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奇
跡
が
な
い
こ
と
こ
そ
最
大
の
奇
跡
で
あ
る
。
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ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
批
判
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
と
並
ん
で
、
近
世
哲
学
に
お
け
る
そ
れ
以
前
の
暗
黙
の
神
学
的
背
景
を
一
掃
す
る
こ
と
に

も
っ
と
も
力
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
哲
学
全
般
の
幅
広
い
領
域
に
つ
い
て
論
じ
た
思
想
家
で
あ
る
が
、
一
説
で
は
そ
の
多

く
の
著
作
の
な
か
で
も
、
宗
教
を
論
じ
た
著
作
が
も
っ
と
も
大
き
な
部
分
を
占
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
く
ら
べ
る
と

彼
の
宗
教
論
に
か
ん
す
る
研
究
は
、
我
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
熱
心
に
な
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗

教
批
判
は
主
と
し
て
、
奇
跡
に
た
い
す
る
批
判
（
『
人
間
知
性
探
究
』
に
含
ま
れ
る
「
奇
跡
に
つ
い
て
」
）
と
、
目
的
論
的
な
神
の
存
在
証
明

に
た
い
す
る
批
判
（
『
自
然
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
臨
）
を
柱
と
す
る
が
、
本
論
で
は
こ
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
の
批
判
的
分
析
を
お
こ
な

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
の
理
解
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
一
助
と
し
た
い
と
思
う
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

｝



二

一
　
奇
跡
批
判
の
焦
点

　
奇
跡
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
㎎
三
位
一
体
論
』
の
な
か
で
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
、
い
つ
も
ど
お
り
の
道
筋
で
推
移
す
る
事
物
が
作
る
、

い
わ
ぽ
連
続
的
な
川
の
ご
と
く
に
生
じ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
自
然
的
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ら
が
人
々
に
た
い
す
る
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訓
戒
の
た
め
に
、
通
常
な
ら
ざ
る
驚
変
性
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
奇
跡
的
と
名
づ
け
ら
れ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
『
対
異
教
徒
大
全
』
の
な
か
で
、
「
事
物
の
生
起
が
神
に
よ
っ
て
、
一
般
に
し
た
が
っ
て
い
る
秩
序
か
ら
は
ず

れ
て
生
じ
る
と
き
、
そ
れ
は
固
有
な
意
味
で
奇
跡
的
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
奇
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
V

的
な
も
の
」
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
種
類
を
挙
げ
て
い
る
。

　
（
一
）
　
自
然
に
よ
っ
て
は
決
し
て
生
じ
え
な
い
こ
と
が
、
神
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。

　
（
二
）
　
自
然
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
（
死
か
ら
生
へ
の
移
行
の
よ
う
に
）
そ
の
順
序
に
お
い
て
は
生
じ
な
い
こ
と
が
、

　
　
　
神
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。

　
（
三
）
　
通
常
は
自
然
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
が
、
（
病
の
突
然
の
快
癒
の
よ
う
に
V
神
に
よ
っ
て
、
自
然
の
原
理
の
作
用
な
し
に
生

　
　
　
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
時
代
の
先
行
す
る
一
七
世
紀
に
は
、
奇
跡
に
か
ん
す
る
非
常
に
多
く
の
著
作
が
現
れ
た
が
、
そ
の
多
く
は
お
お
む
ね
こ
れ
ら

三
つ
の
種
類
す
ぺ
て
を
含
め
た
意
味
で
の
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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た
と
え
ぽ
、
パ
ス
カ
ル
の
㎎
パ
ン
セ
幅
に
は
、
「
奇
跡
と
は
自
然
の
力
以
上
の
作
用
の
こ
と
で
あ
る
翫
と
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
神
学
政

治
論
』
の
第
六
章
「
奇
跡
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
人
々
は
、
自
然
が
彼
ら
の
想
定
す
る
通
常
の
秩
序
を
破
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

と
き
、
そ
れ
を
神
と
摂
理
に
よ
っ
て
自
然
の
諸
原
因
が
破
ら
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
と
こ
ろ
の
奇
跡
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
者
を
信
用
す
る
」
、



と
書
い
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
『
奇
跡
論
考
隔
で
、
「
奇
跡
と
は
、
そ
れ
が
観
察
者
の
理
解
力
を
超
え
て
い
て
、
彼
の
考
え
で
は
自
然
の
確
立

さ
れ
た
進
行
と
は
反
対
で
あ
る
た
め
に
、
神
的
な
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
可
感
的
出
来
事
で
あ
る
」
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
『
自
然
宗
教
の
変
わ
る
こ
と
な
き
義
務
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
真
理
と
確
実
性
に
か
ん
す
る
論
考
』
の
な
か
で
、

「
奇
跡
の
真
な
る
定
義
」
と
し
て
、
「
通
常
の
規
則
的
な
摂
理
の
方
法
と
は
異
な
っ
た
、
ふ
つ
う
で
は
な
い
仕
方
で
、
神
か
、
何
ら
か
の
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

聞
よ
り
優
れ
た
知
性
的
作
用
者
の
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
出
来
事
」
と
い
う
定
義
を
挙
げ
て
い
る
。

　
以
上
の
奇
跡
の
定
義
は
表
現
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
名
目
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
基
本
的
な
理
解
は
同
一
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
奇
跡
と
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
「
自
然
」
の
規
則
的
、
法
則
的
進
行
か
ら
根
本
的
に
逸
脱
し
た
事
態
が
、
神
な
ど
の
超
自
然
的
、
知

性
的
能
力
の
作
用
の
介
入
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
論
も
こ
の
理
解
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
『
人
間
知

性
探
究
』
の
第
一
〇
節
「
奇
跡
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
奇
跡
論
」
と
略
記
）
は
、
奇
跡
に
つ
い
て
の
定
義
を
何
重
か
に
提
出
し
て
い
る
が
、

そ
の
ひ
と
つ
は
、
「
神
の
個
別
的
な
意
志
か
、
何
ら
か
の
目
に
見
え
な
い
作
用
者
の
介
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
自
然
法
則
の
侵
犯
（
鋤
窪
き
ω
・

αq

ｨ
ω
ω
δ
誉
。
｛
鋤
冨
≦
o
噛
銘
霊
「
①
ξ
黛
。
B
三
〇
巳
費
く
9
戯
。
誘
O
P
滞
U
①
詳
ざ
o
H
9
9
Φ
一
白
け
Φ
壱
。
ω
三
8
0
眺
ω
o
ヨ
Φ
冒
く
一
ω
芭
Φ
⇔
α
Q
Φ
簿
）
」

　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
奇
跡
論
」
は
ど
の
版
で
も
二
〇
頁
ほ
ど
の
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
『
人
間
知
性
探
究
』
全
一
二
節
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
大
き
な

ス
ペ
ー
ス
を
占
め
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
の
節
を
最
初
に
執
筆
し
た
の
は
、
処
女
作
『
入
間
本
性
論
』
を
執
筆
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
フ

レ
ー
シ
ュ
ー
デ
カ
ル
ト
の
出
身
校
が
あ
っ
た
場
所
と
し
て
有
名
な
あ
の
ラ
フ
レ
！
シ
ュ
で
あ
る
一
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
き
っ
か
け

は
当
地
の
イ
エ
ズ
ス
五
師
と
の
対
話
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
最
初
の
原
形
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
わ

れ
わ
れ
が
読
む
こ
と
の
で
き
る
『
人
士
知
性
探
究
』
に
含
ま
れ
た
奇
跡
批
判
が
、
直
接
に
は
主
と
し
て
ロ
ッ
ク
の
『
奇
跡
論
考
』
を
念
頭
に

お
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
以
下
に
見
る
「
イ
ン
ド
の
王
」
が
ロ
ッ
ク
の
「
シ
ャ
ム
の
王
」
の
例
の
焼
き
直

し
で
あ
る
こ
と
や
、
い
く
つ
か
の
用
語
法
、
さ
ら
に
は
争
点
と
な
る
べ
き
認
識
論
的
問
題
の
共
有
な
ど
、
ロ
ッ
ク
の
テ
キ
ス
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

三
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）

の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
非
常
に
多
く
の
共
通
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ロ
ッ
ク
は
右
の
よ
う
な
意
味
に
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
奇
跡
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
信
じ
る
に
た
り
る
根
拠
が
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
た

い
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
同
じ
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
奇
跡
を
信
じ
る
合
理
的
な
根
拠
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
う
し
た
奇
跡
は
原

理
的
に
生
起
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
『
人
間
知
性
探
究
』
の
「
奇
跡
論
」
は
二
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
第
一
部
は
彼
の
主
張
の
骨
格
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
部
は
そ
の

議
論
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
奇
跡
論
」
の
冒
頭
部
分
で
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
の
大
主
教
で
も
あ
っ
た
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ソ
ン
に
よ
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
上
肉
実
在
（
お
9
。
一
冒
Φ
ω
③
コ
8
）
」
信
仰
に
つ
い
て
の
論
証
的
批
判

を
紹
介
し
て
、
自
分
の
奇
跡
批
判
が
同
じ
よ
う
な
「
決
定
的
な
論
駁
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
「
面
罵
実
在
」
と
は
、
パ
ソ
と
ブ
ド
ウ
酒
が

イ
エ
ス
の
身
体
に
変
ず
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
化
体
（
鍵
飴
器
魯
ω
9
箕
一
望
甑
§
）
」
で
あ
る
）
。
「
奇
跡
論
」
の
第
一
部
は
、
彼
自
身
が
「
発
干
し

た
」
と
い
う
こ
の
決
定
的
な
論
証
を
正
面
か
ら
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
部
は
そ
の
議
論
の
補
強
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
〔
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ソ
ソ
の
〕
こ
の
よ
う
な
決
定
的
論
駁
ほ
ど
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
論
駁
は
少
な
く

　
　
と
も
、
も
っ
と
も
傲
慢
な
宗
教
的
頑
迷
さ
や
迷
信
を
も
黙
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
れ
ら
の
執
拗
な
勧
誘
か
ら
解
放
し
て

　
　
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
は
鱈
越
な
が
ら
主
張
す
る
が
、
自
分
も
こ
う
し
た
決
定
的
論
駁
と
同
じ
よ
う
な
性
質
の
論
証
を
発
見
し

　
　
た
と
思
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
賢
明
で
知
識
の
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
迷
信
的
な
幻
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
を
永
遠
に
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
世
界
が
存
続
す
る
果
て
ま
で
、
わ
た
し
の
論
証
も
有
益
な
は
ず
で
あ
る
。

　
「
こ
の
世
界
が
存
続
す
る
果
て
ま
で
、
わ
た
し
の
論
証
も
有
益
な
は
ず
で
あ
る
」
ー
ー
ヒ
ュ
ー
ム
は
奇
跡
の
報
告
の
信
頼
性
を
批
判
し
た

自
分
の
議
論
に
つ
い
て
、
こ
う
誇
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
も
っ
と
も
傲
慢
な
」
頑
迷
さ
を
黙
ら
せ
る
と
い
う
議
論
が
、
初
め
か
ら
こ
れ
ほ

ど
の
自
信
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
皮
肉
な
読
者
の
意
地
悪
い
笑
い
を
さ
そ
う
恐
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
奇
跡
の
可
能
性
に
つ

い
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
強
力
な
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を
加
え
る
議
論
を
提
出
す
る
こ
と
は
、
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
こ
の
こ
と
を
検
討
し
て



み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
奇
跡
論
」
を
読
む
者
が
最
初
に
ぶ
つ
か
る
問
題
は
、
彼
の
奇
跡
批
判
が
、
奇
跡
の
存
在
の
不
可
能
性
を
論
じ
た
存
在
論
的

な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
奇
跡
の
報
告
の
信
心
性
に
か
ん
す
る
認
識
論
的
な
懐
疑
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
主

張
を
ど
ち
ら
も
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
主
張
の
根
拠
は
表
面
上
独
立
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
主
張
が
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
く
の
か
を
詳
し
く
は
説
明
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
こ
の
点
か
ら
整
理
し
て
、
彼

の
奇
跡
批
判
の
焦
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
次
の
よ
う
な
議
論
は
、
彼
が
奇
跡
を
端
的
に
不
可
能
な
事
象
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　
　
奇
跡
は
自
然
法
則
の
侵
犯
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
法
則
を
確
立
し
た
の
は
確
固
と
し
て
不
変
な
経
験
な
の
で
あ
る
か
ら
、
奇
跡
の

　
　
存
在
に
反
対
す
る
確
証
は
、
そ
の
事
柄
の
本
性
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
経
験
に
も
と
つ
く
論
証
と
し
て
お
よ
そ
想
像
し
う
る
い
か
な
る

　
　
も
の
に
も
優
る
よ
う
な
、
全
面
的
な
確
証
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
鉛
は
そ
れ
だ
け
で
放
置
さ
れ

　
　
れ
ぽ
空
中
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
火
は
木
を
焼
き
つ
く
す
が
水
に
よ
っ
て
消
し
と
め
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
蓋

　
　
然
性
以
上
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
が
自
然
法
則
に
合
致
し
て
い
て
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
自
然
法
則

　
　
の
侵
犯
、
い
い
か
え
れ
ば
奇
跡
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
、
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
ご
と
も
そ
れ
が
自
然
の
通
常
の

　
　
進
行
に
そ
っ
て
生
じ
る
か
ぎ
り
奇
跡
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
健
康
な
状
態
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
者
が
、
突
然
死
ぬ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

　
　
奇
跡
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
種
類
の
死
は
、
他
の
死
よ
り
も
異
常
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
し
ぼ
し
ぼ
観
察
さ
れ

　
　
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
死
者
が
生
き
返
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
奇
跡
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
は
い

　
　
か
な
る
時
代
、
い
か
な
る
地
方
で
も
観
察
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
奇
跡
的
出
来
事
に
は
、
そ
れ
に
反
対
す

　
　
る
不
変
で
一
様
な
経
験
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
呼
称
で
呼
ぼ

　
　
れ
る
に
値
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
一
様
な
経
験
は
確
証
に
い
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
事
柄
の
本
性
か
ら
し
て
、
い
か

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

五
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（
8
）

　
　
な
る
奇
跡
の
存
在
に
た
い
し
て
も
反
対
す
る
、
直
接
的
で
十
分
な
確
証
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
次
の
よ
う
な
議
論
は
、
彼
が
奇
跡
の
生
起
を
伝
え
る
証
言
に
か
ん
し
て
、
合
理
的
な
信
頼
を
与
え
る
価
値
の
あ
る
も
の
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
つ
う
じ
て
、
十
分
な
数
に
の
ぼ
る
次
の
よ
う
な
人
々
が
証
着
し
た
よ
う
な
奇
跡
は
、
ひ
と
つ
も
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
す
な
わ
ち
、
疑
う
べ
く
も
な
い
良
識
と
教
育
と
知
識
を
そ
な
え
て
お
り
、
決
し
て
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
た
り
し
な
い
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ

　
　
が
確
信
を
も
て
る
人
々
。
同
じ
く
疑
う
べ
く
も
な
い
清
廉
潔
白
な
性
格
の
た
め
に
、
他
人
を
騙
す
意
図
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

　
　
と
い
う
嫌
疑
か
ら
、
完
全
に
逃
れ
て
い
る
人
々
。
ま
た
、
人
類
金
輪
の
冒
か
ら
み
て
非
常
な
信
用
と
評
価
を
え
て
い
る
た
め
に
、
彼
ら

　
　
の
証
言
に
少
し
で
も
誤
り
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
非
常
に
大
き
な
損
失
と
な
る
よ
う
な
人
々
。
そ
し
て
圏
時
に
、
彼

　
　
ら
の
証
雷
す
る
事
実
が
、
き
わ
め
て
公
共
的
な
仕
方
で
、
世
界
の
な
か
で
も
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
場
所
で
生
じ
た
と
さ
れ
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
そ
れ
を
改
め
て
吟
味
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
証
言
に
よ
る
事
実
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
常
識
的
に
は
き
わ
め
て
も
っ
と
も
な
主
張
で
あ
る
が
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
こ
の
ま
ま
で
は
か
な
り
説
得

力
を
欠
い
た
、
不
十
分
な
議
論
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
ず
、
前
者
の
奇
跡
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
い
う
と
、
ヒ
ュ
…
ム
は
奇
跡
に
は
、
「
事
柄
の
本
性
か
ら
し
て
」
そ
れ
に
反
対
す
る
「
確
証

（
質
0
8
」
が
あ
る
と
い
う
。
確
証
と
は
論
理
的
真
理
の
よ
う
に
、
純
粋
に
形
式
的
な
演
繹
的
関
係
に
も
と
つ
く
知
識
で
は
な
く
、
経
験
に
も

と
づ
い
た
信
念
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
お
い
て
き
わ
め
て
不
変
、
一
様
に
観
察
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
お
よ
そ
経
験
的
信
念
と

し
て
は
も
っ
と
も
信
頼
性
の
あ
る
も
の
、
も
っ
と
も
蓋
然
性
の
高
い
信
念
で
あ
る
。
そ
う
し
た
確
証
の
典
型
が
自
然
法
鋼
に
た
い
す
る
信
念

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
奇
跡
が
自
然
法
則
の
侵
犯
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
ま
さ
に
自
然
法
則
が
こ
れ
ま
で
破
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
確
証
で
あ
る
か

ぎ
り
で
、
そ
う
し
た
侵
犯
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
議
論
が
奇
跡
の
定
義
に
訴
え
て
、
「
自
然
法
則
の
侵
犯
（
p
≦
o
戴
け
凶
9
く
嘗
餌
諺
α
Q
門
①
ω
ω
圃
9
ρ
o
鴎
昏
①
冨
≦
ω
熱
雲
瞥
叢
⑦
V
」
は
そ



れ
自
体
が
矛
盾
概
念
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
内
容
空
虚
な
批
判
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
る
。
自
然
世
界
の
う
ち
に
奇
跡
的
出

来
事
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
存
在
命
題
の
真
偽
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
論
理
的
矛
盾
に
還
元
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
的
命
題
か
ら
存
在
命
題
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の

根
本
的
な
前
提
の
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
議
論
が
、
確
証
さ
れ
た
事
柄
に
か
ん
し
て
は
、
そ
れ
に
反
す
る
事
態
が
決
し
て
生
じ
え
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
と
す
れ

ぽ
、
こ
の
主
張
そ
の
も
の
は
確
証
さ
れ
え
な
い
。
確
証
と
な
っ
た
信
念
は
過
去
の
一
様
な
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
将
来
も
同
様
の
出
来
事
が

「
生
じ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
信
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
事
態
が
「
生
じ
え
な
い
」
と
い
う
信
念
で
は
な
い
。
確
証
の
「
本
性
」
に
将

来
の
異
常
な
出
来
事
の
生
起
を
禁
じ
る
性
質
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
確
証
の
本
性
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
り
、
そ

の
誤
り
に
も
と
づ
い
て
、
奇
跡
の
不
可
能
性
を
主
張
す
る
の
は
単
純
な
誤
謬
推
理
で
あ
る
か
、
論
点
先
取
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

　
一
方
、
後
者
の
奇
跡
の
証
言
の
信
懸
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
．
奇
跡
的
出
来
事
の
証
言
を
お
こ
な
う
者
の
条
件
と
し
て
、
報
告
者
が
良
識
や

教
育
を
そ
な
え
、
清
廉
潔
白
で
あ
り
、
多
大
な
信
用
を
え
た
者
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
条
件
は
、
奇
跡
に
か
ん
す
る
証
言
の
み
に
課
せ
ら
れ
る
条
件
で
は
な
く
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
証
雷
が
信
望
性
を
も
つ
た
め
に
当
然

課
せ
ら
れ
る
べ
き
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
条
件
に
か
な
う
多
数
の
証
書
者
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ら
の
条
件
の
判
定

規
準
が
明
白
で
な
い
以
上
、
簡
単
に
決
定
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
つ
う
じ
て
」
こ
う
し
た

条
件
に
か
な
う
証
言
者
に
よ
る
奇
跡
の
報
告
が
「
ひ
と
つ
も
見
出
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
独
断
的
な
主
張
で
あ
る
。
こ

れ
も
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
意
味
で
、
決
し
て
経
験
的
な
確
証
と
は
な
り
え
な
い
信
念
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
奇
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
出
来
事
の
異
常
性
を
根
拠
に
、
そ
れ
が
端
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
逆
に
、
そ
れ
を
証
言
す
る
証
言
者
の
信
頼
可
能
性
だ
け
を
条
件
に
し
て
、
そ
の
妥
当
性
、
合
理
性
の
是
非
を
決
定
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
奇
跡
の
容
認
の
問
題
は
、
こ
の
「
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
（
冒
覚
窪
ω
蕉
Φ
器
ω
ω
）
」
と
、
「
信
用
で
き
る

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

七
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か
ど
う
か
（
。
毫
髪
σ
窪
9
」
の
、
い
わ
ぽ
中
間
に
位
置
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ぽ
、
奇
跡
の
問
題
と
は
「
き
わ
め
て
あ
り
そ

う
も
な
い
こ
と
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
報
告
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
い
い

か
え
れ
ば
、
奇
跡
の
批
判
は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
比
較
考
量
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
よ
う
な
比
較
考
量
を
、
「
対
立
す
る
複
数
の
経
験
ど
う
し
の
あ
い
だ
の
明
証
性
の
優
劣
の
競
争
」
と
呼
ぶ
。

　
　
霜
が
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
の
報
告
を
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
受
け
た
と
き
、
そ
の
報
告
を
受
け
入
れ
る
の
を
拒
否
し
た
と
い
う
イ
ン

　
　
ド
の
王
は
、
ま
さ
に
正
し
い
推
論
を
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
が
こ
れ
ま
で
接
し
た
こ
と
の
な
い
自
然
状
態
か
ら
生
じ
る
事
実
、
す

　
　
な
わ
ち
、
彼
が
恒
常
的
で
不
変
な
経
験
を
も
っ
て
き
た
も
の
と
、
あ
ま
り
に
も
類
似
性
を
も
た
な
い
状
態
か
ら
生
じ
る
事
実
に
同
意
を

　
　
与
え
る
に
は
、
当
然
な
が
ら
き
わ
め
て
強
力
な
証
言
が
必
要
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
報
告
さ
れ
た
事
実
は
、
彼
の
経
験
に
反
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
適
合
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
た
し
か
に
「
奇
跡
論
」
の
い
く
つ
か
の
箇
所
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
単
純
で
独
断
的
な
奇
跡
批
判
を
展
開

し
て
い
る
が
、
そ
の
　
方
で
は
、
そ
れ
が
よ
り
厳
密
に
は
、
自
然
法
則
を
破
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
出
来
事
の
蓋
然
性
と
、
そ
れ
を
証
言

し
て
い
る
報
告
の
信
頼
性
と
の
、
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
の
「
自
然
法
則
の
侵
犯
」
と
い
う

一
般
的
な
定
義
に
か
え
て
、
次
の
よ
う
な
よ
り
厳
密
な
奇
跡
の
条
件
を
提
出
し
て
い
る
。

　
　
い
か
な
る
証
言
も
次
の
条
件
を
み
た
さ
な
け
れ
ば
、
奇
跡
の
生
起
を
確
立
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
証
言
が
偽
で

　
　
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
が
確
立
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
事
実
よ
り
も
さ
ら
に
奇
跡
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う

　
　
証
言
で
あ
る
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
証
言
を
支
持
す
る
複
数
の
議
論
ど
う
し
は
互

　
　
い
に
相
殺
し
あ
う
の
で
、
優
勢
な
ほ
う
が
我
々
に
確
信
を
与
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
度
合
い
は
、
優
勢
な
ほ
う
か
ら
劣
勢
な
も
の
を
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
し
引
い
た
度
合
い
だ
け
で
し
か
な
い
。

　
こ
の
引
用
の
説
明
は
か
な
り
込
み
入
っ
て
い
る
が
、
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
の
大
筋
は
明
確
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
王
が
遠
く
北
方
の
地
域
に



派
遣
し
た
家
臣
か
ら
霜
の
被
害
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
た
と
し
よ
う
。
熱
帯
地
方
に
住
む
王
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
は
、
霜
が
お
り
る
と

い
う
現
象
に
少
し
で
も
信
頼
を
寄
せ
る
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
報
告
し
た
家
臣
の
こ
れ
ま
で
の
言
行
を
考
察
す
る
と
、

そ
の
報
告
が
虚
偽
や
誤
解
に
も
と
つ
く
可
能
性
は
、
さ
ら
に
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
低
い
。
霜
が
奇
跡
的
出
来
事
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の

は
、
そ
の
報
告
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
報
告
内
容
よ
り
も
「
さ
ら
に
奇
跡
的
」
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
霜
の
生
起
に
か
か
わ
る

「
内
的
状
況
」
と
「
外
的
状
況
」
そ
れ
ぞ
れ
の
確
率
の
比
較
が
、
内
的
状
況
の
確
率
が
ほ
と
ん
ど
無
に
等
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
的
状

況
の
ほ
う
に
軍
配
を
上
げ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
奇
跡
の
生
起
は
確
立
さ
れ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
経
験
の
頻
度
の
観
点
か
ら
は
非
常
に
可

能
性
の
低
い
特
殊
な
事
象
が
、
そ
の
事
象
を
報
告
す
る
経
験
の
重
み
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
奇
跡
は
成
立
し
な
い
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
、
奇
跡
の
可
能
性
の
問
題
は
、
そ
れ
ゆ
え
結
局
の
と
こ
ろ
、
経
験
の
「
頻
度
」
と
証
言
の
「
重
み
」
の
対
立
の
問
題

に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
事
象
の
存
在
可
能
性
と
認
識
の
信
頼
可
能
性
が
互
い
に
せ
め
ぎ
あ
う
現
場
、
「
存
在
す
る
と
は
経
験
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
経
験
主
義
の
原
則
の
真
価
が
鋭
く
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
特
別
の
状
況
へ
の
注
視
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
　
奇
跡
批
判
の
論
理

　
奇
跡
の
信
疑
性
が
成
立
す
る
に
は
、
そ
れ
を
報
告
す
る
証
言
の
重
み
が
、
こ
れ
ま
で
の
一
様
な
経
験
の
確
率
に
優
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
証
言
の
重
み
が
非
常
に
大
き
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の
証
言
と
の
比
較
な
ど
、
さ
ら
に
包
括
的
な
検
討
に
耐
え
ら

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
条
件
を
ク
リ
ア
ー
す
る
奇
跡
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
た
い
す
る

ヒ
ュ
ー
ム
の
最
終
的
な
答
え
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
否
」
で
あ
る
。

　
　
〔
奇
跡
の
成
立
条
件
を
述
べ
た
〕
先
の
議
論
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
奇
跡
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
確
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
証
言
が
、

　
　
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
完
全
な
確
証
に
ま
で
い
た
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
証
言
が
偽
で
あ
る
こ
と
こ
そ
本
当
の
驚
異
と
な
る
で
あ
ろ
う
可
能

　
　
性
を
想
定
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
想
定
は
あ
ま
り
に
も
安
易
な
譲
歩
で
あ
り
、
そ
う
し
た
十
重
な
明
証
性
に
も
と
づ
い
た
奇
跡
的

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

九
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出
来
事
な
ど
、
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
…
…

　
　
偽
造
さ
れ
た
奇
跡
、
予
言
、
超
自
然
的
出
来
事
は
、
あ
ら
ゆ
る
誌
代
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
明
証
性
に
よ
っ
て
暴
か
れ
る
か
、

　
　
そ
れ
自
身
の
不
条
理
さ
に
よ
っ
て
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
例
が
非
常
に
多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
は
、
入
問
に

　
　
お
け
る
異
常
で
驚
異
的
な
も
の
に
た
い
す
る
強
い
嗜
好
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
証
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
種
の
す
べ

　
　
て
の
報
告
に
た
い
し
て
は
疑
い
を
抱
く
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
。
…
…

　
　
人
間
の
証
言
に
権
威
を
与
え
る
の
は
経
験
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
自
然
法
則
の
正
し
さ
を
確
信
さ
せ
る
の
も
同
じ
経
験
で

　
　
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
種
類
の
経
験
が
対
立
す
る
場
合
に
で
き
る
こ
と
は
、
一
方
か
ら
他
方
を
引
き
、
い
ず
れ
が
優
勢
で
あ
る
に
し

　
　
て
も
、
そ
の
残
り
の
確
信
の
度
合
い
を
優
勢
な
ほ
う
に
帰
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
説
明
し
た
原
理
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る

　
　
一
般
的
な
宗
教
に
か
ん
し
て
、
こ
の
引
ぎ
算
の
結
果
は
ゼ
ロ
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
格
率
を
立
て
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
入
間
的
な
証
雷
も
奇
跡
の
成
立
を
確
証
す
る
ほ
ど
の
力
を
も
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
宗
教
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
正
当
な
基
礎
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
主
張
を
単
な
る
独
断
的
断
言
で
は
な
く
、
実
質
的
な
も
の
に
す
る
に
は
ど
う
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
明
ら

か
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
経
験
の
頻
度
と
証
言
の
重
み
と
を
互
い
に
比
較
考
量
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
方
法
は
い
か
な
る
形
式
に
し

た
が
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
が
わ
れ
わ
れ
の
蓋
然
的
な
信
念
の
度
合
い
に
か
ん
す
る
、
か
な
り
整
合
的
な
理
論
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
人
間
本
性
論
』

の
「
原
因
に
も
と
つ
く
蓋
然
的
信
念
」
の
節
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
あ
る
信
念
の
「
明
証
性
」
、
つ
ま
り
確
か
ら

し
さ
を
計
量
す
る
方
法
と
し
て
、
経
験
の
頻
度
と
そ
の
証
拠
の
重
み
と
を
立
体
的
に
組
み
合
わ
ぜ
る
と
い
う
考
え
を
提
出
し
て
い
た
。
ま
た
、

そ
こ
で
の
理
論
は
、
基
本
的
に
現
代
の
合
理
的
意
思
決
定
理
論
に
合
致
す
る
よ
う
な
、
合
理
的
な
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

よ
う
な
主
張
に
さ
い
し
て
も
、
彼
の
基
本
的
な
考
え
は
、
合
理
性
の
整
合
的
な
モ
デ
ル
に
照
ら
し
た
議
論
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。



　
し
か
し
な
が
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
本
性
論
』
の
実
際
の
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
た
彼
の
説
明
は
き
わ
め
て
非
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、

上
の
議
論
を
厳
密
に
定
式
化
す
る
た
め
の
方
法
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
『
本
性
論
』
で
の
確
率
論
は

こ
れ
ま
で
の
経
験
の
頻
度
と
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
の
総
量
の
重
み
と
い
う
、
経
験
全
体
の
も
つ
二
つ
の
次
元
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
モ
デ

ル
で
あ
っ
て
、
あ
る
経
験
の
全
体
と
、
そ
れ
に
は
属
さ
な
い
別
系
統
の
経
験
の
重
み
の
比
較
と
い
う
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
特
殊

な
状
況
を
十
分
に
処
理
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
完
全
に
正
確
な
翻
訳
で
は
な
い
に
し
て
も
、
彼
の
『
本
性
論
』
で
の
確
率
論
の
基
本
的
な
思
想
に
大
筋
で
合
致
す
る

と
思
わ
れ
る
、
一
種
の
近
似
的
な
形
式
化
に
し
た
が
っ
て
以
上
の
議
論
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
の
論
証
に
相
当
す
る
も
の

を
構
成
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
近
似
的
な
形
式
化
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
依
拠
す
る
古
典
的
確
率
論
の
算
術
を
前
提
に
し
た
う
え

で
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
ベ
イ
ズ
の
定
理
」
に
も
と
づ
い
て
、
あ
る
信
念
の
確
率
と
は
そ
れ
の
証
拠
を
条
件
と
す
る
信
念
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

件
付
き
確
率
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
右
に
上
げ
た
二
つ
の
引
用
を
総
合
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
・
王
張
を
も
う
一
度
整
理
す
る
と
、
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

　
（
一
）
　
奇
跡
の
報
告
が
と
り
あ
え
ず
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
奇
跡
を
肯
定
的
に
報
告
す
る
証
言
の
重

　
　
　
み
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
的
一
般
化
の
蓋
然
性
よ
り
も
大
き
く
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
（
二
）
　
た
と
え
こ
の
こ
と
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
報
告
内
容
の
蓋
然
性
は
、
報
告
が
偽
で
あ
る
と
す
る
劉
の
証
言
の
蓋
然
性
と
比
較

　
　
　
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
幅
に
減
ぜ
ら
れ
る
可
能
性
が
強
い
。

　
（
三
）
　
さ
ら
に
、
奇
跡
の
よ
う
に
き
わ
め
て
特
異
な
現
象
に
か
ん
す
る
信
念
の
場
合
に
は
、
不
思
議
な
も
の
を
好
む
と
い
う
、
人
間
の

　
　
　
基
本
的
な
性
向
を
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
割
り
引
い
て
推
論
す
る
と
、
右
の
蓋
然
性
は
さ
ら
に
減
少
し
、

　
　
　
実
質
的
に
ゼ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
ら
の
主
張
を
条
件
付
き
確
率
を
つ
か
っ
た
式
に
翻
訳
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
に
な
る
。
こ
の
翻
訳
に
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

一
一
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二

主
張
が
ど
の
程
度
ま
で
成
立
す
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
証
忍
者
”
が
あ
る
奇
跡
的
出
来
事
窺
に
つ
い
て
証
篤
し
た
と
し
よ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
挙
げ
て
い
る
具
体
例
で
は
、
死
亡
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス

女
王
が
三
ヶ
月
後
に
ま
た
塞
ぎ
返
っ
て
、
王
座
に
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
出
来
事
の
証
言
で
あ
る
。
証
言
’
は
、
ω
に
よ
る
こ
の
祝

の
生
起
の
・
王
張
で
あ
る
。

　
、
（
ミ
）
は
、
窺
が
生
じ
う
る
確
率
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
奇
跡
が
実
際
に
生
じ
る
こ
と
を
ど
の
程
度
ま
で
信
じ
ら
れ
る

か
と
い
う
度
合
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
照
ら
し
て
推
測
さ
れ
る
奇
跡
的
事
実
の
確
か
ら
し
さ
と
い
う
、
事
前
確
率
で
あ

る
。　

、
（
豊
妹
）
は
、
’
を
条
件
と
す
る
窺
の
確
率
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
証
言
’
が
な
さ
れ
た
な
ら
ぼ
、
撹
は
真
で
あ
ろ
う
と
い
う
確
率
で
あ
る
。

　
㌔
（
㌧
冨
）
は
、
規
が
実
際
に
生
じ
た
と
き
の
’
の
確
率
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
奇
跡
魏
が
実
際
に
生
じ
て
い
る
と
き
に
、
証
言
蓄
が
真
で
あ

る
確
率
で
あ
る
。

　
、
（
殊
丁
§
）
は
、
祝
が
実
際
に
は
生
じ
な
か
っ
た
と
き
の
、
’
の
確
率
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祝
は
生
じ
な
か
っ
た
の
に
、
ω
が
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
か
ら
駕
の
生
起
を
報
告
す
る
確
率
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
さ
て
、
℃
（
黛
§
）
、
つ
ま
り
奇
跡
が
実
際
に
生
じ
た
と
き
に
、
ω
が
真
実
を
証
言
す
る
で
あ
ろ
う
確
率
は
、
ベ
イ
ズ
の
定
理
に
よ

っ
て
、
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
証
言
を
条
件
に
し
て
計
算
さ
れ
な
お
さ
れ
た
、
奇
跡
の
事
後
確
率
で
あ
る
。

　
　
㌔
（
§
ε
薩

　
一
方
、
解
が
奇
跡
的
出
来
事
で
あ
り
、
同
時
に
ω
が
信
頼
の
お
け
る
証
雷
雨
で
あ
る
と
い
う
条
件
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
式
が
成
立
す
る
。

　
　
、
（
と
ミ
）
赴
一

　
　
美
§
）
詐
O



　
　
℃
（
一
§
）
壮
一

　
　
美
㌧
一
§
）
壮
O

こ
こ
で
≒
は
、
ほ
と
ん
ど
等
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

そ
う
す
る
と
上
の
式
は
、
次
の
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
る
。

・
（
ミ
）
ぜ
（
§
）
伽
寵
ー
ミ
）

こ
の
式
か
ら
、
、
（
§
5
が
P
α
よ
り
も
大
き
い
の
は
、
㌔
（
§
）
が
、
（
妹
丁
§
）
よ
り
も
大
き
い
と
き
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、

証
言
’
が
な
さ
れ
た
と
き
に
奇
跡
辮
が
真
な
る
事
実
で
あ
る
確
率
は
、
奇
跡
の
蓋
然
性
が
、
奇
跡
が
な
い
の
に
報
告
が
な
さ
れ
る
蓋
然
性
よ

り
も
大
き
い
と
き
に
は
、
半
分
以
上
の
値
を
と
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
奇
跡
の
事
前
確
率
が
い
か
に
小
さ
な
も
の
と
見
積
も
ら
れ
て
い
て

も
、
そ
れ
が
生
じ
て
い
な
い
と
き
に
ω
が
偽
な
る
証
言
を
行
う
可
能
性
よ
り
も
少
し
で
も
大
き
な
蓋
然
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
証
言
に
も
と

づ
い
て
信
じ
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
不
合
理
で
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
し
く

ヒ
ュ
ー
ム
の
挙
げ
た
奇
跡
の
条
件
が
、
合
理
的
な
証
言
受
容
の
必
要
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
次
に
、
副
認
と
い
う
証
言
者
が
二
人
い
て
、
韻
の
、
（
ユ
§
）
の
値
κ
、
酩
の
そ
の
値
を
y
と
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
刎

と
認
そ
れ
ぞ
れ
の
、
（
ユ
ー
§
）
の
値
は
一
1
逡
と
H
ー
ヒ
で
あ
る
。
確
率
算
の
積
の
公
式
か
ら
、
狐
と
酩
の
双
方
が
、
同
じ
奇
跡
的
事
実
に
真

な
る
証
言
を
す
る
確
率
は
、
κ
か
け
る
ツ
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
じ
事
実
に
つ
い
て
副
が
酩
と
と
も
に
誤
っ
た
証
言
を
す
る
確
率
は
、
一
一
逡
か

け
る
H
ー
ヒ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
事
実
に
つ
い
て
二
人
の
証
言
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
報
告
の
雄
弁
性
丁
は
、
次
の
式
で

与
え
ら
れ
る
。
（
こ
の
式
を
上
の
条
件
付
き
確
率
の
定
理
、
す
な
わ
ち
ベ
イ
ズ
の
定
理
と
比
較
し
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
式

は
ま
っ
た
く
同
じ
形
式
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
複
数
の
証
言
の
結
合
に
も
と
つ
く
蓋
然
性
に
つ
い
て
も
、
そ
の
値
を
、
一
方
の
証
言
の
確

率
に
も
う
ひ
と
つ
の
証
言
を
条
件
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
事
後
確
率
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
、
複
数
の
証
言
の

信
千
歯
に
ベ
イ
ズ
の
定
理
を
応
用
す
る
次
の
よ
う
な
式
を
、
一
般
に
、
「
コ
ソ
ド
ル
セ
の
規
則
」
、
あ
る
い
は
「
証
雷
の
結
合
に
か
ん
す
る
プ
ー
ル

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

＝
二
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↓
目
蓬
＋
（
一
義
×
一
遷
）

T
の
値
は
κ
と
y
の
い
ず
れ
も
が
O
ひ
以
上
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
独
の
値
κ
、
夕
よ
り
も
大
き
く
な
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
値
も

O
ひ
以
下
で
あ
れ
ぽ
、
結
合
し
た
証
言
の
確
率
は
、
単
独
の
値
よ
り
も
小
さ
く
な
る
。

　
こ
の
式
を
つ
か
う
と
、
た
と
え
副
と
認
の
報
告
の
信
頼
性
が
同
じ
く
ら
い
き
わ
め
て
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
も
、
も
し
も
二
人

が
互
い
に
反
対
の
報
告
を
す
る
こ
と
が
あ
れ
ぽ
、

　　

V
輩
－
ρ
㎝

と
な
り
、
奇
跡
の
事
後
確
率
は
O
ひ
以
上
の
値
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
二
人
の
信
頼
で
き
る
証
言
が
反
対
の
報
告
を
行
っ
て

い
る
場
舎
、
ど
ち
ら
も
そ
の
ま
ま
で
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　
他
方
、
多
く
の
証
言
者
に
よ
る
単
独
の
事
実
に
か
ん
す
る
事
後
確
率
は
、
（
一
）
で
使
っ
た
条
件
付
き
確
率
の
式
を
一
般
化
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
（
こ
こ
で
は
簡
略
の
た
め
に
、
η
人
の
証
言
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
互
い
に
等
し
い
、
O
■
㎝
以
上
の
信
頼
性
κ
を
も
っ
て
い
る
と

仮
定
す
る
。
κ
が
O
■
㎝
以
上
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
（
一
）
の
議
論
か
ら
豪
然
要
請
さ
れ
る
条
件
で
あ
る
）
。

、
（
ミ
【
、
了
÷
翻
）
×
漫

こ
の
式
で
は
、
η
の
値
が
無
限
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
（
（
一
一
逡
）
＼
≧
）
、
・
の
値
が
ゼ
ロ
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
全
体
の
値
は

一
に
き
わ
め
て
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
同
じ
よ
う
な
儒
頼
性
を
も
つ
も
の
ど
う
し
が
、
同
じ
事
実
に
つ
い
て
肯
定
的
に



証
言
す
る
な
ら
、
そ
の
事
実
の
事
前
確
率
が
も
と
も
と
い
か
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
結
果
的
に
そ
の
確
実
性
は
最
大
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
式
か
ら
直
ち
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
奇
跡
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
事
実
に
か
ん
し
て
は
多
数
の

証
言
が
相
殺
し
あ
っ
て
、
確
率
が
ゼ
ロ
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
は
、
ま
っ
た
く
導
き
だ
さ
れ
な
い
と
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

た
し
か
に
、
右
の
副
魏
の
場
合
の
よ
う
に
、
互
い
に
背
反
す
る
証
言
が
実
際
に
生
じ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
な
ら
ぽ
、
多
数
の
証
言
の

信
懸
性
は
、
各
々
の
証
言
の
信
葱
性
の
積
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
証
言
の
数
が
増
え
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
対
立
が
増
え
れ
ば

増
え
る
ほ
ど
、
全
体
の
信
葱
性
は
減
少
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
（
（
一
－
賊
）
＼
逡
）
、
の
値
が
ゼ
ロ
に
近
づ
い
て
、
本
来
ゼ
ロ
に
近
い
値
を
も
つ

、
（
ミ
）
と
相
殺
す
る
た
め
に
、
全
体
の
事
後
確
率
は
右
の
二
人
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
P
㎝
の
近
く
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な

る
（
こ
の
こ
と
は
ん
の
値
が
各
人
に
よ
っ
て
異
な
る
と
仮
定
し
て
も
同
じ
で
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
信
頼
で
き
る
多
数
の
証

人
が
反
対
の
証
雷
を
提
出
す
る
場
合
、
奇
跡
的
事
実
の
儒
頼
性
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
未
決
定
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
、
と

　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
そ
れ
ゆ
え
、
証
言
者
の
数
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奇
跡
の
証
言
全
体
の
信
葱
性
が
自
然
に
減
ず
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
主

張
は
、
以
上
の
よ
う
な
論
理
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
う
し
た
主
張
が
常
識
的
に
は
い
か

に
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
説
得
力
は
、
確
率
的
な
計
算
を
曖
昧
な
ま
ま
に
し
て
、
単
な
る
印
象
に
も
と
づ
い
て
推

測
さ
れ
た
、
一
種
の
錯
覚
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
う
し
た
強
い
主
張
を
す
る
た
め
に
は
、
以
上
の
論
理
と
は
別
に
、
多
数
の
証

言
の
報
告
の
ぼ
ら
つ
き
の
な
か
に
、
奇
跡
の
「
伝
承
」
に
か
ん
す
る
何
ら
か
の
心
理
的
な
一
般
的
特
性
が
特
定
で
き
て
、
そ
の
事
実
の
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
性
格
の
ゆ
え
に
、
、
（
ミ
マ
・
）
を
さ
ら
に
減
少
さ
せ
る
条
件
が
、
も
う
ひ
と
つ
外
側
か
ら
付
け
加
わ
る
と
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
実
際
に
、
そ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
要
因
と
し
て
、
人
々
が
他
人
に
珍
し
い
、
驚
く
べ
き
話
を
し
た
が
る
傾
向
を
強
く
も
つ

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

一
五
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こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
を
聞
い
た
人
々
が
そ
う
し
た
奇
妙
な
話
を
反
省
も
な
く
受
け
入
れ
る
ぽ
か
り
か
、
驚
異
の
情
念
を
感
じ
る
快
楽
そ
の
も

の
の
た
め
に
、
積
極
的
に
そ
う
し
た
話
を
も
と
め
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
は
人
々
の
所
有
し
て
い
る
知
識
が
元
来
貧
弱
で
あ
る
場
合

が
多
い
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
心
理
的
な
一
般
的
事
実
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
的
前
提
を
真
で
あ
る
と
認
め
れ
ば
、
た
し
か

に
こ
れ
ら
を
条
件
と
す
る
奇
跡
の
事
後
確
率
は
大
幅
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
表
現
す
る
式
も
、
こ
れ
ま
で
の
ベ
イ
ズ
の
定
理

に
の
っ
と
っ
て
表
現
で
き
る
が
、
こ
れ
以
上
条
件
付
き
確
率
の
式
を
増
や
す
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
条
件
付
け
に
よ
っ
て
最
終
的
な
奇
跡
の
必
着
性
が
ゼ
ロ
に
近
づ
く
か
ど
う
か
は
、
奇
跡

の
伝
承
に
か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
心
理
的
「
偏
向
」
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
条
件
を
認
め
た
と

し
て
も
、
奇
跡
の
確
か
ら
し
さ
は
ゼ
ロ
に
等
し
く
な
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
・
乙
張
は
、
な
お
十
分
な
根
拠
を
も
っ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
れ
が
証
明
で
き
る
こ
と
は
ー
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
は
な
は
だ
遺
憾
な
こ
と
に
一
、
せ
い
ぜ
い
、
遠
い
過
去
か
ら
の
奇
跡
の
報
告
を

信
じ
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
よ
り
も
、
不
合
理
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。

三
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
混
乱

　
以
上
に
晃
て
き
た
よ
う
に
、
「
奇
跡
論
」
の
議
論
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
の
冒
頭
で
誇
る
と
お
り
の
「
決
定
的
論
駁
」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、

き
わ
め
て
根
拠
の
脆
弱
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
彼
の
議
論
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ

う
し
た
混
乱
を
招
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
彼
は
独
断
的
と
も
見
え
る
議
論
を
、
あ
え
て
衷
明
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
お
く
こ
と
は
、
奇
跡
批
判
と
い
う
主
題
の
難
し
さ
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
単
な
る
確
率
算
の
計
算
ま
ち
が
い
を

確
認
す
る
こ
と
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
奇
跡
論
」
は
そ
の
発
表
当
時
よ
り
非
常
に
有
名
に
な
り
、
数
多
く
の
非
難
、
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

う
し
た
非
難
の
多
く
は
、
伝
統
的
な
信
仰
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
非
難
が
き
わ
め
て
激
し
い
論
調
で
語
ら
れ



た
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
彼
の
議
論
が
強
力
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
、
広
く
人
々
の
心
に
植
え
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
が
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
同
時
代
人
で
も
、
プ
ラ
イ
ス
や
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
用
い
て
い
る
確
率
論

的
議
論
に
の
っ
と
っ
て
、
彼
の
議
論
の
誤
り
を
冷
静
に
指
摘
し
た
者
も
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
ら
の
批
判
に
た
い
し
て
、
一
定
の
同
意
を

　
　
　
（
1
8
）

与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
の
よ
う
な
解
釈
の
も
と
で
の
彼
の
議
論
の
理
解
そ
の
も
の
は
、
彼
の
意
図
と
食
い
違
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
彼
の
議
論
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
し
か
し
、
彼
は
い
か
な
る
理
由
で
、

こ
う
し
た
不
確
か
な
議
論
を
提
出
し
て
ま
で
、
上
の
よ
う
な
主
張
を
述
べ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
公
平
を
期
し
て
い
え
ぽ
、
ヒ
ュ

ー
ム
の
主
張
を
そ
の
基
本
的
議
論
に
お
い
て
承
認
す
る
後
世
の
人
々
も
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
ミ
ル
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
は
マ
ッ
キ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
彼
の
代
表
的
な
代
弁
者
で
あ
る
）
。

　
も
う
一
度
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
ロ
ッ
ク
ら
と
共
有
し
た
奇
跡
に
つ
い
て
の
最
初
の
定
義
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
奇
跡
と
は
「
神
の
個
別
的

な
意
志
か
、
何
ら
か
の
目
に
見
え
な
い
作
用
者
の
介
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
自
然
法
則
の
侵
犯
」
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
よ
う
な
意

味
に
解
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
奇
跡
が
、
歴
史
上
一
度
も
生
じ
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た

め
に
、
彼
は
、
確
証
と
な
っ
た
自
然
法
則
に
照
ら
し
た
奇
跡
的
事
実
の
確
率
と
、
奇
跡
的
事
実
に
つ
い
て
の
証
雷
の
塵
事
性
と
の
比
較
考
量

と
い
う
方
法
で
、
奇
跡
の
信
仰
の
不
合
理
性
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
経
験
的
信
念
の
検
証
の
論
理
と
、
証
言
の
信
頼
性
の

判
定
の
論
理
と
を
、
同
じ
確
率
論
の
論
理
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
自
体
は
、
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
の

『
論
理
学
』
以
来
ロ
ッ
ク
に
も
継
承
さ
れ
た
、
当
時
と
し
て
は
自
然
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、
一
方
に
は
恒
常
的
随
伴
と
し
て
経
験
さ
れ
る
一
様
な
原
因
結
果
の
経
験
の
系
列
が
あ
り
、
他
方
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
理
由
か
ら
互
い
に
背
反
す
る
証
言
の
系
列
が
存
在
す
る
以
上
、
一
様
な
経
験
に
も
と
つ
く
自
然
法
則
と
、
そ
れ
を
破
る

か
に
見
え
る
奇
跡
的
事
実
に
つ
い
て
の
ば
ら
ば
ら
な
報
告
を
手
に
す
れ
ば
、
一
様
な
経
験
の
ほ
う
が
精
神
に
与
え
る
明
証
性
が
高
く
、
し
た

が
っ
て
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
ち
ら
を
信
じ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

一
七
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そ
し
て
奇
跡
的
事
実
に
つ
い
て
の
報
告
に
は
、
な
ぜ
自
然
法
則
の
よ
う
な
　
様
性
、
斉
一
性
が
見
ら
れ
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
奇
跡
的
事
実
の
よ
う
に
き
わ
め
て
稀
な
経
験
に
の
ぞ
め
ぽ
、
観
察
者
の
判
断
に
誤
謬
の
可
能
性
が
高
ま
り
、
報
告
ど
う

し
の
あ
い
だ
に
相
違
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
う
し
た
稀
な
経
験
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
奇
妙
な
事
実
を
故
意
に
捏
造
し
、
虚

偽
の
報
告
に
よ
っ
て
他
人
を
驚
か
せ
た
い
と
い
う
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
奇
妙
な
報
告
を
率
先
し
て
信
じ
た
い
と
い

う
情
念
が
働
く
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
判
断
の
誤
謬
、
虚
偽
へ
の
欲
望
、
虚
偽
を
受
け
入
れ
た
い
と
い
う
自
己
優
等

へ
の
欲
望
な
ど
、
い
く
つ
か
の
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
が
、
奇
跡
の
報
告
の
非
一
様
性
を
生
み
出
す
原
因
と
し
て
関
与
す
る
で
あ
ろ
う

と
考
え
た
。
こ
の
う
ち
、
判
断
の
誤
謬
が
も
た
ら
す
非
一
様
性
へ
の
顧
慮
が
、
上
の
三
つ
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
の
（
二
）
の
議
論
の
背
景
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
前
提
で
あ
り
、
虚
偽
へ
の
欲
望
や
自
己
欺
隔
の
欲
望
へ
の
顧
慮
が
、
（
三
）
の
テ
ー
ゼ
の
想
定
の
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
前

提
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
原
因
の
関
与
が
、
奇
跡
的
事
実
の
信
念
に
た
い
し
て
条
件
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
来
の
証
言
が
も
ち
う
る
か
も
し
れ
な
い
最
低
限
の
合
理
的
息
継
性
を
も
、
漸
次
的
に
突
き
崩
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判
の
論
証
の
骨
子
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
一
様
的
経
験
と
非
一
様
的
経
験
と
の
対
比
に
よ
る
信
念
の
合
理
性
の
判
定
に
は
、
次
の
よ
う
な
根
本
的
前
提

が
一
種
の
メ
タ
原
理
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
メ
タ
原
理
と
は
、
自
然
的
事
実
は

「
岡
じ
原
因
は
同
じ
結
果
を
生
む
」
と
い
う
原
理
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
然
の
諸
現
象
は
法
則
的
で
あ
り
、
斉
　

的
で
あ
る
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
た
し
か
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
『
人
聞
本
性
早
事
に
お
い
て
、
自
然
の
斉
一
性
と
い
う
こ
の
原
理
は
、
い
か
な
る

形
而
上
学
的
、
あ
る
い
は
演
繹
的
論
証
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
経
験
的
確
証
を
経
験
的
推
論
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は

循
環
論
証
で
あ
る
こ
と
を
・
王
亡
し
て
、
経
験
的
推
論
の
「
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
の
不
可
能
性
を
論
証
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で

あ
る
。
し
か
し
彼
は
岡
時
に
、
こ
の
原
理
が
事
実
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
推
論
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
　
方
で
主
張
し

て
い
た
。



　
　
わ
れ
わ
れ
が
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
推
論
を
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
推
論
は
次
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
進
行
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

　
　
の
原
理
と
は
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
を
も
た
な
い
事
例
も
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
経
験
を
も
っ
て
い
る
事
例
に
類
似
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
然
の
経
過
は
つ
ね
に
斉
一
的
に
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

　
こ
の
原
理
は
実
際
に
、
蓋
然
的
信
念
の
確
率
を
、
そ
の
背
後
に
あ
る
斉
一
的
な
原
因
結
果
の
複
合
と
解
釈
し
て
、
そ
の
経
験
の
頻
度
の
割

合
に
よ
っ
て
信
念
の
明
証
性
を
判
断
す
る
と
い
う
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
確
率
論
の
前
提
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
古
典
的
な
確
率
算

を
漂
鳥
結
果
の
推
論
で
あ
る
経
験
的
推
論
に
適
用
し
う
る
と
考
え
た
の
は
、
経
験
の
頻
度
の
割
合
を
斉
一
的
で
一
様
な
因
果
関
係
の
複
舎
と

解
釈
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
確
率
論
の
基
礎
を
構
成
す
る
こ
の
メ
タ
原
理
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
則
を
破
る
超
自
然
的
な
現
象
の
合
理
的

な
信
念
は
、
原
理
的
に
構
成
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
い
か
な
る
経
験
的
信
念
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
合
理
的
な
信
念
と
し
て

受
容
さ
れ
る
の
は
、
一
様
な
自
然
因
果
性
の
複
合
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
に
し
な
い
「
自
然
法
則
の
侵

犯
」
と
し
て
の
事
実
は
受
容
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
自
然
法
則
の
侵
犯
と
い
う
定
義
が
語
義
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
が
本
論
の
冒

頭
で
指
摘
し
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
ア
プ
リ
ナ
リ
な
概
念
に
訴
え
た
奇
跡
の
否
定
で
は
な
い
。

そ
れ
は
む
し
ろ
、
経
験
的
推
論
の
方
法
論
的
前
提
に
も
と
づ
い
て
導
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
推
論
を
制
限
す
る
方
法
論
的

要
請
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
方
法
論
的
要
請
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
に
等
し
い
奇
跡
的
出
来
事
の
批
判
を
、
む
し
ろ
経
験
的
な
推

論
の
実
際
の
遂
行
に
お
い
て
行
お
う
と
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
彼
は
こ
の
原
理
の
正
し
さ
を
、
そ
の
原
理
を
前
提
に
し
た
推
論
の
実
行
に

お
い
て
証
明
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
推
論
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
要
請
と
対
象
レ
ベ
ル
で
の
議
論
の
混
同
で
あ
り
、
自
然
の
一
様
性
と
い

う
信
念
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
、
科
学
的
認
識
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
意
義
に
つ
い
て
の
、
彼
自
身
の
理
解
の
混
乱
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
混
同
、
混
乱
の
結
果
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
具
体
的
に
議
論
し
た
こ
と
は
、
い
か
な
る
信
頼
の
お
け
る
証
言
を
も
っ
て
し
て

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

一
九
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も
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
自
然
法
則
的
事
実
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
彼
が
そ
の

議
論
の
な
か
で
展
開
し
た
、
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
偏
向
に
た
い
す
る
注
視
は
、
奇
跡
的
な
事
実
に
つ
い
て
の
報
告
や
伝
承
に
か
ん
す
る
因
果

的
分
析
と
し
て
は
一
定
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
経
験
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
に
確
証
さ
れ
た
法
則
的
事
実
が
証
言
に
よ
っ
て
覆

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
、
「
奇
跡
論
」
の
本
来
の
中
心
的
議
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
せ
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
格
闘
し
て
い
る
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
の
　
様
性
と
多
数
の
証
雷
の
分
布
の
比
較
と
い
う
対
象
レ
ベ

ル
で
の
問
題
は
、
前
節
で
の
形
式
的
分
析
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
受
容
さ
れ
て
き
た
自
然
認
識
と
、
そ

れ
に
反
す
る
事
実
の
蓄
積
と
の
比
較
対
照
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
は
現
代
の
タ
ー
ン
の
科
学
論
の
用
語
を
用
い
て
い
え
ば
、
「
通

常
科
学
」
の
予
測
に
反
す
る
ア
ノ
マ
リ
ー
の
蓄
積
に
お
い
て
、
通
常
科
学
を
否
定
す
る
「
革
命
的
科
学
」
が
提
言
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
潰
し

い
理
論
を
受
容
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
の
原
形
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
を
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
翻
訳
す
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
、
い
か
な
る
革
命
的
科
学
に
つ
い
て
も
、
そ
の
受
容
は
非
合
理

的
な
も
の
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ベ
イ
ズ
・
転
義
的
条
件
付
き
確
率
に
よ
っ
て
科
学
的
理
論
の
検
証
の
モ
デ

ル
を
構
成
す
る
こ
と
と
、
革
命
的
科
学
の
受
容
を
認
め
る
こ
と
と
は
、
＝
疋
の
形
式
的
条
件
を
加
味
す
る
な
ら
ば
矛
盾
し
な
い
。
む
し
ろ
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

イ
ズ
主
義
的
検
証
理
論
の
柔
軟
な
適
用
は
、
「
科
学
革
命
」
の
可
能
性
を
積
極
的
に
支
持
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
か
な
る
理
由
で
、
こ
う
し
た
混
岡
に
陥
り
、
無
理
な
議
論
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
＼
彼
自
身
の
個
人
的
な
信
条
や
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
組
織
宗
教
に
つ
い
て
の
社
会
心
理
学
的
理
解
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
彼
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
い
か
に
奇
跡
的
な
事
実
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
神
の
介
入
」
に
よ
る
奇
跡
で

あ
る
と
い
う
事
実
は
確
立
で
き
な
い
、
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
の
議
論
の
背
後
に
は
、
い
か

な
る
奇
跡
も
「
宗
教
の
正
当
な
基
礎
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
確
信
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う

し
た
確
信
が
彼
自
身
の
個
人
的
信
条
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
「
奇
跡
論
」
の
奇
跡



批
判
の
実
際
の
議
論
の
な
か
に
は
ま
っ
た
く
登
場
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
奇
跡
論
」
の
議
論
は
あ
く
ま
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

内
部
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
に
よ
っ
て
、
奇
跡
的
事
実
の
信
念
の
不
合
理
性
が
論
証
で
き
る
と
い
う
立
場
に
定
位
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、

自
然
の
一
様
性
に
も
と
つ
く
法
則
的
世
界
理
解
の
金
遣
が
一
通
り
し
か
な
く
、
そ
れ
に
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、
熱
狂
や
偏
見
の

ゆ
え
に
歪
め
ら
れ
た
不
完
全
な
描
像
で
あ
る
と
い
う
、
暗
黙
の
二
者
択
一
の
論
理
に
支
配
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
う
し
た
経
験
的
認
識
内
部
の
観
点
に
と
ど
ま
っ
て
、
超
自
然
的
経
験
の
否
定
を
強
力
な
議
論
と
し
て

展
開
で
き
る
と
考
え
た
こ
と
は
、
裏
返
し
て
い
え
ば
、
彼
の
な
か
に
、
自
然
的
認
識
内
部
で
の
革
命
的
変
換
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
十
分
な

意
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
自
然
的
認
識
と
超
自
然
的
認
識
の
比
較
と
、
自
然
的
認
識
内
部
で
の
根
本
的
理
論
の

対
立
と
い
う
主
題
と
を
区
別
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
が
彼
の
「
奇
跡
論
」
の
失
敗
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
失
敗
を
、
そ
の

宗
教
批
判
の
・
王
室
で
あ
る
『
自
然
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
』
で
は
繰
り
返
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
こ
で
は
よ
り
慎
重
に
、
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

の
体
系
」
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
性
格
と
、
自
然
的
認
識
以
外
の
方
法
を
認
め
な
い
と
い
う
「
自
然
主
義
」
の
意
義
と
を
、
独
立
の
問
題
と

し
て
論
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
注

（
1
）
　
》
⊆
ぴ
q
⊆
の
叶
ぎ
二
ρ
b
鳴
ミ
ミ
ミ
蛍
H
鍔
ρ
9
づ
．
ド
ド
正
確
に
は
引
用
文
の
「
奇
跡
的
」
の
原
語
は
、
ヨ
国
ひ
Q
髭
一
汁
（
大
い
な
る
こ
と
）
で
あ
っ
て
、
ヨ
凶
惹
・

　
o
巳
離
ヨ
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）
　
6
ぎ
ヨ
鋤
ω
〉
ε
ぎ
。
。
ρ
貯
ミ
§
黛
8
ミ
ミ
O
§
ミ
爵
H
戸
ρ
一
〇
蒔

（
3
）
評
ω
。
鈴
謹
蕊
§
る
山
。
い
臥
⊆
3
鈎
。
。
ρ

（
4
）
冒
ぎ
田
§
雪
”
ミ
ミ
臼
田
欝
ミ
隷
帖
ミ
ミ
§
回
診
薦
ミ
§
§
、
§
§
無
ミ
ミ
§
や
○
改
。
a
O
昌
多
牢
Φ
ω
ω
、
N
8
0
㌔
費
島
．
、
U
。
2
ヨ
Φ
9
ω
．
、
に

　
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
先
行
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
、
ロ
ッ
ク
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
以
後
の
ラ
プ
ラ
ス
、
バ
ベ
ッ
ジ
ま
で
の
奇
跡
論
の
テ
キ
ス
ト
が
収
め
ら
れ
て
い
て
便

利
で
あ
る
。
本
論
で
も
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
た
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
先
行
す
る
奇
跡
論
の
概
観
と
し
て
は
、
圃
窯
．
じ
u
霞
ロ
ρ
暴
“

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

一
二



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
三
号

二
二

　
O
越
ミ
b
S
ミ
驚
。
越
ミ
帖
ミ
災
鳴
戸
”
き
6
§
冒
恥
§
詠
O
ミ
謡
噌
ミ
恥
な
b
貸
q
ミ
奪
へ
§
魯
》
ω
ω
o
o
落
髪
血
¢
響
く
■
℃
「
①
ω
ρ
お
Q
。
一
が
詳
し
い
。

（
5
）
　
｝
o
o
り
Φ
唱
プ
＝
o
広
ω
8
P
肉
愚
。
ミ
恥
織
ミ
笥
§
災
題
”
餌
O
篭
職
愈
ミ
ミ
．
奪
寒
嵩
魯
0
9
。
ヨ
ぴ
戦
置
ひ
q
Φ
¢
三
く
．
℃
門
Φ
ω
ρ
お
り
腿
は
、
ロ
ッ
ク
の
『
奇
跡
論
考
㎏
（
》

b
N
逡
。
ミ
謹
ミ
ミ
帖
ミ
ら
§
）
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
比
較
研
究
と
し
て
有
益
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
批
判
の
議
論
も
説
得
力
が
あ
る
。
な
お
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
奇
跡
批

判
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
を
念
顕
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
『
入
間
知
性
探
究
㎞
第
六
節
の
「
蓋
然
性
に
つ
い
て
」
で
、
ロ
ッ
ク
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ

　
と
か
ら
も
、
間
接
的
に
知
ら
れ
る
。

（
6
）
　
⇔
鋤
く
Σ
置
ニ
ヨ
①
，
冨
論
奪
ミ
ミ
建
q
§
ミ
§
営
h
自
警
ミ
§
S
N
§
諺
匙
掴
ミ
隷
塾
9
‘
↓
o
旨
b
d
Φ
震
畠
p
。
ヨ
P
O
×
｛
o
乙
¢
三
く
・
牢
Φ
ω
ω
」
8
㊤
”
ω
①
o
酔
」
ρ

外
寸
P
欝
（
以
下
国
レ
ρ
旨
と
略
記
）
の
注
。
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ソ
ソ
は
反
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
こ
の
批
判
を
提
出
し
た
が
、
彼
自
身
は
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ

　
サ
エ
テ
ィ
の
初
代
幹
事
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
と
と
も
に
、
自
然
宗
教
の
擁
護
者
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
同
様
、
宗
教
的
信
仰
は
合
理
的
信
念
で
あ
る
と
い
う
立
場
に

立
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ソ
ン
の
称
賛
は
、
一
種
の
リ
ッ
プ
サ
…
ヴ
ィ
ス
で
あ
り
、
本
心
か
ら
の
称
賛
と
は
い
い
が
た

　
い
。

ハ

3年
　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13121110987
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

筈
①
勺
3
ぴ
p
。
σ
罠
ξ
○
嘱
竃
凶
『
餌
。
δ
ω
、
・
’
き
ミ
ミ
⑦
ミ
ミ
塁
，
一
少
一
〇
㊤
O
）
、
注
（
1
8
V
で
述
べ
る
よ
う
に
、

敷
き
に
し
た
プ
ラ
イ
ス
の
批
遡
に
一
定
の
同
意
を
示
し
て
お
り
、

る
。
「
奇
三
論
」
に
条
件
付
き
確
率
の
モ
デ
ル
を
適
益
す
る
現
代
の
解
釈
傾
向
は
、

曾
§
回
気
讐
斜
Ω
碧
2
α
o
箒
牢
①
ω
ρ
お
認
’
』
o
a
鋤
降
匡
。
≦
餌
a
ω
o
σ
鼻
．
6
昌
窪
①
堅
く
閂
号
g
Φ
｛
9
，
ζ
［
錘
。
δ
翰
》
b
ご
鋤
巻
ω
貯
諺
一
宗
①
6
お
8
鼠
0
5
0
h
O
㊤
〈
圃
山

司
．
δ
．
b
。
．

局
■
一
〇
．
一
b
σ
．

国
’
一
ρ
一
ρ

麺
弓
．
一
〇
。
一
〇
幽

寧
り
’
一
〇
■
一
ω
■

国
噸
｝
O
．
一
鳥
曽
δ
”
繊
．

『
人
間
本
性
論
幅
に
お
け
る
蓋
然
的
信
念
の
明
証
性
の
論
理
に
か
ん
し
て
は
、
拙
稿
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
確
率
論
」
（
欄
哲
学
論
叢
繍
二
八
号
、
二
〇
〇
一

を
参
照
さ
れ
た
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
論
の
議
論
に
条
件
付
き
確
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
る
が
（
O
h
■
⇔
自
・
「
蔓
O
o
≦
Φ
コ
．
．
U
節
く
こ
譲
ニ
ヨ
①
簿
｝
邑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
…
ム
は
ベ
イ
ズ
の
条
件
付
き
確
率
の
着
想
を
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
人
間
本
性
論
』
の
確
率
論
を
見
て
も
、
決
し
て
無
理
な
想
定
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
に
、
O
潜
く
Σ
ω
8
〈
Φ
’
、
こ
ぎ
ミ
、
誉
§
ミ
簿
§
恥
げ
寄
ミ
ミ
、
ミ
Q



　
＝
¢
ヨ
Φ
．
ω
》
き
ぞ
ω
凶
ω
．
♂
竈
鴨
ミ
“
・
帖
ご
⇔
魯
ミ
昏
ミ
O
養
譜
魯
噌
。
。
二
一
㊤
。
。
N
U
鋤
く
達
○
≦
Φ
P
．
．
頃
¢
ヨ
Φ
く
Φ
お
口
ω
℃
ユ
。
の
。
償
7
自
罠
。
δ
ω
讐
α
℃
ユ
。
「
℃
「
o
σ
鋤
玄
〒

　
三
Φ
ω
…
↓
Φ
ω
け
凶
ヨ
。
コ
く
自
。
註
9
①
b
d
錯
Φ
ω
凶
9
。
欝
O
巴
。
巳
簿
圃
§
．
．
＼
呼
ミ
‘
U
8
巴
匹
9
毎
Φ
ω
”
．
、
》
切
昌
Φ
の
凶
9
。
欝
零
o
o
h
o
h
餌
頃
⊆
ヨ
Φ
き
牢
凶
コ
。
帯
剛
Φ
．
、
－
b
ロ
ミ
凡
罫

冒
黛
ミ
ミ
尋
憶
ミ
鳴
尊
帖
、
8
愚
ミ
駄
の
織
§
偽
魯
島
魑
お
曾
●
な
ど
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
、
パ
ー
ス
が
明
快
に
こ

　
の
解
釈
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
O
び
碧
δ
ω
ω
田
島
①
誘
℃
Φ
貯
8
1
、
．
8
げ
Φ
い
国
≦
ω
鼠
Z
讐
鶏
Φ
9
。
a
閏
ニ
ヨ
Φ
、
ω
》
彊
¢
ヨ
Φ
暮
簿
σ
q
9
δ
言
路
ζ
圃
冨
。
δ
ω
．
、
”
冒
の
ミ
ミ
尉
“

　
ミ
試
職
萎
》
Φ
α
■
w
℃
琶
6
≦
圃
魯
Φ
5
U
o
く
⑦
さ
H
㊤
①
ρ
℃
P
b
。
お
－
ω
曽
．
他
方
、
ベ
イ
ズ
主
義
的
解
釈
に
も
と
づ
い
て
も
っ
と
も
徹
底
的
な
ヒ
ュ
ー
ム
批
判
を
行

　
つ
た
の
が
、
国
費
ヨ
ロ
P
魯
．
ら
鐘
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
コ
ン
ド
ル
セ
の
規
則
は
、
一
七
八
五
年
の
論
文
「
多
数
決
の
蓋
然
性
に
た
い
す
る
解
析
学
の
適
用
の
議
論
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
人
間
的
な
合
理
性
の
哲
学
舳
勤
皇
書
房
、
｝
九
九
七
年
、
第
二
章
「
コ
ン
ド
ル
セ
の
夢
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
プ
ー
ル
の
法
則
に
つ
い
て
は
、

｝
o
巨
ζ
鋤
旨
。
巳
囲
Φ
旨
Φ
。
。
－
》
ぎ
貸
倒
雛
§
ぎ
貯
ミ
職
掌
ζ
鋤
。
ヨ
凶
剛
鋤
P
お
b
。
一
も
P
一
。
。
O
点
。
。
卜
。
●
の
分
析
が
有
益
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
蓋
然
的
信
念
の
確
か
さ
が
漸
減
し
、
最
終
的
に
ゼ
ロ
に
な
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
『
人
間
本
性
論
』
で
も
ニ
ケ
所
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
『
本
性

　
論
』
第
三
部
＝
二
節
「
非
哲
学
的
蓋
然
性
に
つ
い
て
」
で
は
、
過
去
の
歴
史
的
事
実
に
か
ん
す
る
証
言
の
「
伝
承
」
の
連
鎖
が
、
最
終
的
に
す
べ
て
の
明

　
証
性
を
失
わ
せ
る
と
い
う
議
論
が
出
さ
れ
、
こ
こ
で
の
（
三
）
の
議
論
に
対
応
し
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
第
四
部
一
節
「
理
性
に
か
ん
す
る
懐
疑
論

　
に
つ
い
て
」
で
、
知
識
も
蓋
然
的
推
論
も
、
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
誤
謬
の
経
験
へ
の
「
反
省
」
を
何
重
か
に
か
さ
ね
る
と
、
す
べ
て
の
蓋
然
性
が
失

　
わ
れ
て
、
全
面
的
な
懐
疑
論
が
帰
結
す
る
と
い
う
議
論
で
、
こ
こ
で
の
（
二
）
の
議
論
と
同
型
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
う
し
た
蓋
然
性
の
消
失
の
議
論
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
閃
話
儀
芝
一
一
ω
o
P
奪
§
魯
b
魯
ミ
鳴
旦
9
塞
ミ
§
ミ
ミ
魯
¢
三
タ
o
h

　
↓
o
お
冨
8
牢
Φ
。
・
ω
層
お
竃
が
詳
細
に
分
析
し
て
お
り
、
そ
の
理
論
的
源
泉
と
し
て
、
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
エ
ン
ペ
イ
リ
コ
ス
や
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
的
批
判
的

　
辞
典
臨
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
の
『
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
臨
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
と
く
に
、
『
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
臨
の
「
確
実
性
」
の
項
に
現
れ

　
た
議
論
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
紀
要
に
一
六
九
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ー
バ
ー
の
「
人
間
的
証
言
の
小
盗
性
の
計
算
」
と
い
う

論
文
に
も
と
つ
く
も
の
で
、
こ
の
論
文
は
、
の
ち
の
ラ
プ
ラ
ス
の
『
確
率
の
哲
学
的
試
論
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
確
率
算
を
つ
か
っ
た
証
言
の
確
実
性

　
の
分
析
法
の
先
駆
的
業
績
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
れ
ら
の
議
論
が
い
か
な
る
理
論
的
背
景
を
も
つ
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
実

　
際
の
議
論
が
か
な
り
説
得
力
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
現
代
の
多
く
の
解
釈
者
の
共
通
の
認
識
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
7
）
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
奇
跡
論
」
に
た
い
す
る
反
応
に
つ
い
て
は
、
ω
8
巳
Φ
《
↓
≦
Φ
《
ヨ
四
P
Φ
α
．
層
ミ
§
鳴
§
ミ
凡
ミ
良
舞
↓
ゲ
。
Φ
重
工
Φ
ω
℃
「
①
ω
。
・
」
り
㊤
0
が
、

　
ト
マ
ス
・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
か
ら
ト
マ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
ま
で
、
約
＝
二
〇
年
間
に
現
れ
た
一
四
篇
の
論
文
、
書
評
を
収
録
し
、
』
9
。
ヨ
Φ
ω
霊
Φ
ω
Φ
び
Φ
O
‘

ヒ
ュ
ー
ム
の
奇
跡
批
判

二
三
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二
四

　
野
さ
沁
§
§
給
恥
ミ
奪
馬
ミ
偽
．
。
。
ミ
適
職
毒
§
沁
ミ
耐
㍉
§
』
く
2
ω
．
触
げ
。
Φ
ヨ
ヨ
①
ω
℃
『
Φ
質
b
。
0
2
が
、
「
奇
跡
論
」
を
含
む
彼
の
宗
教
論
全
般
に
か
ん
す

　
る
、
一
七
四
九
年
か
ら
の
八
○
年
間
に
現
れ
た
五
一
篇
の
論
文
、
書
評
を
収
録
し
て
い
る
。

（
1
8
）
　
空
9
鋤
a
℃
ユ
o
ρ
き
帖
ミ
b
蹄
匂
鳴
§
職
。
蕊
b
色
9
‘
一
望
。
。
”
U
圃
ω
ω
Φ
冨
鋤
甑
。
コ
H
＜
響
、
6
昌
3
⑦
H
ヨ
℃
o
噌
8
昌
8
0
h
O
欝
剛
。
。
甑
9
。
鉱
畠
国
鵠
ロ
昏
①
Z
鋤
辞
霞
①
o
噛

　
国
陣
ω
8
ユ
8
一
国
く
罷
o
g
①
b
⇒
儀
ζ
瞳
鑓
巳
①
ω
．
．
㍉
8
ユ
葺
巴
冒
問
鷲
ヨ
9
。
詳
息
■
竃
野
0
8
嶺
Φ
O
帥
ヨ
O
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プ
ラ
イ
ス
は
、
友
人
の
ベ
イ
ズ
の
確
率
論
の
遺
稿
を
公
刊
し
、
そ
れ
が
帰
納
的
推
論
の
論
理
的
基
礎
を
与
え
る
こ
と
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
。
こ
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理
論
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ド
ル
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先
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「
規
則
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ゆ
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受
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な
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で
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し
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が
ら
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そ
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表
現
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て
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あ
な
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が
こ
の
論
争
を
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し
く
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も
っ
と
も
ら
し
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独
創
的
な
、
そ
し
て
恐
ら
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光
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も
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に
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し
た
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と
に
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謝
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で
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。
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人
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他
人
の
経
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も
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す
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す
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あ
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し
か
し
、
自
己
欺
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い
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心
的
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序
の
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質
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な
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を
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Hume’s　Criticism　of　Miracles

　　　　Kunitake　ITo

　Professor　of　Philosophy

Graduate　School　of　Letters

　　　　Kyoto　University

　　David　Hume　is　generally　supposed　to　have　launched　a　devastating　attacl〈　on　the

religious　belief　of　miracles．　He　began　the　section　10　“On　Miracles”　of　Enqui｝y

conceming　Hztman　Understanding　with　the　following　words　：　“1　flatter　myself　that

I　have　discovered　an　argument　which　will　be　an　everlasting　check　to　all　kinds　of

superstitious　delusion，　and　consequently，　will　be　useful　as　long　as　the　world

endures”．　This　boasting　declamation　was　bogus．

　　He　defined　a　miracle　as“a　transgression　of　a王aw　of　nature　by　a　particular

volition　of　the　Deity，　or　by　the　interposition　of　some　invisible　agent”．　He　tried　to

prove　that　any　miracle　defined　in　this　sense　is　impossible．　He　insisted　that　the

credibility　of　any　reported　miracle　was　almost　none　because　the　probability　of　very

implausible　event　conditioned　by　the　credibility　of　reported　evidence　would　neces－

sarily　be　reduced　to　zero．　This　is　a　Bayesian　reasoning　based　on　the　conception　of

conditional　probability，　but　his　calculation　of　this　probability　was　mistaken．　Many

confusions　were　involved　in　Hume’s　argument，　but　the　following　three　points　were

most　seriouS．　（1）　His　so－called　Scepticism　concerning　Reason，　that　is，　the　idea

that　any　long－chainecl　reasoning　will　always　diminish　its　degree　of　evidence　is

baseless．　（2）　gis　so－called　Uniformity　of　Nature　Principle　is　a　methodological

presupposition　of　his　own　conception　of　probability　calculus．工t　was　impossible　for

him　to　prove　the　validity　of　this　principle　by　means　of　probability　calculus，　but　he

did　not　take　notice　of　this　fact．　（3）　Bayesian　reasoning　founded　on　the　Uniformity

of　Nature　is　not　incompatible　with　revolutionary　scientific　theory　formation，　but

1



Hume　did　not　understand　this　point　and　tried　in　vain　to　prove　the　iRcompatibility．

Hume’s　criticism　of　miracles　was　a　philosophical　blunder．

　1　think　that　he　later　realized　his　own　failure　and　became　more　cautious　about

probability　argument　when　he　attacked　the　design　argument　for　the　existence　of

god　in　Dialogues　concerning　Afatural　Religion．

Thomas　Aquinas　on　certitbldo

　　　　　　　　　　　　　　　　Shinsuke　KAWAZOE

Associate　Professor　of　History　of　Western　Medieval　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　aims　to　clarify　whether　Thomas　Aquinas　is，　concerning　our　ordinary

knowledge　of　external　world，　a　reliablist　with　externalistic　features　or　a　foun－

dationalist　with　internalistic　features．　At　first，　it　is　confirmed　that　his　theory　of

knowledge　contains　some　foundationalistic　aspects．　Aquinas　believes，　following

the　theory　found　in　Aristotle’s　Analytica　Posten’ora，　our　epistemic　system　of　scientia

consists　of　some　Per　se　nola　knowledges　as　its　ultimate　foundations．　The　definition

of　external　things　is　counted　among　these　Per　se　nota　knowledges．　XKre　find　in

Aquinas　the　foundationalistic　distinction　between　properly　basic　knowledge　and

the　1〈nowledge　founcled　by　the　properly　basic　knowledge．

　　However，　Aquinas’s　another　distinction　between　si7nPlex　aPPrelzensio　and

ノ～tdicit〃・n　ill　the　process　of　our　knowing　extemal　world　see狙s　to　refuse　to　take　the

basic　Per　se　nota　cognition　as　presented　actually　to　our　mind．　ln　our　judgeinent　in

which　properly　consists　the　notion　of　truth，　there　must　be　some　reflective　cognition

of　the　knowing－process　itself，　which　would　indicate　that　this　aspect　has　indeed

internalistic　features．　The　simPlex　apprehensio　isn’t，　on　the　other　hand，　reflective　at

all，　but，　according　to　Aquinas’s　constant　position，　the　si．mPlex　aPP7’ehe7・isio　has

always　the　“veracity”　concerning　the　1〈nowledge　of　external　thing’s　quiddities，

though　it　might　be　false　only　when　our　mind　in　some　sense　composes　those　simple

quiddities．　This　veracious　process　is　expressed　by　“touching”　external　world，　but

xve　couldn’t　be　actually　conscious　of　our　“touching”　even　while　actually　touching

the　world．　So　we　couldn’t　recognize　any　internalistic　feature　in　the　justification　of

s・imPlex　aPPi’ehensio．
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