律
的
心
情
倫
理
（
断
。
噌
§
巴
膠
鍵
8
昌
。
ヨ
Φ
O
o
ω
冒
づ
彗
ぴ
q
ω
o
島
穿
）
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
後

者
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
由
来
す
る
財
な
い
し
価
値
物
（
o
窪
2
）
に
関
す
る
倫
理
学
で
あ
り
、
客
観
的
・
目
的
論
的
財
の
倫
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

学
（
o
σ
器
犀
ユ
〈
－
琶
8
ざ
ぴ
q
ぢ
9
①
O
痒
9
①
駐
日
）
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
客
観
的
財
と
は
国
家
、
社
会
、
芸
術
、
科
学
、
家
族
、
宗
教
な
ど

を
指
し
て
い
る
（
卿
三
9
”
8
累
’
①
一
。
。
）
。
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
ト
レ
ル
チ
の
客
観
的
倫
理
学
に
お
い
て
、
宗
教
を
価
値
と
い
う
観
点
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ら
考
え
る
場
合
、
宗
教
は
そ
の
他
諸
々
の
客
観
的
文
化
価
値
と
並
ぶ
（
轟
Φ
σ
O
口
）
一
つ
の
固
有
な
客
観
的
価
値
と
み
な
さ
れ
る
（
薫
α
．
＆
8
）
。

そ
れ
ゆ
え
、
問
題
は
、
宗
教
的
な
い
し
超
越
官
財
と
内
世
界
的
財
と
の
関
係
、
宗
教
的
目
的
と
内
世
界
的
目
的
の
関
係
の
問
題
と
し
て
設

定
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
を
、
ト
レ
ル
チ
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
一
方
で
ト
レ
ル
チ
は
、
内
世
界
的
自
的
の
自
律
性
を
認
め
る
。
彼
は
、
近
代
の
本
質
は
、
宗
教
的
目
的
と
並
ん
で
内
世
界
的
目
的
の
自

己
目
的
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
（
凶
σ
一
α
．
　
“
①
㎝
蒔
）
。
内
世
界
的
な
い
し
人
間
的
目
的
は
、
宗
教
的
な
い
し
超
世
界
的
目
的
の

単
な
る
手
段
と
し
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
常
に
ま
ず
自
己
屠
的
と
し
て
現
れ
る
ゆ
え
（
圃
ぴ
岡
α
噸
　
”
①
①
一
）
、
内
世
界
的
目
的
は
宗
教

的
目
的
へ
と
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
内
世
界
的
目
的
が
宗
教
的
臼
的
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
内
世
界
的
醸
的
は
、
自
然
の
必
然
性
と
衝
動
に
由
来
し
、
は
か
な
い
も
の
に
固
執
し
て
い
る

た
め
、
究
極
的
で
永
遠
の
目
的
で
は
あ
り
得
ず
（
一
げ
一
α
●
　
“
①
α
㊤
）
、
そ
れ
ゆ
え
内
世
界
的
目
的
措
定
は
、
究
極
的
目
的
と
の
関
連
を
失
っ
て

し
ま
う
な
ら
ば
、
浅
薄
で
無
目
的
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
岡
げ
一
自
。
　
”
①
卜
。
㎝
）
。
そ
し
て
第
二
に
、
近
代
的
人
置
性
の
倫
理
が
、
自
ら
を

内
世
界
的
目
的
に
限
定
す
る
場
合
、
そ
こ
に
お
い
て
は
内
世
界
的
論
罪
的
相
互
の
競
争
は
全
く
調
停
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
単
管
と
規
範
の
欠



如
と
い
う
事
態
に
至
る
。
そ
れ
は
、
互
い
に
矛
盾
す
る
内
世
界
的
目
的
は
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
、
究
極
的
、
統
一
的
価
値
に
吊
す
る
衝

動
を
最
終
的
に
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
げ
一
α
．
　
”
①
㎝
Q
Q
）
。
し
か
し
他
方
で
、
ト
レ
ル
チ
は
内
世
界
的
目

的
と
無
関
係
に
宗
教
的
目
的
を
措
定
す
る
道
も
取
り
得
な
い
と
考
え
る
。
第
一
に
、
宗
教
的
目
的
措
定
は
、
も
し
そ
れ
が
世
界
と
の
関
係

を
失
う
な
ら
ぽ
、
道
徳
を
狭
め
て
、
そ
れ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
（
剛
げ
一
α
．
　
”
①
ト
り
㎝
）
、
第
二
に
、
究
極
的
目
的
だ
け
で

は
、
事
物
の
終
わ
り
に
対
す
る
信
仰
と
こ
の
世
か
ら
の
分
離
と
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ト
レ
ル
チ
は
、
宗
教
的
目
的
は
内
世
界
的
財
を
そ
の
精
神
に
よ
っ
て
満
た
す
時
に
初
め
て
、
持
続
的
な
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

引
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
（
圃
げ
囲
儀
。
　
“
①
①
O
）
。
そ
し
て
、
内
世
界
的
自
的
が
最
高
の
目
的
た
る
宗
教
的
昌
的
の
中
へ
と
「
取
り
入

れ
」
（
9
鑑
h
コ
①
7
ヨ
①
コ
）
ら
れ
る
と
き
（
鳶
F
6
頓
鐸
）
、
そ
れ
は
徐
々
に
最
高
の
躍
的
へ
と
向
か
う
（
三
乙
ぴ
9
装
着
）
と
考
え
る
の
で
あ
る

（一

ｰ
圃
匹
●
”
　
①
①
一
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
世
界
的
目
的
は
自
然
の
前
提
的
綱
約
（
＜
。
皆
巴
ヨ
ぴ
q
§
ぴ
q
）
で
あ
り
、
賜
物
（
O
接
Φ
）
、
大
い
な
る
媒
介

（
＜
①
§
葺
⑦
冨
コ
ぴ
q
）
な
の
で
あ
る
。
神
的
な
生
は
こ
の
媒
介
を
通
し
て
は
じ
め
て
こ
の
世
界
の
中
へ
と
形
成
（
畿
話
言
び
ま
雪
）
さ
れ
得
る
の

で
あ
り
、
家
族
、
国
家
等
の
内
世
界
的
屋
を
そ
の
霊
で
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
続
的
世
界
を
自
ら
の
中
へ
と
引
き
込
む
（
匡
コ
。
冒
N
す

ず
雪
）
の
で
あ
る
（
一
げ
葬
”
O
①
O
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題
は
、
持
続
的
世
界
に
あ
っ
て
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

近
代
世
界
と
は
、
宗
教
的
目
的
と
内
世
界
的
目
的
と
の
間
を
揺
れ
動
く
道
徳
生
活
の
一
つ
の
新
し
い
型
を
意
味
し
て
お
り
（
一
げ
一
飢
．
”
　
①
㎝
①
）
、

宗
教
的
目
的
と
内
世
界
的
目
的
と
の
関
係
を
問
う
道
徳
的
研
究
の
課
題
は
、
両
者
の
間
の
可
能
な
正
し
い
「
均
衡
」
（
o
臨
。
語
。
惹
。
鐸
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
一
ぴ
一
飢
「
”
　
①
節
㎝
）
。

　
次
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
の
形
而
上
学
に
お
け
る
文
化
と
宗
教
の
関
係
規
定
に
移
り
た
い
。
ま
ず
彼
の
意
味
意
識
の
分
析
に
つ
い
て

の
議
論
を
押
さ
え
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
意
味
意
識
の
中
に
三
つ
の
契
機
を
認
め
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ロ
Φ
卜
⊃
0
卸
”
一
ω
ω
h
．
〕
）
。
第
一
は
、
「
意
味
連

関
」
（
ω
ぎ
適
量
ω
餌
ヨ
ヨ
。
替
雪
ぴ
q
）
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
意
味
は
こ
の
意
味
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
初
め
て

有
意
味
と
な
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
個
々
の
恥
曝
や
意
味
連
関
と
い
う
特
殊
な
も
の
を
「
意
味
形
式
」
（
0
り
一
昌
謬
h
O
N
ヨ
）
と
呼
ぶ
。
意
味
連
関

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
　
折
目
学
研
究
　
　
箪
叩
五
百
六
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

は
意
味
の
全
体
性
で
あ
る
。
し
か
し
意
味
連
関
の
全
体
性
は
制
約
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
味
の
究
極
的
な
根
拠
た
り
え
な
い
。
と
い
う
の

は
、
意
味
連
関
が
全
体
と
し
て
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
の
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、
意
味
連
関
の
「
有
意
味
性
」
（
ω
ぎ
二
四
隷
ぴ
q
冨
ご
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
意
味
根
拠
」
（
ω
写
コ
ぴ
q
毎
巳
）
で
あ
る
。
意
味

連
関
が
有
意
味
で
あ
る
と
き
初
め
て
、
そ
の
中
に
あ
る
個
々
の
意
味
の
有
意
味
性
は
保
証
さ
れ
る
。
飼
々
の
意
味
に
実
在
性
（
カ
Φ
9
漏
〔
似
け
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

意
義
（
切
巴
〇
三
§
凶
）
、
本
質
性
（
≦
。
ω
窪
冨
三
α
q
開
簿
）
を
与
え
る
意
味
の
有
意
味
性
は
「
意
味
内
実
」
（
。
。
ぎ
長
島
蝕
）
と
呼
ば
れ
る
。
意
味

の
根
底
は
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
意
味
な
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
個
々
の
意
味
に
し
て
も
意
味
連
関
に
し
て
も
、
制
約
的
な
も
の
は
、

そ
れ
自
体
別
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
意
味
内
実
と
は
む
し
ろ
意
味
の
無
制
約
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
連
関
の
有

意
味
性
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
意
味
に
現
前
し
て
い
る
無
舗
約
的
な
意
味
と
雪
口
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
は
、
無
足
約
的
な
意
味
を
成

就
せ
よ
（
⑦
『
h
ロ
一
囲
①
コ
）
と
い
う
要
求
（
閃
。
乙
興
§
ぴ
q
）
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
意
味
は
こ
の
要
求
の
下
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
無
制
約
的
な
意
味
形
式
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
世
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
要
求
の
下
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
無
制
約
的
な
意
味
の
、
現
に
あ
る
意
味
連
関
に
対
す
る
否
定
性
を
意
識
す

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
意
味
の
根
底
で
あ
る
も
の
は
同
時
に
意
味
の
深
淵
で
も
あ
る
。
こ
の
根
底
即
ち
深
淵
と
い
う
こ
と
を
叙

述
す
る
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
の
形
構
上
学
の
最
も
特
心
的
な
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
宗
教
と
文
化
の
関
係
は
、
「
宗
教
は
無
様
約
的
な
意
味
へ
と
向
か
う
精
神
の
方
肉
で
あ
り
、
文
化
は

制
約
的
な
形
式
へ
向
か
う
精
神
の
方
向
で
あ
る
」
（
葦
α
9
”
一
自
）
と
規
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
宗
教
と
は
無
制
約
的
な
意
味
内
実
へ
の
方
向

性
で
あ
り
、
文
化
は
個
々
の
意
味
形
式
と
そ
の
統
一
へ
の
方
向
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
ぱ
原
理
的
に
は
分
離
し
得
な
い
。
一
方
で
文

化
は
、
そ
れ
が
有
意
味
で
あ
る
限
り
意
味
の
根
底
に
根
差
し
て
い
る
。
他
方
で
、
宗
教
的
行
為
は
諸
意
味
形
式
の
統
一
を
通
し
て
以
外
に

無
制
約
的
な
意
味
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
形
式
を
も
た
な
い
内
実
は
意
味
行
為
の
対
象
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る

（
ぴ
ご
’
”
冨
濠
・
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
と
文
化
は
共
に
意
味
統
一
へ
と
向
か
う
と
い
う
方
向
性
に
お
い
て
は
一
つ
で
あ
る
。



　
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
宗
教
と
文
化
の
「
並
列
化
（
Z
①
げ
g
o
「
脅
§
ぴ
q
）
」
（
研
げ
㌶
”
一
膳
・
。
）
及
び
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
両

者
の
分
裂
な
い
し
対
立
を
避
け
、
両
者
の
統
一
一
無
制
約
的
な
意
味
内
実
と
制
約
的
な
三
昧
形
式
と
の
統
一
と
し
て
の
神
律
（
↓
『
8
・

⇒
。
鼠
①
）
一
を
示
そ
う
と
す
る
（
ぴ
ご
・
）
。
一
方
で
精
神
が
意
味
統
一
に
対
す
る
「
無
制
約
的
な
も
の
」
の
否
定
性
を
表
現
す
る
こ
と
な

く
、
制
約
的
な
形
式
と
そ
の
統
一
に
の
み
向
か
う
と
き
、
そ
れ
は
「
制
約
的
な
も
の
」
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
文
化
と
宗
教
の
分
離
は
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
（
帥
σ
置
・
）
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
宗
教
に
対
す
る
文
化
の
こ
の
あ
り
方
を
自
律
と
い

う
。
自
律
的
文
化
は
常
に
傲
慢
で
あ
り
、
そ
の
意
味
根
底
が
即
ち
深
淵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
な
い
。
他
方
、
宗
教
は
あ
る
特
定

の
象
微
に
無
制
約
性
と
不
可
侵
性
を
付
す
る
こ
と
で
、
こ
の
自
律
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
。
文
化
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
あ
り
方

は
他
律
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
律
的
文
化
も
神
の
賜
物
で
あ
り
、
神
の
業
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
認
識
し
て
い
な
い
。
そ
れ

は
宗
教
の
傲
慢
で
あ
る
。
外
律
と
い
う
文
化
と
宗
教
の
真
の
統
一
こ
そ
、
両
者
の
本
質
的
関
係
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
主
張
す
る

（一

ｰ
一
瓜
．
”

一
駆
ω
）
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
と
宗
教
の
関
係
規
定
は
価
値
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
不
可
能
で
あ
る
の
か
。
確
か
に
ト
レ
ル
チ
に
お
い

て
も
、
宗
教
を
一
つ
の
価
値
と
し
て
見
な
す
と
、
そ
れ
は
他
の
諸
価
値
に
並
ぶ
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
意
味
と
価
値
が
規
定
さ
れ
る

仕
方
の
違
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
「
意
味
」
は
連
関
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
他
方
の
「
価
値
」
は
基
準
と
の
関

係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
価
値
基
準
の
最
高
位
に
宗
教
的
価
値
が
お
か
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
絶
鮒
的
価
値
と
な
る
。
そ
も

そ
も
「
絶
対
的
」
と
い
う
規
定
は
、
あ
る
意
味
で
他
に
並
ぶ
と
い
う
こ
と
と
、
別
の
意
味
で
は
他
を
凌
駕
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
れ
ら
二

つ
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
と
き
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
な
宗
教
と
文
化
と
の
関
係
規
定
を
す
る

た
め
に
は
、
「
絶
対
的
」
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
「
無
悪
霊
的
」
と
い
う
概
念
を
用
い
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
無
論
、
「
無
制
約
的
価
値
」
、
即

ち
価
値
の
根
源
の
問
題
と
し
て
宗
教
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ぽ
、
そ
の
議
論
の

枠
組
み
は
も
は
や
価
値
論
で
は
な
く
、
存
在
論
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
前
期
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
枠
組
み
で
言
え
ば
、
無
制
約
的
価
値

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
折
口
学
研
究
　

第
五
百
ニ
ハ
十
七
筒
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

と
い
う
価
値
の
根
源
の
寒
雲
は
被
造
性
の
問
題
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ト
レ
ル
チ
の
議
論
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
互
い
に
薄
立
す
る

こ
と
さ
え
あ
る
内
世
界
的
目
的
や
価
値
が
、
宗
教
的
な
も
の
へ
と
取
り
入
れ
ら
れ
一
つ
に
な
り
得
る
根
拠
は
、
　
一
方
で
宗
教
的
目
的
は
無

制
約
的
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
、
単
一
な
も
の
に
ー
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
聖
な
る
生
け
る
神
に
対
す
る
献
身
に
一
由
来
す
る
が
、

他
方
で
内
世
界
的
目
的
も
ま
た
、
創
造
的
で
す
べ
て
を
包
括
す
る
神
の
意
志
と
そ
の
生
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
ト
レ
ル
チ
は
考

え
て
い
る
（
ト
レ
ル
チ
〔
お
8
“
①
＄
〕
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
い
に
よ
っ
て
ト
レ
ル
チ
は
価
値
論
的
議
論
の
枠
を
超
え
て
行
か
ざ
る
を
得

な
い
。

　
次
に
、
体
系
構
想
と
い
う
観
点
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
を
吟
味
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
意
味
の
形
而
上
学
の
枠
組
み
に
お
け
る
認
識

論
的
な
展
開
と
し
て
、
学
の
体
系
が
構
想
さ
れ
る
際
の
原
理
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
学
の
体
系
の

原
理
と
し
て
取
り
出
す
の
は
、
思
惟
の
原
理
、
存
在
の
原
理
、
精
神
の
原
理
の
三
つ
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
先
ず
、
認
識
す
る
と
い
う

行
為
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
基
本
的
要
素
を
区
別
す
る
。
一
つ
は
認
識
す
る
と
い
う
行
為
自
体
、
す
な
わ
ち
志
向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

識
行
為
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
志
向
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
要
素
は
「
思
惟
」
と
「
存
在
」
と
呼

ば
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
二
要
素
の
関
係
を
三
つ
の
命
題
と
し
て
立
て
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ロ
⑩
卜
⊃
ω
”
一
一
㊤
弊
〕
）
。

　
　
①
絶
対
的
思
惟
（
U
o
コ
閥
①
コ
）
の
命
題

　
　
　
存
在
は
思
惟
に
お
い
て
、
包
括
さ
れ
る
も
の
（
α
拶
ω
　
¢
§
h
9
¢
Q
け
Φ
）
、
把
握
さ
れ
る
も
の
（
無
ω
じ
d
・
鵯
簾
9
①
）
と
し
て
、
思
惟
規
定
的

　
　
　
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。

　
　
②
絶
対
的
存
在
（
ω
①
ぎ
）
の
命
題

　
　
　
存
在
は
思
惟
に
よ
っ
て
、
疎
遠
な
る
も
の
（
乞
9
ω
　
醜
声
㊦
コ
P
鑑
O
）
、
把
握
し
難
い
も
の
（
魯
ω
¢
轟
轟
じ
。
び
鍵
①
）
、
思
惟
に
抗
す
る
も
の
（
審
ω

　
　
　
≦
凱
Φ
匿
δ
9
乙
¢
）
と
し
て
探
求
さ
れ
る
。

　
　
③
精
神
（
O
Φ
露
）
の
命
題



　
　
　
思
惟
は
思
惟
行
為
（
U
Φ
昌
搾
鋤
ぎ
）
に
お
い
て
自
ら
に
対
し
て
現
前
す
る
、
す
な
わ
ち
思
惟
は
自
ら
に
向
か
い
そ
れ
自
身
を
一
つ
の

　
　
　
存
在
者
と
す
る
。

　
彼
の
学
の
体
系
の
三
つ
の
分
類
f
思
惟
科
学
、
存
在
科
学
、
精
神
科
学
一
は
、
こ
れ
ら
の
原
理
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
思
惟

科
学
（
α
陣
①
　
一
）
Φ
詩
評
「
　
O
自
O
騰
　
一
儀
Φ
拶
一
ミ
一
ω
ω
Φ
コ
ω
O
び
9
ρ
h
梓
Φ
”
）
は
、
論
理
学
や
数
学
を
そ
の
う
ち
に
含
む
。
こ
こ
に
お
い
て
は
思
惟
の
論
理
的
形
式
が

研
究
対
象
で
あ
り
、
実
在
と
の
関
係
は
二
次
的
で
あ
る
。
存
在
科
学
（
儀
一
Φ
　
O
Q
①
一
昌
の
巳
　
O
α
Φ
H
　
】
四
①
曽
一
♂
く
一
ω
6
7
⑦
コ
ω
O
ず
餌
h
け
の
コ
）
は
、
思
惟
と
存
在
の
問

の
緊
張
と
い
う
関
係
を
も
と
に
し
て
さ
ら
に
、
法
則
科
学
（
物
理
学
等
）
、
形
態
科
学
（
生
物
学
、
心
理
学
、
社
会
学
等
）
、
系
列
科
学

（
歴
史
学
等
）
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
緊
張
関
係
は
、
先
の
第
一
お
よ
び
第
二
命
題
に
赤
さ
れ
た
思
惟
と
存
在
の
緊
張
関
係
で
あ

る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
形
而
上
学
的
根
拠
を
、
「
形
式
（
屑
g
ヨ
）
」
に
お
い
て
存
在
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
思
惟
に
現
し
て
、
存
在
は

「
内
実
（
O
①
ず
巴
什
）
」
を
も
っ
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
思
惟
が
合
理
的
要
素
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
存
在
の
も
つ
内
実
と
は
、
そ
の
非

合
理
的
、
生
的
、
無
限
な
要
素
、
全
て
の
現
実
的
な
も
の
の
も
つ
深
み
と
創
造
的
力
の
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
宗
教
は
精
神
科
学
（
儀
一
Φ
　
（
甲
①
一
ω
叶
O
o
o
●
　
O
魁
Φ
H
　
ツ
臼
O
H
回
P
≦
一
ω
ω
①
昌
ω
O
げ
p
ユ
h
梓
Φ
昌
）
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
諸
々
の
精
神

科
学
に
並
ぶ
意
味
で
の
一
つ
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
的
態
度
の
事
柄
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
精
神
的
機
能
と

の
関
連
で
宗
教
を
捉
え
る
際
の
、
ト
レ
ル
チ
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
の
違
い
が
現
れ
る
。
一
方
の
ト
レ
ル
チ
の
場
合
は
、
周
知
の

よ
う
に
、
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
も
の
を
認
め
る
。
し
か
し
他
方
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
精
神
の
他
の
諸
機
能
に
並
ぶ
一
つ
の
機
能
と
し

て
の
宗
教
と
い
う
捉
え
方
に
反
対
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
宗
教
と
文
化
の
並
列
化
を
引
き
起
こ
し
、
無
制
約
的

な
も
の
が
制
約
的
な
も
の
に
並
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
制
約
的
な
も
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
ま
た
そ
れ
を

通
し
て
無
制
約
的
な
も
の
が
把
握
さ
れ
る
媒
体
で
あ
る
（
一
〇
卜
。
b
∂
”
o
。
一
）
。
そ
れ
ゆ
え
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
捜
し
求
め
る

も
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
全
て
が
深
淵
の
中
に
沈
み
込
む
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る

（
賭
）
一
α
・
”
　
“
q
）
。

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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一
〇
四

　
精
神
科
学
の
上
馬
は
、
理
論
的
領
域
一
科
学
、
芸
術
、
形
而
上
学
1
と
実
践
的
領
域
一
法
、
共
同
体
、
エ
！
ト
ス
ー
に
分
け

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
領
域
が
生
ず
る
所
以
は
、
先
の
第
三
の
命
題
に
お
け
る
精
神
の
把
握
一
精
神
は
思
惟
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

れ
自
身
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
一
に
あ
る
。
一
方
で
理
論
的
意
味
成
就
は
、
直
接
的
に
存
在
す
る
も
の
全
て
を
精
神

的
成
就
へ
と
も
た
ら
す
。
他
方
で
実
践
的
官
職
成
就
が
存
在
す
る
理
由
は
、
精
神
は
そ
れ
自
身
存
在
す
る
も
の
に
属
す
る
た
め
、
自
ら
を

存
在
す
る
も
の
の
も
つ
直
接
性
か
ら
引
き
剥
が
し
、
自
ら
を
精
神
的
形
態
と
し
て
措
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
宗
教
は

こ
れ
ら
再
領
域
に
属
す
る
対
象
に
並
ぶ
意
味
で
の
一
つ
の
紺
象
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
無
制
約
的
な
も
の
へ
と
向
か

う
態
度
、
し
か
も
両
意
味
成
就
の
統
一
を
通
し
て
無
制
約
的
な
も
の
へ
と
向
か
う
態
度
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
無
旧

約
的
な
も
の
」
の
把
握
に
お
い
て
は
、
両
方
の
道
は
統
一
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
る
（
旧
り
b
o
頓
曽
”
　
一
ω
Φ
h
・
）
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
単
な

る
理
論
的
な
道
に
お
い
て
は
「
無
糊
約
的
な
も
の
」
は
一
つ
の
魁
象
に
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
熱
約
性
と
い
う
力
を
失
う
か
ら
で
あ
り
、

飽
方
で
単
な
る
実
践
的
な
道
は
、
「
無
制
約
的
な
も
の
」
を
現
実
性
を
も
た
な
い
単
な
る
要
求
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
認
識

か
ら
、
ト
レ
ル
チ
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
構
想
の
違
い
が
生
ず
る
。
一
方
で
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
価
値
論
的
枠
組
み
が
採
用
さ
れ

た
こ
と
は
、
倫
理
学
が
基
礎
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
他
方
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
な
意
味
論
的
枠
組
み
に
則
る
場
合
、
エ

ー
ト
ス
の
学
た
る
倫
理
学
が
体
系
の
基
礎
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
論
的
な
道
と
実
践
的
な
道
の
統
一
が
志
向
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
と
い
う
の
は
、
価
値
は
倫
理
学
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
規
定
す
る
精
神
的
領
域
全
て
を
包
括
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
Φ
笛
G
Q
”
　
柏
O
蒔
）
。

三
　
梢
対
主
義
の
克
服
と
成
就
の
論
理

1
　
動
的
真
理
思
類

第
二
点
は
、
相
対
主
義
の
克
服
の
問
題
と
関
連
す
る
側
面
を
も
つ
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、

ト
レ
ル
チ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
が
対



照
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
の
点
に
関
し
て
は
ト
レ
ル
チ
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
思
想
の
発
展
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ト
レ
ル
チ
か
ら
動
的
な
真
理
と
い
う
重
要
な
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
こ
の
問
題
の
解
決
を
試
み
て
い
る
。
但
し
、
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
は
そ
れ
を
意
味
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
宗
教
が
規
範
の
問
題
を
含
む
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
近
代
に
な
っ
て
歴
史
的
思
惟
が
人
々
の
中
に
入
っ
て
く
る
に
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
っ
て
、
規
範
に
対
す
る
問
題
意
識
が
生
ず
る
。
こ
の
意
識
は
一
方
で
相
澱
主
義
を
生
み
出
し
、
他
方
で
そ
の
反
動
と
し
て
の
絶
対
主
義

を
生
み
出
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
を
考
え
る
上
で
、
相
対
主
義
が
如
何
に
克
服
さ
れ
得
る
か
が
重
要
な
問
題
と
し
て
立
て
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
ト
レ
ル
チ
の
思
想
に
即
し
て
こ
の
問
題
と
解
決
の
方
向
性
を
辿
る
。
ト
レ
ル
チ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
と
い
う
問
題
構

成
の
成
立
し
た
文
脈
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
「
絶
身
性
」
は
、
一
切
の
人
間
的
出
来
事
を
平
均
化
（
導
く
叢
叢
§
σ
q
）

す
る
近
代
の
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
近
代
の
弁
証
論
（
〉
℃
O
囲
O
α
q
Φ
偉
下
界
）
に
由
来
し
て
い
る
（
ト
レ
ル
チ
ロ
Φ
8
・
・
”

Φ
〕
）
。
そ
の
特
徴
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
上
の
特
別
な
位
置
が
、
あ
る
普
遍
的
連
関
に
由
来
す
る
概
念
的
必
然
性
で
あ
る
と
解
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
（
一
び
一
儀
「
”
　
一
一
）
。
し
か
し
ト
レ
ル
チ
は
こ
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
解
決
を
見
い
だ
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
錯
綜
し
、
変
化
す

る
歴
史
の
流
れ
に
お
い
て
、
静
的
な
そ
し
て
法
則
的
に
定
式
化
さ
れ
得
る
普
遍
的
連
関
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

（一

ﾒ
一
鳥
も
ω
Q
Q
）
。

　
そ
れ
で
は
、
ト
レ
ル
チ
自
身
は
こ
の
絶
対
性
に
関
す
る
問
題
に
ど
う
答
え
よ
う
と
す
る
の
か
。
彼
は
、
歴
史
的
と
い
う
こ
と
と
相
対
的

と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
上
で
、
歴
史
の
中
か
ら
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
し
て
規
範
が
生
み
出

さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
歴
史
的
と
い
う
こ
と
と
相
薄
的
と
い
う
こ
と
と
が
同
じ
で
あ
る
と
認
め
る
と
、
そ
れ
は
容
易
に
歴
史
的
思
惟

が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
導
く
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
思
惟
と
無
際
限
の
相
対
主
義
と
が
同
一

の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
（
嗣
げ
陣
α
・
”
㎝
ω
）
。
無
際
限
の
相
紺
主
義
と
区
別
さ
れ
る
相
対
性
の
思
想
が
意
味
す
る
こ
と
は
、

第
一
に
、
す
べ
て
の
歴
史
現
象
が
全
連
関
に
影
響
さ
れ
た
特
殊
な
個
体
影
壁
成
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
そ
れ
ゆ
え
全
体
へ
の

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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一
〇
六

眺
望
（
し
ご
嵩
。
犀
）
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
こ
の
全
体
的
な
眺
望
を
通
し
て
価
値
判
断
（
じ
σ
Φ
鶏
8
ぎ
昌
）
と
評
価
（
じ
d
①
蓄
詳
§
σ
q
）

が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
一
ぴ
一
斗
乙
　
　
切
刈
）
。
従
っ
て
相
対
性
の
思
想
は
規
範
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
相
対
主
義
と
絶
対
主

義
と
の
二
老
択
一
で
は
な
く
、
相
対
的
な
も
の
か
ら
絶
対
的
な
目
標
へ
の
方
向
性
が
生
い
育
つ
こ
と
が
歴
史
の
問
題
で
あ
り
（
ぴ
ご
◎
”
㎝
Q
Q
）
、

常
に
新
し
い
創
造
的
総
合
（
＆
o
冒
ヨ
葭
丁
零
ω
9
9
断
鎮
一
ω
9
。
ω
旨
§
①
ω
①
）
の
事
柄
で
あ
る
と
す
る
の
が
ト
レ
ル
チ
の
解
決
の
方
向
で
あ

る
。　

以
上
の
よ
う
な
解
釈
の
中
で
ト
レ
ル
チ
は
真
理
が
動
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
提
起
し
て
お
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
ト
レ
ル
チ
の

「
動
的
真
理
思
想
」
を
彼
の
思
想
の
中
で
最
も
実
り
豊
か
な
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
一
言
舟
守
認
〕
）
。
先
の
問
題
を
真

理
の
問
題
と
し
て
規
定
す
れ
ぽ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
一
方
で
絶
対
主
義
は
、
永
遠
に
自
己
同
一
に
止
ま
る
静
的
な
真
理
の
存
在
を
主
張

す
る
。
他
方
で
相
薄
主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
真
理
の
存
在
に
対
す
る
懐
疑
を
表
明
す
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
ト
レ
ル
チ
は
言
わ
ば
第
三
の

道
と
し
て
真
理
が
動
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
提
起
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ト
レ
ル
チ
自
身
に
お
い
て
は
こ
の
考
え
は
十
分
に
展
開
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
真
理
思
想
の
破
棄
と
見
な
さ
れ
る
場
合
さ
え
あ
っ
た
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
ら
の
思
想
の
中
で
こ
の
ト
レ

ル
チ
の
考
え
を
継
承
、
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
相
対
主
義
の
成
立
す
る
構
造
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
認
識
主
観
の
無
筆
間
性
が
前
提
さ
れ
、
そ
の
絶
対
的

で
無
内
容
な
あ
り
方
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
晴
代
に
お
い
て
は
本
質
的
に
静
的
真
理
概
念
が
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
近
代
に
お
い
て
歴
史

的
思
惟
が
入
っ
て
く
る
と
、
認
識
主
観
の
絶
対
的
位
置
に
対
す
る
疑
い
が
生
ま
れ
、
延
い
て
は
静
的
真
理
概
念
の
衰
弱
を
引
き
起
こ
す
。

こ
こ
に
相
接
主
義
が
成
立
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ぽ
、
真
理
に
対
す
る
動
的
な
理
解
が
相
対
主
義
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
「
相
対
主
義
と
は
静
的
真
理
理
解
が
衰
弱
し
た
も
の
」
（
｝
O
邸
①
“
　
卜
3
Φ
①
）
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
思
惟
が
我
々
の
思
考
の
内

に
入
っ
て
き
て
か
ら
も
な
お
、
無
時
闘
的
で
絶
対
的
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
と
い
う
静
的
真
理
概
念
を
維
持
し
続
け
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
必
然
的
に
絶
対
的
な
も
の
と
相
対
的
な
も
の
と
の
分
裂
に
終
始
す
る
か
、
な
い
し
は
糧
射
主
義
に
陥
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴



史
的
思
惟
を
知
っ
た
時
代
に
お
け
る
真
理
の
思
想
－
動
的
真
理
思
想
一
を
展
開
す
る
こ
と
こ
そ
、
相
対
主
義
を
克
服
す
る
道
で
あ
る

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
規
範
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
克
服
の
道
は
無
時
間
的
で
絶
対
的
な
規
範
の
措
定
に
よ
っ
て
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
規
範
は
創
造
的
な
精
神
の
過
程
か
ら
生
ず
る
と
す
る
思
想
で
あ
る
（
H
Φ
N
ω
”
悼
O
ω
）
。
以
上
の
認
識
を
基
に

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
真
理
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
真
理
と
は
、
個
性
的
で
創
造
的
な
意
味
成
就
の
過
程
で
あ
る
」
（
一
ぴ
凶
口
●
”
　
鱒
α
㊤
）
。
以
下
、

こ
こ
に
示
さ
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
を
解
釈
す
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
真
理
と
い
う
こ
と
を
規
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
用
語
に
つ
い

て
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
こ
こ
で
「
個
性
的
」
と
い
う
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
創
造
を
普
遍
的
な
も
の
の
個

体
的
現
実
化
と
し
て
規
定
す
る
（
一
σ
一
丁
●
”
　
一
Φ
①
）
。
精
神
的
行
為
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
な
も
の
に
対
す
る
志
向
が
働
く
。
も
し
そ
の
行
為

が
普
遍
的
な
も
の
を
志
向
し
な
け
れ
ぽ
、
そ
れ
は
創
造
で
は
な
く
、
恣
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
志
向
が
、
普
遍
的
な
も
の
を
普
遍
的

な
も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
無
内
容
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
普
遍
的
な
も
の
そ
れ
自

体
は
存
在
（
Φ
×
闘
ω
陣
一
Φ
H
Φ
謬
）
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
寒
月
．
”
N
8
）
。
従
っ
て
、
精
神
的
行
為
が
普
遍
的
な
も
の
に
殉
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ

が
普
遍
的
な
も
の
の
個
体
的
「
現
実
化
（
＜
。
暑
マ
鉱
卿
9
§
σ
q
）
」
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
も
の
を
具
体
的
規
範
に
お
い
て
直
観
す

る
と
き
の
み
で
あ
る
（
一
σ
陣
飢
∴
　
N
O
O
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
規
範
は
創
造
的
な
精
神
の
過
程
か
ら
生
ず
る
」
（
一
げ
ζ
”
8
ω
）
と
言
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
「
創
造
的
な
過
程
」
に
つ
い
て
。
あ
ら
ゆ
る
精
神
科
学
は
、
そ
の
中
に
三
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
意
味
の
原

理
論
で
あ
る
哲
学
、
意
味
の
素
材
論
で
あ
る
精
神
史
、
意
味
の
規
範
論
で
あ
る
体
系
化
で
あ
る
。
例
え
ば
法
律
で
い
え
ぽ
、
法
哲
学
、
法

律
史
、
規
範
的
法
律
学
で
あ
る
。
意
味
の
原
理
論
に
お
い
て
は
、
意
味
の
領
域
に
お
け
る
対
象
を
構
成
す
る
形
式
一
対
象
の
本
質
を
規

定
す
る
本
質
概
念
、
範
疇
1
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
精
神
史
で
は
哲
学
が
与
え
た
原
理
に
基
づ
い
て
、
歴
史
の
提
供
す
る
素
材
が
系
統
的

に
整
理
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
体
系
化
に
お
い
て
、
哲
学
的
本
質
概
念
や
精
神
史
的
に
把
握
さ
れ
た
素
材
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
・
規
範
的

な
体
系
化
が
行
わ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
哲
学
的
方
法
に
特
価
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
意
味
の
形
式
に
注
廻
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
内
在

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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一
〇
寵

す
る
意
味
の
要
素
間
の
緊
張
関
係
一
思
惟
の
形
式
と
存
在
の
内
実
の
緊
張
関
係
i
を
認
め
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
無
限
に
緊
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
満
ち
た
原
理
（
の
ぎ
§
雪
竿
3
。
・
醤
琶
§
ぴ
q
ω
鼠
9
Φ
ω
℃
ユ
嵩
昼
）
を
提
起
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
薫
α
．
”
卜
。
ミ
）
。
こ
の

意
味
要
素
問
の
緊
張
が
内
的
力
学
と
な
っ
て
、
精
神
史
の
提
起
す
る
問
題
に
対
す
る
適
切
で
妥
当
な
解
決
で
あ
る
規
範
へ
と
向
か
う
動
的

な
方
向
が
生
み
出
さ
れ
る
。
「
諸
意
味
形
式
、
諸
機
能
そ
し
て
諸
節
麟
の
内
的
動
力
学
は
、
哲
学
的
考
察
か
ら
、
精
神
史
を
越
え
て
、
規

範
的
措
定
へ
と
導
く
。
全
て
の
諸
意
味
形
式
の
内
的
爾
極
性
（
勺
O
囲
9
。
ユ
薮
梓
）
は
、
精
神
史
に
実
現
さ
れ
た
意
味
成
就
の
構
成
的
な
理
解
を

可
能
に
し
、
緊
張
調
停
の
理
念
へ
と
駆
り
立
て
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、
精
神
の
過
程
を
通
し
て
生

じ
た
重
三
題
の
創
造
的
な
解
決
に
お
い
て
で
あ
る
」
（
一
〇
鱒
q
9
”
　
一
ω
一
）
。
哲
学
か
ら
精
神
史
を
経
て
体
系
化
へ
進
む
動
的
過
程
、
よ
り
現
実

に
即
し
て
誉
え
ぽ
、
精
神
史
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
を
緊
張
に
満
ち
た
原
理
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
問
題
解
決
の
規

範
が
生
み
出
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
る
過
程
、
な
い
し
そ
の
よ
う
な
過
程
の
歴
史
が
、
先
に
言
わ
れ
た
創
造
的
な
過
程
と
言
わ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。

　
第
三
に
、
「
意
味
成
就
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
意
味
の
も
つ
二
つ
の
要
素
を
「
思
惟
」
と
「
存
在
」
と
す
る
。
思

惟
に
お
け
る
形
式
は
意
味
付
与
の
要
素
（
9
の
。
・
冒
う
倉
q
①
σ
Φ
蝕
①
蛍
Φ
ヨ
雪
梓
）
、
で
あ
る
（
お
b
。
。
。
”
卜
。
ミ
）
。
精
神
を
担
っ
た
形
態
の
行
為
は
、
認

識
行
為
を
含
め
て
、
全
て
の
行
為
が
意
味
付
与
の
行
為
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
「
意
味
を
も
た
な
い
現
実
が
精
神
を
担
っ
た

形
態
の
行
為
を
通
し
て
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
理
解
を
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し

ろ
、
「
存
在
す
る
形
式
に
内
在
す
る
意
味
が
精
神
行
為
に
お
い
て
現
れ
、
現
実
の
意
味
が
精
神
に
お
い
て
現
実
化
す
る
（
く
⑦
触
♂
く
剛
『
搾
嵩
0
7
0
郎
）
」

（一

ﾒ一

R
∴
　
b
σ
O
劇
や
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
の
観
念
論
は
精
神
の
意
味
機
能
を
意
味
付
与
（
ω
ぎ
謎
①
σ
§
ぴ
q
）
と
捉
え
る
。
し
か
し
そ
こ

で
は
な
ぜ
意
味
の
形
式
が
も
の
に
具
徳
す
る
の
か
が
答
え
ら
れ
な
い
。
他
方
の
実
在
論
は
そ
れ
を
意
味
把
握
（
の
ぎ
⇒
鶏
営
ω
ω
§
ぴ
毎
）
と
捉
え

る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
な
ぜ
も
の
が
意
味
の
形
式
に
薄
応
ず
る
の
か
が
答
え
ら
れ
な
い
（
一
σ
一
飢
■
”
吋
一
ω
）
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
「
意
味
成
就

（
ω
ぎ
器
議
農
§
ぴ
q
）
」
の
行
為
と
い
う
こ
と
が
よ
り
正
し
い
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
主
張
す
る
（
転
α
あ
騰
2
）
。
こ
れ
は
、
も
の
が
無
量
約
的
形



式
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
方
向
づ
け
は
精
神
的
創
造
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
（
①
脱
h
ロ
一
一
①
謬
）
と
い
う
考
え
で
あ
る
（
萱
α
．
”
隠
ω
）
。

　
以
上
の
こ
と
を
基
に
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
動
的
真
理
思
想
の
解
釈
を
提
起
す
る
。
動
的
真
理
思
想
に
お
い
て
は
、
真
理
は
無
時
間
的

な
意
味
で
の
「
真
か
偽
」
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
創
造
か
恣
意
」
の
問
題
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
「
真
理
は
、
実
在
論
が
考
え
る

よ
う
に
静
的
な
現
実
の
模
写
で
は
な
く
、
観
念
論
が
考
え
る
よ
う
に
確
立
さ
れ
た
理
想
的
規
範
の
肯
定
で
も
な
い
」
（
一
び
凶
α
・
”
国
9
1
⑩
）
。
真
理

は
、
そ
れ
が
精
神
的
行
為
に
お
い
て
語
ら
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
単
に
普
遍
的
な
意
味
で
「
真
か
偽
」
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
的
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

造
は
普
遍
的
な
も
の
の
個
体
的
現
実
化
で
あ
る
ゆ
え
に
、
真
理
は
「
創
造
か
恣
意
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
一
ぴ
卿
鳥
．
“

一
⑩
り
）
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

は
観
念
論
や
実
在
論
が
提
起
す
る
静
的
な
真
理
の
捉
え
方
に
反
対
す
る
。
第
一
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
真
理
論
は
、
体
系
の
統
一
性
と
全
体

性
の
み
を
問
題
に
す
る
と
い
う
意
味
で
の
整
合
説
で
は
な
い
。
勿
論
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

真
理
は
「
観
念
論
が
考
え
る
よ
う
に
確
立
さ
れ
た
理
想
的
規
範
の
肯
定
で
は
な
い
」
（
一
σ
一
α
●
”
　
卜
○
α
O
）
。
仮
に
、
一
度
あ
る
整
合
的
な
体
系
が

確
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
存
在
の
も
つ
内
実
（
O
Φ
冨
一
丁
）
は
思
惟
に
抗
す
る
無
限
性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
何
れ
そ
の
体
系
内
に
お
い
て
、

新
た
な
緊
張
と
矛
盾
と
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
な
対
象
・
存
在
を
前
に
し
て
、
個
々
の
体
系
は
究
極
の
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
現
実
化
さ
れ
た
体
系
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
真
理
論
は
、
対
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
写

す
こ
と
を
真
理
と
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
模
写
説
で
も
な
い
。
「
真
理
は
、
実
在
論
が
考
え
る
よ
う
に
静
的
な
現
実
の
模
写
で
は
な
い
」

（一

ﾐ
嵐
。
）
。
存
在
の
も
つ
内
実
は
思
惟
に
抗
し
、
完
全
な
る
模
写
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
真
理

を
静
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
を
退
け
る
。
旧
い
体
系
も
新
し
い
体
系
も
、
そ
れ
自
体
整
合
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
を
主
張

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
各
々
の
体
系
が
樹
象
を
極
め
て
よ
く
表
現
で
き
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真
理

性
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
即
ち
、
真
理
は
、
単
に
あ
る
一
つ
の
固
定
的
な
体
系
内
部
の
問
題
で
も
、
単
に
そ
の
体
系
と
対
象
と

の
関
係
の
問
題
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
旧
体
系
（
連
関
）
や
新
体
系
（
連
関
）
そ
れ
自
体
が
真
理
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ま

で
確
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
旧
体
系
（
連
関
）
が
、
対
象
と
の
新
た
な
出
会
い
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ぽ
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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一
一
〇

も
っ
た
存
在
が
そ
の
体
系
内
に
突
入
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
揺
（
奪
ω
6
暮
9
多
望
）
さ
せ
ら
れ
、
旧
体
系
（
連
関
）
の
普
遍
性
に

疑
い
が
生
ず
る
こ
と
。
そ
の
と
き
、
旧
体
系
（
連
関
）
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
把
握
す
べ
く
、
無
制
約
的
に

普
遍
的
な
も
の
へ
と
方
向
転
換
（
¢
ヨ
≦
①
邑
§
σ
q
）
を
す
る
態
度
、
そ
し
て
新
体
系
（
連
関
）
を
創
造
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
真
理
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
得
る
。
勿
論
、
そ
の
際
、
無
綱
約
的
に
普
遍
的
な
も
の
を
表
現
で
き
る
具
体
的
な
形
式
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

創
造
さ
れ
た
新
体
系
（
連
関
）
そ
れ
自
体
が
真
理
な
の
で
は
な
い
。
主
体
が
真
に
無
制
約
的
な
も
の
に
膚
か
っ
て
い
た
こ
と
、
薪
体
系

（
連
関
）
が
恣
意
で
は
な
く
、
創
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
の
は
、
潟
体
系
（
連
関
）
が
、
否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
新
体
系

（
連
関
）
に
お
い
て
薪
た
に
意
味
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
即
ち
意
味
成
就
が
生
起
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
否

定
と
岡
時
に
肯
定
的
に
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
連
関
が
創
造
さ
れ
た
と
き
一
意
味
成
就
が
生
起
し
た
と
き
一
そ
の
よ
う
な
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
開
け
た
と
き
、
主
体
は
、
そ
れ
が
主
観
的
な
恣
意
の
産
物
で
は
な
く
、
創
造
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
動
的
な
真
理
を
表
現
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
真
理
と
は
、
個
性
的
で
創
造
的
な
意
味
成
就
の
過
程
で

あ
る
」
（
帥
⊆
9
）
。

　
2
　
科
学
論
へ
の
射
程

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
展
湖
す
る
動
的
真
理
思
想
は
科
学
理
論
の
哲
学
的
解
釈
に
対
す
る
一
定
の
射
程
を
も
ち
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

こ
で
は
特
殊
相
帆
影
理
論
を
取
り
上
げ
て
議
論
し
た
い
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
古
典
力
学
か
ら
特
殊
相
対
性
理
論
へ
と
い
う
物
理
学
史

的
な
創
造
の
過
程
を
衝
心
と
す
る
。
こ
れ
ら
両
老
は
理
論
物
理
学
に
お
け
る
規
範
理
論
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ

個
々
の
現
象
に
鰐
す
る
物
理
理
論
を
構
築
す
る
際
に
は
、
必
ず
こ
れ
ら
の
規
範
理
論
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
る
問
題
は
、
新
た
な
規
範
の
創
造
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
。

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
特
殊
根
鉛
筆
理
論
を
構
築
す
る
際
、
彼
の
手
元
に
あ
り
、
考
察
の
対
象
と
し
た
既
成
の
理
論
は
古
典
力
学
と
古



典
電
磁
気
学
で
あ
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
光
」
と
い
う
物
理
学
的
対
象
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
理
論
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
た
。
特
殊
相
対
性
理
論
の
発
端
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
、
彼
の
十
六
歳
の
時
の
「
光
を
追
い
か
け
る
夢
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

光
を
巡
る
、
古
典
力
学
と
古
典
電
磁
気
学
の
境
界
上
の
問
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
一
方
の
古
典
力
学
は
、
今
日
我
々
が
通
常
も
つ
よ
う
な
時
間
、
空
間
の
観
念
を
基
に
し
た
、
物
理
学
の
基
本
的
な
枠
組
み
で
あ
る
。
こ

の
古
典
力
学
的
観
点
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
光
の
速
度
が
ど
ん
な
に
大
き
く
と
も
、
原
理
的
に
は
そ
れ
に
追
い
つ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
、
古
典
電
磁
気
学
的
観
点
か
ら
す
る
と
、
光
に
追
い
つ
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
古
典
電
磁
気
学
に
お

い
て
は
、
光
は
一
種
の
電
磁
波
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
電
場
や
磁
場
が
時
闘
的
に
変
化
す
る
こ
と
で
新
た
な
磁
場
や
電
場
を
生
み
出
す
、

こ
の
よ
う
な
電
場
と
磁
場
の
時
間
的
変
化
が
波
と
し
て
空
間
を
伝
播
す
る
現
象
、
そ
れ
が
電
磁
気
学
的
に
捉
え
ら
れ
た
光
の
本
性
で
あ
る
。

も
し
あ
る
観
測
者
が
光
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
の
と
き
光
は
そ
の
観
測
者
に
と
っ
て
静
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
電
場
や
磁
場
が
も
は
や
時
間
的
に
変
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
と
き
光
は
光
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
は
、

単
に
電
場
や
磁
場
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
光
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
磁
石
の
周
り
に
は
磁
場
が
存
在
す
る
。
そ

の
様
子
は
、
磁
石
の
周
り
に
砂
鉄
を
ば
ら
蒔
く
こ
と
で
、
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
こ
に
磁
場
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
は
光

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
時
間
的
に
変
化
し
な
い
磁
場
は
、
新
た
に
電
場
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
光
に

は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
ア
イ
ン
シ
ェ
タ
イ
ソ
は
、
光
に
は
追
い
つ
け
ず
、
ど
の
よ
う
な
観
測
者
か
ら
見
て
も
一
定
の
速
度

で
あ
る
と
い
う
「
光
速
度
不
変
の
原
理
」
を
基
礎
と
し
て
理
論
を
組
み
立
て
た
。
こ
の
古
典
物
理
学
的
に
見
れ
ば
緊
張
に
満
ち
た
「
光
速

度
不
変
の
原
理
」
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
体
系
で
あ
る
特
殊
相
対
性
理
論
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
旧
い
力
学
体
系
で
あ
る
古
典
力
学
と
新
し
い
力
学
体
系
で
あ
る
特
殊
相
対
性
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
。
予

め
結
論
を
述
べ
て
お
く
と
、
古
典
力
学
に
お
け
る
概
念
は
相
対
性
理
論
に
お
い
て
新
た
な
意
味
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
古
典
力
学
は

あ
る
意
味
で
特
殊
相
紺
性
理
論
に
包
括
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
｝
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さ
て
今
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
質
量
の
概
念
に
着
目
す
る
と
、
一
方
の
古
典
力
学
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
本
質
的
な
関
係
を
有
し
て
は
い
な

い
。
特
に
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
の
関
係
が
成
立
す
る
。

　
　
〔
古
典
力
学
に
お
け
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
〕

　
　
肉
↓
§
…
，

　
　
（
肉
叫
物
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
ミ
黛
静
止
質
量
、
曳
速
度
）

古
典
力
学
に
お
い
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
本
質
的
に
関
係
す
る
の
は
、
速
度
で
あ
っ
て
（
速
度
が
速
い
も
の
程
、
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も

つ
）
静
止
質
量
は
比
例
定
数
に
過
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
特
殊
梢
対
性
理
論
に
お
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
質
量
の
等
価
性
が
帰
結
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
関
係
式
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
。

　
　
〔
特
殊
相
対
性
理
論
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
〕

肉
”
ミ
”
鉢
．
§
、
＋
卵
§
轟
§
帆
一

　
　
（
§
…
動
質
量
、
貸
光
速
度
）

特
殊
相
対
性
理
論
に
お
い
て
は
、
質
量
は
単
に
定
数
（
§
）
で
は
な
く
速
度
と
と
も
に
変
化
す
る
量
（
動
質
量
触
ミ
）
で
あ
る
。
そ
れ
を

静
止
質
量
（
§
。
）
で
表
現
し
、
さ
ら
に
近
似
す
る
と
右
辺
の
よ
う
に
展
開
で
き
る
。
こ
こ
で
、
初
項
の
静
止
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
§
。
㌔
…
展

開
の
第
0
次
近
似
）
を
除
け
ば
、
古
典
力
学
に
お
け
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
く
b
。
×
§
。
㌔
）
の
項
は
、
第
1
次
近
似
と
し
て
相
対
性
理
論

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
概
念
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
古
典
力
学
に
お
け
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
概
念
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
成
立
し
な
く
な
る
訳
で
あ
る
が
、
質
量
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
等
価
性
に
お
い
て
新
た
に
意
味
を
付
与
さ
れ
、
し
か
も

相
対
性
理
論
の
中
に
（
第
1
次
近
似
と
し
て
）
位
置
付
け
ち
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
旧
い
体
系
に
お
い
て
既



に
存
在
し
て
い
た
概
念
が
、
あ
る
意
味
で
否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
体
系
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
、
新
た
に
意
味
付
与
さ
れ
る

と
い
う
論
理
が
、
「
意
味
成
就
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
新
し
い
体
系
の
創
造
に
お
い
て
成
立
す
る
事
柄
で
あ
る
。

　
次
に
、
旧
い
体
系
と
新
し
い
体
系
の
関
係
を
、
時
間
・
空
身
概
念
を
も
と
に
考
察
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
時
間
・
空
問
に
関
す
る
座

標
変
換
を
取
り
上
げ
る
。
二
人
の
観
測
者
の
も
つ
座
標
系
の
問
の
関
係
は
座
標
変
換
で
結
ば
れ
て
い
る
。
古
典
力
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ

は
ガ
リ
レ
イ
変
換
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
　
〔
古
典
力
学
に
お
け
る
座
標
変
換
（
ガ
リ
レ
イ
変
換
）
〕

　
　
k
睦
箸
i
ミ
”
牒
、
睡
肺

　
　
（
執
”
空
間
座
標
、
讐
時
闘
座
標
、
但
し
、
プ
ラ
イ
ム
の
つ
い
て
い
な
い
変
数
は
観
測
者
0
の
も
つ
座
標
系
、
プ
ラ
イ
ム
の
つ
い
て

　
　
い
る
変
数
は
観
測
者
α
の
も
つ
座
標
系
）

両
者
に
と
っ
て
共
通
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
特
殊
相
対
性
理
論
に
お
い
て
は
、
座
標
変
換
は
ロ
ー
レ

ン
ツ
変
換
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
　
〔
特
殊
相
対
性
理
論
に
お
け
る
座
標
変
換
（
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
）
〕

｝
緋
　
　
、
，
隷

こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
も
は
や
時
間
は
共
通
の
も
の
で
は
な
く
、
観
測
者
に
と
っ
て
固
有
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
こ
と
、
時
間
の
変

換
の
中
に
も
空
間
が
入
り
込
ん
で
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
時
間
と
尋
問
は
全
く
独
立
な
概
念
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
を
も
と
に
し
て
新
旧
両
体
系
の
関
係
を
考
え
た
い
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
に
お
い
て
、
対
象
と
す
る
物
体
の
速
度
”
が
光
の
速
度
。

よ
り
十
分
目
遅
い
と
い
う
近
似
（
ミ
偽
↓
O
）
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
は
、
ガ
リ
レ
イ
変
換
に
移
行
す
る
。
即
ち
、
ガ
リ
レ
イ
変

換
は
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
の
近
似
と
し
て
成
立
し
、
そ
の
意
味
で
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
は
ガ
リ
レ
イ
変
換
を
包
括
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

　
　
　
　
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二
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で
き
る
。
即
ち
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
両
体
系
の
連
続
性
が
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
両
体
系
が
同
質

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
古
典
力
学
に
お
け
る
時
闘
・
空
間
概
念
は
、
特
殊
相
対
性
理
論
に
お
い
て
質
的
に
新
た
な
も
の
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
両
体
系
に
は
質
的
な
不
連
続
性
が
存
在
す
る
。
尤
も
、
そ
れ
ら
は
勿
論
全
く
無

関
係
な
の
で
は
な
く
、
古
典
力
学
に
お
け
る
時
間
・
空
間
概
念
は
、
特
殊
相
対
性
理
論
に
お
い
て
も
、
近
似
的
に
成
立
す
る
概
念
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
、
新
し
い
体
系
に
お
い
て
新
た
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
質
問
・
戸
倉
概
念
の
意
味
成
就
が
生

起
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
3
　
成
就
の
論
理

　
こ
こ
で
、
意
味
の
形
而
上
学
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
「
意
味
成
就
」
が
担
っ
て
い
る
論
理
を
取
り
出
し
、
こ
れ
を
「
成
就
の
論
理
」
と

し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
提
起
す
る
。

　
第
一
に
、
旧
い
意
味
連
関
の
中
に
新
し
い
も
の
が
「
突
入
（
国
一
訂
げ
脱
β
O
『
）
」
す
る
。
こ
れ
が
旧
い
連
関
に
対
し
て
本
質
的
に
新
し
い
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
旧
い
連
関
の
中
に
親
和
的
に
位
置
付
け
ら
れ
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
旧
連
関
の
中
に
親
和
的
に
受
容
さ

れ
る
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
は
こ
の
連
関
に
対
し
て
、
本
質
的
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
旧
連
関
に

お
い
て
新
し
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
旧
連
関
の
破
れ
と
し
て
気
づ
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
新
し
い

も
の
が
旧
い
連
関
に
突
入
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
泪
連
関
の
「
動
揺
（
卑
ω
。
誤
幕
臣
⇒
α
q
）
」
を
引
き
起
こ
し
、
こ
れ
を
「
突
破
（
U
凄
9
‘

げ
崖
9
）
」
す
る
。

　
第
二
に
、
新
し
い
も
の
が
旧
い
連
関
に
お
い
て
認
識
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
れ
が
認
識
さ
れ
る
の
は
新
し
い
連
関
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
を

通
し
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
際
新
し
い
連
関
は
、
旧
い
連
関
を
突
破
し
た
新
し
い
も
の
を
原
理
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
も

．
し
先
の
細
連
関
を
突
破
し
た
も
の
が
、
別
の
原
理
を
基
に
し
て
形
成
さ
れ
た
新
し
い
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、



そ
の
と
き
は
、
こ
の
別
の
原
理
こ
そ
が
、
旧
連
関
に
対
す
る
真
に
新
し
い
も
の
と
し
て
の
突
破
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
旧
連
関
と
新
連
関
の
関
係
は
単
な
る
時
間
的
な
前
後
関
係
で
は
な
い
。
旧
連
関
が
破
棄
さ
れ
新
連
関
が
立
て
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
旧
連
関
の
破
壊
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
意
味
成
就
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
な
い
。
新
連
関
の
創
造

に
お
い
て
、
主
体
が
無
制
約
的
な
意
味
を
成
就
せ
よ
と
い
う
要
求
の
下
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
連
関
は
そ
の
普
遍
性
に
お
い

て
旧
連
関
を
含
む
と
い
う
こ
と
、
即
ち
旧
連
関
は
新
連
関
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
旧
い
連

関
は
単
に
そ
の
ま
ま
の
あ
り
方
で
薪
し
い
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
連
関
は
旧
い
連

関
の
単
な
る
拡
張
で
し
か
な
く
、
本
質
的
な
新
し
さ
は
な
い
。
む
し
ろ
、
旧
連
関
は
新
し
い
も
の
の
否
定
性
の
下
に
立
た
さ
れ
る
と
同
時

に
、
新
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
新
た
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
否
定
性
と
肯
定
性
を
伴
っ
た
、
新

連
関
に
お
け
る
意
味
付
け
が
生
起
す
る
こ
と
が
、
意
味
成
就
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
「
新
し
い
」
と
は
如
何
な
る
規
定
で
あ
る
か
。
新
し
い
も
の
は
旧
連
関
自
体
に
お
い
て
新
し
い
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
旧
連
関
は
新
し
い
も
の
の
否
定
性
の
下
に
立
た
さ
れ
つ
つ
、
新
し
い
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
地
平

に
お
い
て
、
新
し
い
も
の
の
突
破
の
た
め
の
準
備
と
し
て
新
た
に
解
釈
さ
れ
る
。

　
新
し
い
も
の
の
「
新
し
さ
」
と
は
、
こ
の
再
解
釈
さ
れ
た
旧
連
関
に
対
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
再
解
釈
さ
れ
る
以
前
の
旧
連
関
に
お
け

る
規
定
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
準
備
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
た
意
昧
で
の
旧
連
関
に
聾
し
て
新
し
い
も
の
が
生
起
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と

が
「
成
就
」
と
い
う
概
念
で
表
さ
れ
る
こ
と
の
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
旧
い
連
関
に
お
い
て
単
な
る
時
間
的
な
先
取
り
と

し
て
予
見
さ
れ
た
こ
と
が
現
実
化
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
論
理
的
に
異
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
否
定
性
を
伴
っ
た
肯
定
と
い
う
こ
と
も
な

げ
れ
ば
、
旧
連
関
の
克
服
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
単
な
る
旧
連
関
に
お
け
る
も
の
の
、
内
的
で
時
間
的
な
展
開
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
む

し
ろ
、
新
し
い
も
の
の
生
起
に
よ
っ
て
、
旧
連
関
が
否
定
性
の
下
に
立
ち
つ
つ
新
し
い
連
関
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
、

成
就
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
成
就
の
論
理
」
は
新
旧
両
連
関
の
共
時
的
な
関
係
の
事
柄
で
は
な
く
、
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溜
連
関
か
ら
新
連
関
へ
の
転
換
の
論
理
で
あ
り
、
時
間
を
本
質
的
に
そ
の
契
機
と
し
て
含
む
論
理
で
あ
る
。

　
以
上
の
解
釈
を
基
に
し
て
、
価
値
論
に
関
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
第
二
の
批
判
点
が
如
何
に
克
服
さ
れ
た
か
を
吟
味
す
る
。
そ
れ
は
、
価

値
論
に
付
随
す
る
主
観
的
性
格
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
価
値
な
い
し
規
範
に
関
す
る
根
対
主
義
の
問
題
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
新

し
い
原
理
の
措
定
が
旧
連
関
の
内
在
的
展
開
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
飛
躍
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
体

的
な
事
柄
で
あ
り
、
決
断
の
事
柄
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
新
し
い
原
理
の
措
定
が
単
な
る
主
観
的
な
事
柄
で
あ
る
と
か
、
恣

意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
新
し
い
原
理
の
措
定
に
お
い
て
、
主
体
が
無
制
約
的
な
も
の
（
無
制
約
的
に
普
遍
的
な
も
の
）
へ
と

方
向
転
換
し
、
無
職
約
的
な
も
の
の
前
に
立
つ
と
い
う
態
度
（
譲
鉱
け
§
ぴ
q
）
を
も
ち
、
そ
こ
で
無
制
約
的
な
意
味
を
成
就
せ
よ
と
い
う
要
求

の
下
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
新
し
い
意
味
連
関
の
創
造
を
通
し
て
、
旧
連
関
が
否
定
さ
れ
つ
つ
新
連
関
に
お

い
て
新
た
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
、
即
ち
意
味
成
就
が
生
起
す
る
こ
と
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
新
た
な
連
関
、
新

た
な
規
範
も
時
代
的
に
舗
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
鵜
縄
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
は
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
細
連
関

を
新
た
に
意
味
付
け
る
新
し
い
意
味
連
関
の
地
平
が
開
け
た
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
恣
意
で
は
な
く
創
造
の
事
柄
と
し
て
、
真
理
契
機
を

有
す
る
事
柄
と
し
て
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
創
造
さ
れ
た
規
範
は
単
な
る
相
対
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に

「
規
範
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
結

び

　
以
上
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
の
形
而
上
学
を
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
来
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
基
本
的
と
な
る
彼
の
把

握
の
仕
方
は
、
文
化
に
塗
す
る
宗
教
の
二
重
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
に
と
っ
て
諸
々
の
意
味
形
式
は
、
そ
こ
を
通
り
抜

け
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
同
時
に
後
に
残
す
べ
き
通
路
な
の
で
あ
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
お
駅
玉
器
巳
）
。
ト
レ
ル
チ
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教

把
握
な
い
し
は
宗
教
経
験
の
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
化
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
宗
教
の
二
重
性
と
い
う
こ
と



に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
文
化
に
対
し
宗
教
が
突
き
付
け
る
「
否
」
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
側
面
は
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
宗
教
経
験
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
関
運
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
宗
教
は
無
心
約
的
な
も
の
の
経
験

で
あ
る
」
と
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
絶
対
的
な
虚
無
性
の
経
験
に
基
づ
い
た
絶
対
的
な
実
在
性
の
経
験
」
（
一
〇
一
り
”
刈
越
）
で
あ
る
。
こ

の
経
験
が
絶
対
的
で
根
源
的
な
否
定
へ
と
導
く
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
実
在
性
の
絶
対
的
な
経
験
、
即
ち
根
源
的
な
脊
定
へ
と
転
ず
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
宗
教
経
験
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
決
し
て
他
の
諸
事
物
に
並
ぶ
意
味
で
の
実
在
性
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
存
在
の
現
実
で
は
な
く
意
味
の
現
実
で
あ
り
、
し
か
も
究
極
的
で
、
最
も
深
く
、

全
て
の
も
の
を
動
揺
さ
せ
、
全
て
の
も
の
を
新
し
く
立
て
る
意
味
の
現
実
で
あ
る
」
（
帥
び
置
．
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
把
握
お
よ

び
弁
証
は
、
価
値
論
的
立
場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
意
味
の
形
而
上
学
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
な
さ
れ
得
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
の
形
而
上
学
に
お
い
て
更
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
価
値

論
に
お
け
る
価
値
と
存
在
の
間
の
溝
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
前
期
の
翫
味
の
形
而
上
学
に
お
い
て
は
、
議
論
の
存
在
論
的
な
展
開
は
未

だ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
意
味
の
形
而
上
学
に
お
け
る
価
値
論
的
契
機
の
健
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
の
は
、
第
一
に
、
確
か
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
は
意
味
論
的
証
組
み
を
基
礎
と
す
る
も
の
の
、
価
値
論
的
契
機
そ
の
も
の
を
否

定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
価
値
論
に
お
い
て
は
埋
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
存
在
と
当
為
の
間
の
問
題
が
、
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
論
に
お
い
て
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
次
の
二
点
を
確
認
し
た
い
。
第
一
た
、
価
値

論
に
お
い
て
、
妥
当
と
は
我
々
が
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
、
何
ら
か
の
態
度
決
定
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自

身
は
価
値
の
根
源
を
存
在
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
た
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
点
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
七
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ピ
の
道
徳

的
命
法
に
関
す
る
考
え
方
を
取
り
上
げ
る
。
道
徳
的
命
法
と
は
、
人
が
本
質
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
f
人
格
と
い
う
存
在
、
即
ち
被

造
的
本
性
の
こ
と
（
H
り
①
ω
”
　
①
q
刈
）
1
に
現
実
的
に
な
れ
と
の
要
求
で
あ
り
（
μ
び
箪
”
釈
①
h
）
、
そ
の
宗
教
的
次
元
と
は
道
徳
的
命
法
に
お

け
る
無
制
約
的
性
格
で
あ
る
（
一
σ
一
α
．
”
　
①
㎝
Q
◎
）
。
し
か
し
、
自
己
自
身
の
本
性
を
成
就
す
る
こ
と
が
自
己
分
存
在
に
備
わ
る
道
徳
的
要
素
だ
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と
し
て
も
な
ぜ
そ
れ
が
無
制
約
官
命
法
と
し
て
現
れ
る
の
か
（
剛
ぴ
陣
瓢
．
”
　
①
凱
㊤
）
。
自
ら
の
本
質
的
本
性
を
肯
定
す
る
の
と
同
様
、
そ
れ
を
否

定
し
、
人
格
的
存
在
に
な
ら
な
い
と
い
う
選
択
も
人
間
は
有
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
命
法
は
も
は
や
無

制
約
性
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
薄
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
永
遠
的
な
も
の
か
ら
見
る
と
全
て
の
人
間
の
魂
は
無

限
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
教
説
で
も
っ
て
答
え
る
（
ま
α
．
）
。
こ
こ
に
価
値
論
で
言
え
ば
存
在
と
妥
当
と
の
結
節
点
と
も
い
え
る
契

機
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
先
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
形
而
上
学
に
お
い
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
思
想
構
造
は
ど
こ
に
見

い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
無
制
約
的
な
意
味
内
実
を
成
就
せ
よ
と
い
う
要
求
」
に
表
れ
て
い
る
と
鯉
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
認
識
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
形
式
－
内
実
の
対
に
対
応
す
る
の
は
、
思
惟
一
存
在
の
対
で
あ
る
。
存
在
は
内
実
を
も
ち
、

且
つ
精
神
の
過
程
を
通
し
て
存
在
の
意
味
は
成
就
さ
れ
る
（
一
り
ト
∂
㎝
Φ
”
　
一
ト
り
q
　
　
一
ω
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
）
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
に
お
い
て
、

存
在
と
当
為
の
結
び
霞
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
「
無
制
約
的
な
」
と
い
う
規
定
を
伴
っ
た
「
内
実
（
O
の
冨
5
」
と
い
う
概
念
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
こ
の
概
念
は
そ
の
役
を
果
た
し
得
る
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
即
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
無
制
約
的
な
も
の
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
よ
り
正
確
に
は
「
無
制
約
的
に
我
々
に
関

わ
っ
て
く
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
。
こ
の
少
々
長
い
表
現
は
、
彼
の
『
教
義
学
』
（
一
⑩
ト
っ
帆
）
に
お
い
て
散

見
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
に
要
求
と
し
て
態
度
決
定
を
迫
る
と
い
う
契
機
は
、
「
無
制
約
的
な
」
と
い
う
語
が
担
っ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
「
無
瑚
約
的

な
内
容
（
ぎ
冨
臨
け
）
」
で
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
最
終
的
に
は
答
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
や
は
り
「
内
実
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
う
概
念
に
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
価
値
的
契
機
一
精
神
的
で
価
値
あ
る
内
容
と
い
う
契
機
一
を
認
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と

す
る
な
ら
ば
、
存
在
ー
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
存
在
が
内
実
を
も
つ
と
考
え
て
い
た
一
と
意
味
の
関
係
が
更
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て

残
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
枠
組
み
で
言
う
な
ら
ぽ
、
前
期
の
意
味
の
形
而
上
学
と
後
期
の
存
在
論
の
関
係
に
お
い

て
問
わ
れ
る
問
題
で
も
あ
る
。



註

（
1
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
彼
（
ト
レ
ル
チ
）
は
、
以
前
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
私
の
同
僚
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
私
は
彼
の

　
講
義
を
聴
い
た
こ
と
は
な
い
が
、
彼
を
特
別
な
意
味
で
私
の
教
師
と
み
な
し
て
い
る
。
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
お
O
M
”
卜
⊃
ω
O
h
「
〕
）

（
2
）
　
近
代
に
お
け
る
価
値
哲
学
は
ロ
ッ
ツ
ェ
が
「
妥
当
」
概
念
を
哲
学
に
導
入
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
試
み
を
、
ド
イ

　
ツ
古
典
哲
学
の
崩
壊
後
に
お
け
る
、
唯
物
論
的
自
然
主
義
か
ら
の
人
間
の
尊
厳
の
防
衛
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
郎
ち
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

　
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
価
値
論
は
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
か
ら
、
　
一
九
世
紀
に
台
頭
し
て
来
た
実
証
主
義
や
唯
物
論
的
思
考
に
対
す
る
人
間
の
生
の
弁
証

　
と
い
う
契
機
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
神
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
古
典
的
神
学
を
価
価
判
断
に
還

　
元
し
て
以
来
、
価
値
論
に
基
礎
を
お
く
神
学
が
支
配
的
と
な
る
の
で
あ
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
お
雪
”
日
O
昌
）
。
ト
レ
ル
チ
の
思
想
が
価
値
論
を
基
底
と

　
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
世
代
に
な
る

　
と
事
情
が
異
な
る
。
そ
れ
は
単
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
一
個
人
の
特
殊
事
清
で
は
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
ら
を
「
よ
り
若
い
世
代
」
（
陣
げ
一
翼
’
”
　
一
〇
一
）
に

　
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
自
認
し
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
派
の
方
向
に
対
し
て
反
対
し
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
等
に
と
っ
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
派
の
思
想
的
試
み
、
形

　
而
上
学
の
敗
北
の
後
の
価
値
論
の
防
衛
戦
は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
以
来
の
退
却
戦
の
継
承
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
即
ち
彼
ら
の
目
に
は
、
近
代
の
世
俗
的
文

　
化
に
対
し
て
宗
教
が
そ
の
守
備
範
囲
を
縮
小
す
る
退
却
戦
と
映
っ
た
の
で
あ
る
（
ま
㌶
．
）
。
そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
自
ら
の
思
索
的
営
み
、

　
特
に
教
義
学
を
「
防
御
」
の
み
な
ら
ず
「
攻
撃
」
と
し
て
意
識
し
て
い
た
（
一
Φ
邸
α
”
　
卜
∂
切
鴎
●
）
。
1
そ
れ
は
「
ト
レ
ル
チ
は
も
は
や
教
義
学
一
般
の
可
能

　
性
を
認
め
な
い
」
（
一
σ
一
轍
．
”
N
①
）
と
い
う
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
1
そ
こ
で
は
当
然
、
新
た
な
枠
組
み
、
意
味
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
議
論
を
展
開
す

　
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
等
の
世
代
の
思
想
を
全
て
、
意
味
論
的
枠
組
み
に
よ
る
も
の
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
は
で

　
き
な
い
が
、
こ
こ
に
世
代
間
の
思
想
の
質
の
違
い
が
、
議
論
の
枠
組
み
の
違
い
と
し
て
表
れ
て
来
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
　
ト
レ
ル
チ
は
道
徳
的
な
も
の
の
本
質
規
定
の
中
に
あ
る
「
目
的
」
の
契
機
を
一
層
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
ト
レ
ル
チ
〔
お
O
卜
。
“

　
①
♂
呂
）
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
主
観
的
倫
理
学
に
お
け
る
道
徳
的
な
も
の
の
概
念
は
、
主
体
の
自
己
自
身
に
対
す
る
関
係
と
他
者
の
自

　
己
自
身
に
対
す
る
類
似
の
諸
関
係
に
か
か
わ
る
主
観
的
目
的
措
定
を
含
む
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
一
σ
陣
鳥
．
”
　
①
一
Q
Q
）
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
ト
レ

　
ル
チ
が
問
題
と
す
る
よ
う
な
客
観
的
目
的
措
定
に
つ
い
て
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
パ
ウ
ル
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
問
題
と
宗
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
九
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一
二
〇

（
4
）
　
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
点
が
、
宗
教
と
文
化
の
「
並
列
化
」
を
避
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
と
最
も
対
照
的
な
点
で
あ
る
。

（
5
）
　
ト
レ
ル
チ
は
、
彼
の
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
持
続
的
世
界
（
象
Φ
蕾
器
ヨ
α
①
≦
①
一
け
）
と
イ
エ
ス
及
び
ガ
リ
ラ
ヤ
の
福
音
に
お
け
る
エ
！

　
ト
ス
の
違
い
を
感
じ
て
い
る
。
後
者
は
、
文
化
の
状
況
と
終
末
の
待
望
の
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
倫
理
学
的
問
題
か
ら
は
自
由

　
で
あ
っ
た
（
H
⑩
O
b
Ω
”
　
①
頓
⑩
）
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
「
カ
イ
ロ
ス
」
を
意
識
し
つ
つ
思
索
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
そ
の
お
か
れ
た
時
代
状
況

　
が
ト
レ
ル
チ
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
点
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
は
根
本
的
で
革
命
的
な
変
化
を
す
る
時
代
に
お
け
る
倫
理

　
が
射
程
に
入
っ
て
く
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
お
①
ω
”
①
O
。
。
自
．
〕
）
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
今
日
に
お
い
て
尚
ト
レ
ル
チ
の
枠
組
み
に
お
け

　
る
問
題
は
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
歴
史
的
に
は
ト
レ
ル
チ
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
、
価
値
論
か
ら
意
味
論
へ

　
の
移
行
が
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
常
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
に
カ
イ
ロ
ス
が
意
識
さ
れ
る
時
代
が
続
く
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）
　
ト
レ
ル
チ
は
宗
教
的
互
角
と
内
世
界
的
員
的
を
二
つ
の
極
（
勺
。
ぼ
）
と
考
え
る
（
ト
レ
ル
チ
〔
お
8
“
①
①
昌
）
。
そ
し
て
、
自
ら
の
命
題
を
止
揚

　
し
が
た
い
振
動
（
（
）
o
o
N
一
一
陣
①
門
O
”
）
に
つ
い
て
の
命
題
と
表
現
し
て
い
る
（
浮
峯
”
0
①
①
）
。

（
7
）
　
こ
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
特
に
鋭
く
深
い
理
解
の
も
と
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
と

　
ト
レ
ル
チ
は
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
論
に
お
け
る
智
者
の
道
徳
と
軍
人
の
道
徳
と
の
問
題
も
こ
こ
に
あ
る
と
ト
レ
ル
チ
は
見
て

　
い
る
（
一
Φ
O
込
。
”
　
①
q
O
）
。

（
8
）
　
こ
の
時
期
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
形
式
（
閃
9
ヨ
）
…
内
容
（
ぎ
7
蝕
貯
）
一
内
実
（
O
①
冨
ε
と
い
う
三
つ
組
を
用
い
る
。
こ
こ
の
議
論
で
は
、
個
々
の

　
意
味
内
容
は
意
味
形
式
と
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
意
味
内
実
と
の
対
比
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
フ
ッ
サ
：
ル
に
お
い
て
、
．
、
切
論
①
舞
§
ぴ
q
．
．
お
よ
び
、
．
》
蝶
ω
α
霊
。
閥
、
、
と
い
う
用
語
は
論
理
的
意
味
の
揚
合
に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、

　
意
味
（
ω
二
一
）
と
い
う
用
語
は
志
向
性
の
全
域
に
適
用
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
意
味
の
形
而
上
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
「
意
味
」
に
対
し
て
は
一

　
零
し
て
、
．
ω
ぎ
昌
、
．
を
用
い
て
い
る
の
は
、
フ
ッ
サ
：
ル
の
こ
の
用
法
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
実
際
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

　
学
の
体
系
に
お
い
て
精
神
的
機
能
を
意
味
成
就
の
機
能
と
し
て
規
定
し
た
上
で
、
精
神
科
学
に
は
論
理
的
機
能
に
対
応
す
る
科
学
の
他
に
、
芸
術
や

　
法
な
ど
を
含
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
後
に
問
題
と
し
て
取
り
挙
げ
る
、
．
ω
冒
器
ほ
農
§
映
．
に
つ
い
て
は
、
通
常
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は

　
「
意
味
充
実
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
そ
こ
に
独
自
の
論
理
構
造
を
解
釈
し
得
る
た
め
、
こ
こ
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
「
意
味



　
成
就
」
と
訳
し
た
。
実
際
こ
の
時
期
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
は
現
象
学
を
受
容
す
る
側
面
と
そ
れ
を
批
判
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
両
者
の
関
連

　
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
0
）
　
ト
レ
ル
チ
が
歴
史
主
義
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
「
我
々
の
知
識
と
思
惟
の
根
本
的
歴
史
化
」
（
ト
レ
ル
チ
〔
お
鵠
”
Φ
〕
）
と
い
う
事
態
の
認
識
を

　
意
味
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
の
歴
史
化
は
「
思
惟
の
自
然
化
、
あ
る
い
は
よ
り
正
し
く
は
思
惟
の
数
学
化
の
後
に
一
八
世
紀
に
な
っ
て

　
し
だ
い
に
生
じ
て
き
た
も
の
」
（
葦
P
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
的
思
惟
は
近
代
的
思
惟
の
本
質
で
あ
っ
て
、
こ
れ
自
体
を
破
棄
し

　
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
そ
れ
に
付
随
す
る
価
値
相
対
主
義
に
対
し
て
、
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
こ
こ
か
ら
、
価
値
論
に
対
す
る
批
判
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
諸
価
値
の
根
拠
た
る
絶
対
的
価
値
が
無
時
間
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ

　
る
な
ら
、
そ
れ
は
こ
こ
に
お
け
る
よ
う
な
相
対
主
義
の
克
服
の
道
に
は
適
さ
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
方
法
は
メ
タ
論
理
的
方
法
と
言
わ
れ
、
彼
は
そ
れ
を
ト
レ
ル
チ
の
思
想
か
ら
取
り
出
し
て
い
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
〔
一
Φ
邸
ω
”

　
漕
⑩
〕
）
。
メ
タ
論
理
的
方
法
に
つ
い
て
の
詳
し
い
議
論
は
、
今
井
〔
一
㊤
O
己
の
第
三
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
3
）
　
プ
テ
ィ
は
彼
の
論
文
の
中
で
、
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
に
先
立
つ
こ
と
三
十
年
も
ま
え
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
立
て
た
真
理
の
問
題
の
立
て
方

　
は
注
意
に
値
す
る
と
し
て
い
る
（
プ
テ
ィ
　
〔
一
Φ
G
o
O
”
b
っ
一
N
〕
）
。

（
1
4
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
を
物
理
学
の
哲
学
的
解
釈
の
問
題
に
適
応
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
、
物
理
学
を
精
神
の
産
物
と
み
な
し
、
物
理
学
史
の
解

　
釈
に
適
応
す
る
と
考
え
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
を
逸
脱
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

（
1
5
）
　
そ
れ
ゆ
え
こ
の
論
理
は
本
質
的
に
歴
史
の
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
6
）
　
実
は
、
こ
の
「
内
実
」
と
い
う
概
念
は
、
前
期
の
テ
ィ
リ
ヅ
ヒ
の
思
想
に
お
い
て
、
重
要
且
つ
問
題
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
の
思
想
史
的
な
背

　
景
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
ク
レ
イ
ト
ン
〔
お
。
。
O
”
O
O
塗
〕
”
芦
名
〔
お
識
”
男
振
〕
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
よ
り

　
基
本
的
に
、
こ
の
言
葉
の
本
来
の
含
意
に
つ
い
て
注
意
し
た
い
。
、
、
O
o
ガ
巴
陣
．
、
は
、
通
常
は
、
、
ぎ
冨
搾
、
、
の
同
義
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、

　
、
、
O
①
冨
課
”
、
は
初
め
、
硬
貨
に
含
ま
れ
る
金
や
銀
の
成
分
を
意
味
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
当
初
か
ら
価
値
観
念
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の

　
点
に
つ
い
て
は
、
∪
窪
σ
①
彗
①
ぴ
ロ
ワ
の
．
、
O
Φ
ず
巴
け
、
、
（
凶
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1’autre；　la　raison　du　refus　de　‘ne　pas　etre’　vient　de　son　impensabilite　et

son　innommabilit6，　alors　que　le　choix　de　‘etre’　est　necessaire　et　obligatoire：

la　16gitimit6　de　ce　choix　est　certifiee　a　priori　par　la　D6esse　sans　argumen－

tation．　La　d6cision　est；　pour　ainsi　dire，　un　critere　qui　sert　de　base　a　1’appr6－

ciation　de　1’opinion　vraisemblable　en　tous　points．　On　pettt　donc　dire　qu’il

y　a　deux　6tapes　de　la　rcpiaeg：　d’une　part，　la　d6cislon　par　laquelle　la　D6esse

donne　a　‘etre’　le　titre　de　vrai　chemin　de　recherche，　tout　en　6cartant　‘ne

pas　etre’　et，　d’autre　part，　le　jugement　de　1’opinion　qui　est　uniquement

formulee　du　point　de　vue　de　la　D6esse　en　“‘etre’　et　‘ne　pas　etre’　sont　le

m色me　et　no難玉e　m6me”，査1’aide　de　cette　d色。圭slon一里註．　Et　ce　jugement　de

l’opinion　n’est　que　le　point　de　d6part　de　la　recherche　de　la　v6rit6．　Autrement

dit，　‘etre’　n’etant　pas　la　v6rit6　meme，　mais　le　‘cceur’　de　la　v6rit6，　la

recherche　se　termine　seulement　quand　on　trottve　le　sujet　de　‘etre’　qui

satisfait　aux　conditions　de　‘etre’　developpees　dans　le　fr．　8．

Religion　and　Problems　of　Meaning　in　Paul　Tillich

by　Naoki　IMA1

Lecturer　of　Physics

Faculty　of　Technology

Doshisha　University　（Kyoto）

　　Iexami鍛ed　the　st斑cture　and　character　of　Paul　Tilhch’s　metaphysics　of

meaning，　wh1ch　is　the　fundamental　frame　of　his　early　religious　thoughts．

What　is　the　place　of　religion　in　modern　autonomous　cultures？　When

we　examine　religious　thoughts　in　the　19th　and　20th　centuries　based　on

this　question，　a　change　in　t’?ｏｕｇｈｔｓ　can　be　observed．　The　questi6n　of

religion　changed　from　a　question　of　“value”　to　that　of　“meaning”．　This

current　of　thoughts　corresponds　to　the　rise　and　fall　of　neo－kantianism．

Tillich　atternpts　to　understand　religion　in　the　frame　of　his　metaphysics　of

meaning　based　on　his　critique　of　value　philosophy　of　neo－kantianism　at

6



the　following　two　points．　Firstly，　cu！ture　and　religion　are　plaeed　side　by

side　in　value　philosophy．　Then　religion　will　be　forgotten　in　autonomous

cultures，　or　religion　will　oppose　itself　heteronomously　to　the　culture．

Therefore，　culture　and　religion　cannot　find　the　true　definition　of　their

relation．　Secondly，　value　depends　on　the　subject　that　evaluates　it，　resulting

in　relativism　of　values．　This　relativism　cannot　be　overcome　in　the　value

theory．　Therefore，　the　problem　of　relativity　of　the　religious　norms　cannot

be　solved．　ln　Tillich’s　metaphysics　of　meaning，　he　searches　for　solutions　to

these　two　problems．

　　Firstly　Tillich　defines　religion　as　the　ground　and　the　abyss　of　culture．

Culture　is　a　context　of　meaning，　and　religion　is　the　ground　that　guarantees

the　meaningfulness　of　the　context，　culture．　However，　the　context　of　meaning

as　culture　is　conditioned．　Religion　is　also　the　abyss　of　meaning　that

demands　that　the　unconditional　meaning　should　be　fulfilled．

　　Secondly　Tillich　attempts　to　overcome　the　relativism　by　developing

further　the　concept　of　“dynamical　truth”，　a　thought　that　norms　are　created，

which　he　accepted　from　Troeltsch．　1　interpreted　its　central　logic　as　“logic

of　fulfillment”．　This　logic　is　as　follows．　The　religious　dimension　shakes

culture，　the　old　context　of　meaning．　That　is，　the　new　breaks　through　the

old　context　of　meaning．　The　truly　new　cannot　be　put　into　the　old　context，

and　the　former　cannot　be　known　there．　lt　will　be　known　when　it　is

assigned　its　own　place　within　a　new　context　created　on　a　new　principle，

that　is，　when　we　obey　the　demand　that．　a　new　context　of　meaning　should

be　created．　The　old　context　is　denyed　by　the　new．　However，　at　the　same

time　the　former　is，aMrmed　by　being　placed　in　a　new　context　and　being

given　a　new　meaning．　This　is　meaning－fulfillment．　The　old　context　and

the　new　context　are　cultures　and　themselves　conditioned．　lf　we　remain

within　either　of　these　contexts，　we　cannot　capture　the　religious　dimension．

When　a　new　context　is　created　from　an　old　one，　we　can　meet　the　religious

dimension　only　by　standing　in　front　of　the　unconditioned．　Tillich’s　idea　of

dynamical　truth　can　lead　to　a　new　interpretation　of　the　paradigm－theory．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7


