
水
と
ワ
イ
ン

　
　
　
ス
コ
ラ
神
学
者
の

〈
哲
学
〉
一

川
添
信
介

は
じ
め
に

最
初
に
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
見
て
み
よ
う
。

　
哲
学
と
い
う
水
を
聖
書
と
い
う
ワ
イ
ン
に
混
ぜ
合
わ
せ
、
ワ
イ
ン
か
ら
水
が
生
じ
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
は
最

　
悪
の
奇
跡
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
聖
書
で
は
、
キ
リ
ス
ト
は
水
か
ら
ワ
イ
ン
を
生
ぜ
し
め
た
と
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な

　
　
　
　
　
（
1
V

　
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
う
ち
の
一
方
が
他
方
の
権
域
に
移
行
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
混
合
と
は
み

　
　
な
さ
れ
な
い
。
そ
う
み
な
さ
れ
る
の
は
、
両
方
が
そ
の
本
性
を
変
化
さ
せ
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聖
な
る
教
え
に
お
い
て
哲
学

　
　
的
教
説
を
信
仰
へ
の
服
従
に
も
た
ら
す
よ
う
な
仕
方
で
用
い
る
人
々
は
、
水
を
ワ
イ
ン
に
混
ぜ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
水
を
ワ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
に
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
同
取
初
の
テ
キ
ス
ト
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
『
ヘ
ク
サ
エ
メ
ロ
ン
（
神
の
六
日
の
業
）
に
つ
い
て
の
謎
…
話
』
（
一
二

七
三
年
ご
ろ
）
で
あ
る
。
二
番
目
の
テ
キ
ス
ト
は
ド
ミ
ニ
コ
会
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
三
位
一
体
論
注
解
』
（
一
二

水
と
ワ
イ
ン

八
九
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3
）

五
六
年
－
五
九
年
ご
ろ
〉
で
あ
る
。
こ
の
両
方
で
使
わ
れ
て
い
る
比
喩
は
、
も
と
も
と
は
旧
約
聖
書
の
『
イ
ザ
ヤ
書
』
｝
章
こ
こ
節
の
記
事

に
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
二
章
の
イ
エ
ス
が
カ
ナ
の
婚
礼
の
と
き
に
水
を
ワ
イ
ン
に
変
え
た
と
い
う
奇
跡
の
記

事
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
同
時
代
の
著
名
な
二
人
の
ス
コ
ラ
学
者
が
、
水
を
哲
学
に
、
ワ
イ
ン
を
聖
書
あ
る
い
は
聖
な
る

教
え
と
に
た
と
え
て
い
る
が
、
そ
の
扱
い
は
ほ
と
ん
ど
正
反
対
、
と
ま
で
言
わ
な
く
と
も
相
当
に
異
な
っ
た
考
え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
哲
学
と
い
う
水
を
聖
書
に
混
ぜ
る
な
と
書
い
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
哲
学
と
い
う
水
を
聖
な
る
教
え
（
彼
は

神
学
を
こ
の
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
）
に
混
ぜ
て
哲
学
を
役
立
つ
も
の
に
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
十
三
世
紀
中
葉
に
お
い

て
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
た
知
的
営
み
が
、
同
じ
よ
う
に
神
学
者
で
あ
る
二
人
組
と
っ
て
何
か
違
っ
た
相
貌
の
も
と
に
現
れ
、
異
な
っ
た
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
に
読
み
取
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
十
三
世
紀
半
ぽ
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
あ
る
い
は
神
学
（
実
は
こ
の
両
者
の
間
の
相
違
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
後
に
多
少
触
れ
る
〉
と
哲
学
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
見

な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
そ
も
そ
も
、
西
洋
中
世
の
哲
学
が
そ
の
最
初
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
と
、
深
く
連
関
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
た
ち
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
発
す
る
喜
圃
一
〇
ω
○
℃
三
勲
と
い
う
営
み
を
、
あ
る
場
合
に
は
自
分
た
ち
の
宗
教
を
哲
学

を
ま
と
も
に
引
き
継
い
だ
の
だ
と
理
解
し
（
つ
ま
り
真
の
「
知
を
愛
す
る
こ
と
し
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
成
立
す
る
と
）
、
あ
る
場
合
に
は

哲
学
を
拒
否
す
る
と
い
う
仕
方
で
関
わ
っ
て
き
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
哲
学
と
は
い
つ
も
何
ら
か
の
緊
張
関
係
に
あ
っ
た

と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
西
欧
の
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
の
盛
期
ス
コ
ラ
哲
学
の
時
期
に
お
い
て
も
、
そ
の
緊
張
関
係
は
基
本

的
に
は
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
を
経
て
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲

学
の
全
体
像
が
十
二
世
紀
末
か
ら
西
欧
世
界
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
緊
張
は
よ
り
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
教
父
か
ら

十
二
世
紀
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
広
義
で
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
そ
の
哲
学
的
根
幹
と

し
て
い
た
。
少
し
強
く
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
る
多
少
と
も
理
論
的
な
知
的
作
業
と
哲
学
と
い
う
営
み
と
は
　
体
化
し
て
い
た
側
面



を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
は
根
本
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
像
と
の
齪
酷
を
持
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
前
に
も
ま
し
て
強
い
緊
張
関
係
を
は
ら
む
に
い
た
っ
た
状
況
の
も
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
が

哲
学
な
る
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
神
学
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
当
時
の
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
歴
史
的
事
態
を
、
そ
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
ま
ず
も
っ
て
見
と
ど
け

て
お
く
こ
と
が
、
本
稿
の
一
つ
の
目
論
見
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
ょ
う
と
す
る
裏
側
に
は
、
も
う
一
つ
の
意
図
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
十
一
世
紀
の
日
本
に
生
き
て
い
る
わ

れ
わ
れ
が
、
西
欧
の
ス
コ
ラ
哲
学
と
い
う
も
の
を
研
究
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
と

連
関
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
こ
の
ス
コ
ラ
の
時
代
の
「
哲
学
者
」
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
人
々
、
た
と
え
ぽ
（
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
だ
け

を
挙
げ
る
と
）
上
述
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
さ
ら
に
は
ド
ゥ
ソ
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
オ
ッ
カ
ム
も
、
彼
ら
は
自

己
意
識
の
上
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
」
な
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
を
西
洋
哲
学
史
上
に
一
定
の
位
置
を
占
め
る
「
哲
学
者
」
と
す
る
こ

と
は
、
さ
し
あ
た
り
は
わ
れ
わ
れ
の
側
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
十
三
世
紀
半
ば
の
パ
リ
の
カ
ル
テ
ィ
エ
・
ラ
タ
ン
で
、
か
れ
ら
に

「
哲
学
者
」
と
呼
び
か
け
た
ら
、
彼
ら
は
ギ
ョ
ッ
と
し
誰
の
こ
と
だ
と
下
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
か
れ
ら
を
「
哲
学
者
」
だ
と
見
な

す
解
釈
の
根
元
に
は
、
「
哲
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一
定
の
立
場
が
既
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
残
し
た
著
作
の
な
か
に
「
哲
学
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ぽ
、
逆
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
「
哲
学
」
を
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
哲
学
の
捉
え
方
は
こ
ち
ら
の
勝
手
な
思
い
込
み
で
は
な
く
、
当
時
の

神
学
者
た
ち
の
持
っ
て
い
た
立
場
と
（
少
な
く
と
も
基
本
的
な
視
座
に
お
い
て
〉
一
致
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
～
定
の
見
通

し
を
得
た
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
裏
側
に
あ
る
問
題
意
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
の
論
点
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
や
近
世
哲
学

に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
西
洋
中
世
の
哲
学
の
場
合
に
は
問
題
視
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
ほ
ど
提
示
し
た
聖
書
に
基
づ
く
比
喩
を
用
い
る
な
ら
ぽ
、
十
三
世
紀
半
ぽ
の
神
学
者
自
身
が

水
と
ワ
イ
ン

九
一
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九
二

水
を
ワ
イ
ン
に
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
と
し
た
ら
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
哲
学
と
い
う
水
を
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
は
不
可

能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
ワ
イ
ン
か
ら
哲
学
と
い
う
水
を
蒸
留
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ス
コ
ラ
神

学
者
に
対
す
る
も
っ
と
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
も
、
歴
史
的
分
析
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
え
て

み
た
い
。

「
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
」
1
分
野
主
義
へ
の
非
難

　
そ
こ
で
最
初
に
、
歴
史
的
状
況
の
把
握
の
た
め
に
、
当
時
の
正
真
正
銘
本
物
の
「
哲
学
者
扁
に
登
場
し
て
貰
う
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
た

め
に
、
＝
～
七
七
年
に
パ
リ
大
学
に
出
さ
れ
た
有
名
な
禁
令
の
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
パ
リ
司
教
で
あ
っ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
タ
ン
ピ
エ

（
こ
の
人
物
は
こ
の
任
に
つ
く
前
に
パ
リ
大
掌
神
学
部
の
教
授
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
）
が
、
委
員
会
を
組
織
し
て
調
査
し
、
異
端
的
な
二

一
九
の
命
題
を
パ
リ
大
学
で
教
え
る
こ
と
を
禁
じ
る
禁
令
を
発
し
た
。
こ
の
禁
令
の
対
象
に
な
っ
た
と
瞑
さ
れ
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ

る
「
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
」
と
哲
学
史
上
で
呼
ば
れ
て
い
る
浮
々
で
あ
る
。
代
表
的
な
人
物
は
ダ
キ
ア
の
ボ
エ
テ
ィ
ゥ
ス

（
こ
ご
O
①
轡
7
一
戸
ω
α
Φ
一
∪
鋤
O
三
国
）
や
ブ
ラ
バ
ソ
テ
ィ
ア
の
シ
ゲ
ル
ス
（
ω
碍
四
二
ω
急
①
ご
ご
錘
σ
讐
嵩
画
禽
3
）
、
ラ
ン
ス
の
オ
ブ
リ
（
〉
二
げ
蔓
鳥
Φ
菊
①
貯
あ
）
と
い

っ
た
入
々
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
人
々
は
パ
リ
大
学
の
「
学
芸
学
部
（
貯
∩
巳
＄
ω
母
け
凶
8
§
）
㎏
の
教
師
で
あ
る
。
こ
の
学
部
は
大
学
の
内
部
で
言
え
ば
、
今
日
の

教
養
部
に
あ
た
る
学
部
で
あ
っ
て
、
上
位
の
法
学
・
医
学
・
神
学
の
学
部
へ
進
む
者
は
だ
れ
も
が
こ
の
学
部
を
ま
ず
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
学
部
は
実
質
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
た
「
哲
学
学
部
」
だ
っ
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
こ
の
学
部
の
教
師
た
ち
は
当
暁
の
祉
会
的
身
分
・
職
分
と
し
て
は
ま
さ
に
「
哲
学
者
篇
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
人
々
な
の
で
あ
っ

て
、
彼
ら
自
身
も
そ
の
よ
う
に
自
覚
し
て
い
た
こ
と
は
後
で
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
学
部
出
身
の
タ
ン
ピ
エ
が
学
芸
学
部
に
対

し
て
発
し
た
こ
の
禁
令
は
、
い
わ
ぽ
「
諸
学
部
の
争
い
」
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



　
で
は
、
そ
の
一
＝
九
の
条
項
に
及
ぶ
禁
令
の
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
中
に
は
、
「
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
＞

と
い
う
呼
び
名
の
も
と
に
な
っ
た
知
性
単
一
説
、
世
界
の
永
遠
性
と
い
っ
た
個
別
的
論
点
を
も
ち
ろ
ん
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
～
つ
一
つ

の
個
別
的
論
点
は
、
そ
の
内
実
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
調
和
し
な
い
立
場
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
た
め
に
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
注
軽
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
・
世
界
観
と
調
和
し
な
い
個
々
の
テ
ー
ゼ
に
つ

い
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
が
自
分
た
ち
の
職
分
で
あ
る
哲
学
と
い
う
営
み
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

把
握
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
禁
令
の
付
さ
れ
た
序
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
有
名
な
「
二
重
真

理
（
鳥
〇
二
σ
H
Φ
け
門
⊆
櫛
証
）
説
」
が
個
々
の
具
体
的
論
点
の
裏
側
に
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
彼
ら
は
こ
う
し
た
事
柄
が
哲
学
上
は
真
で
あ
る
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
に
従
っ
て
言
え
ば
真
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
あ
た
か
も
対
立
す
る
二
つ
の
真
理
が
あ
る
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
ま
た
あ
た
か
も
断
罪
さ
れ
た
異
教
徒
た
ち
が
語
っ
た
こ
と
の
内
に
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
書
の
真
理
に
対
立
し
て
真
理
が
あ
る
と
で
も
い
う
よ
う
に
。

　
こ
の
禁
令
序
文
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
哲
学
に
よ
れ
ぽ
」
真
で
あ
る
こ
と
と
対
立
す
る
こ
と
が
ら
が
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
に
よ

れ
ぽ
」
真
と
な
る
と
、
学
芸
学
部
の
教
師
た
ち
が
述
べ
て
い
る
と
タ
ン
ピ
エ
に
よ
っ
て
断
じ
ら
れ
て
い
る
。
世
界
の
永
遠
性
と
い
う
最
も
明

瞭
な
論
点
に
よ
っ
て
例
示
す
れ
ぽ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
よ
れ
ば
世
界
が
時
間
的
な
始
ま
り
を
も
っ
て
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学

に
よ
れ
ば
世
界
は
時
間
的
な
始
ま
り
を
持
た
な
い
永
遠
な
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
二
つ
の
主
張
を
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ

ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
た
ち
は
両
方
と
も
が
真
理
だ
と
言
っ
て
い
る
、
と
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
研
究
で
は
こ
の
よ
う

な
「
二
重
真
理
説
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
実
際
に
主
張
さ
れ
て
い
た
と
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
タ
ン
ピ
エ
が
こ
の
禁
令
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、
歴
史
上
そ
の
よ
う
な
主
張
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
な
神
話
（
歴
史
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
＞

述
）
を
作
り
出
し
た
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
私
も
厳
密
な
意
味
で
の
二
重
真
理
説
を
唱
え
た
哲
学
者
が
こ
の
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
は

確
認
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

水
と
ワ
イ
ン

九
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し
か
し
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
て
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
が
、
学
芸
学
部
の
教
師
た
ち
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
厳
密
な
意
昧
で
の
二
重
真
理
説
な
ど
を
主
張
し
た
学
芸
学
部
教
師
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
う
少
し
広
く
彼
ら
の
立
場
を
み
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
面
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
禁
令
序
文
の
こ
の
概
括
的
な
非
難
を
離
れ
て
、
よ
り
直
接
的
に
「
哲
学
」
あ
る
い
は
「
哲
学
者
」
一
般
を
主
題
と
し
て
非
難
さ

れ
た
条
項
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

　
（
1
）
　
哲
学
に
専
念
す
る
こ
と
以
上
に
車
越
し
た
状
態
は
な
い
。

　
（
2
）
　
世
界
の
中
で
知
恵
あ
る
者
と
は
哲
学
者
だ
け
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
人
間
は
あ
る
結
論
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
確
実
性
を
有
す
る
た
め
に
は
、
自
明
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
命
題
は
把
握
（
9
。
℃
℃
お
冨
塁
凶
。
）
の
確
実
性
と
信
奉
（
①
穿
器
ω
δ
）
の
確
実
性
を
い
っ

　
　
　
し
ょ
に
し
て
　
般
的
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
）

　
（
4
）
　
自
明
な
こ
と
、
あ
る
い
は
自
明
な
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
も
の
以
外
に
は
、
何
も
信
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
（
5
）
何
ら
か
の
問
題
に
つ
い
て
確
実
性
を
得
る
た
め
に
は
、
人
問
は
権
威
で
満
足
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
（
6
）
　
理
性
に
よ
っ
て
討
議
さ
れ
う
る
問
題
で
、
哲
学
者
が
討
議
し
決
定
を
下
す
べ
き
で
な
い
よ
う
な
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
理
性
的
諸
根
拠
は
事
物
か
ら
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
哲
学
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
応
じ
て
全
て
の
事
物
を
考
察
し
な
け

　
　
　
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
7
）
　
哲
学
的
諸
学
を
べ
つ
に
す
れ
ぽ
、
す
べ
て
の
触
知
が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
必
要
だ
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
人

　
　
　
間
の
習
慣
の
た
め
だ
け
で
し
か
な
い
。

　
（
1
7
1
）
　
人
選
が
知
性
と
情
動
と
に
関
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
者
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
が
『
倫
理
学
』
で
語
っ
て

　
　
　
い
る
よ
う
に
、
知
性
的
徳
や
そ
の
他
の
倫
理
聖
徳
を
通
し
て
十
分
に
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
永
遠
の
幸
福
の
た
め
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
十
分
に
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
命
題
は
い
ず
れ
も
短
く
、
本
当
の
と
こ
ろ
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
不
明
な
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
イ
セ
ッ
ト
の
研
究
で
も
、

こ
れ
ら
の
命
題
が
い
っ
た
い
誰
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
問
題
で
あ
る
し
、
結
局
不
明
と
さ
れ
て
い

る
命
題
が
多
い
。
さ
ら
に
は
、
た
と
え
ば
ダ
キ
ア
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
極
め
て
類
似
し
た
命
題
が
見
出
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
命
題
を
ボ

エ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
文
脈
に
置
き
な
お
し
て
み
る
と
、
禁
令
の
対
象
に
な
る
よ
う
な
主
張
で
な
い
（
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
と
対
立

し
な
い
）
と
い
う
読
み
方
は
可
能
な
こ
と
も
多
い
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
命
題
が
一
見
す
る
と
こ
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
と
認
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解

で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
命
題
に
現
れ
て
い
る
哲
学
観
に
対
す
る
批
判
は
、
次
の
二
つ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
く
知
識
を
学
問
的
知
識
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
見
解
へ
の
批
判
で
あ
り
、
二
つ
目
は
人
間
の
幸
福
に
と
っ
て
哲
学
だ

け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
見
解
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
も
が
大
枠
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
解
釈
と
し
て
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
一
の
知
識
論
に
関
わ
る
論
点
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
分
析
論
後
書
』
の
提
示
す
る

エ
ピ
ス
テ
旨
旨
ー
概
念
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
命
題
（
3
）
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
的
知
識
は
究
極
的
に
は
な

ん
ら
か
の
「
自
明
性
」
を
持
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
教
義
で
あ
る
三
位
一
体
や
キ
リ
ス
ト
の

受
肉
と
い
っ
た
こ
と
は
決
し
て
自
明
な
命
題
に
還
元
で
き
な
い
も
の
と
し
て
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
第
二
の
幸
福
に
つ
い
て
の
論
点
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
十
巻
の
議
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
知
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
最
高
の
完
全
性
で
あ
り
幸
福
で
あ
る
の
は
、
知
性
的
な
活
動
そ
れ
自

体
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
し
て
、
右
の
命
題
（
1
）
や
（
2
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

観
想
壬
生
を
自
己
の
生
き
方
と
し
て
い
る
「
哲
学
者
」
こ
そ
が
、
愚
問
の
あ
り
方
と
し
て
は
最
高
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
至
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
立
場
は
さ
ら
に
は
、
命
題
（
7
）
の
よ
う
に
、
哲
学
的
学
問
以
外
の
学
問
、
と
い
う
こ
と
は
神
学
も
人
間
の
幸
福
に
と
つ

水
と
ワ
イ
ン

九
五
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て
は
不
必
要
だ
と
い
う
見
解
と
し
て
読
め
る
も
の
に
ま
で
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
、
以
上
二
つ
の
論
点
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
基
本
的
立
場
と
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
対
立
す
る
と
見
な
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
よ

う
に
晃
え
る
。
だ
が
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
禁
令
の
対
象
と
さ
れ
た
学
芸
学
部
の
哲
学
者
た
ち
は
、
そ
の
著
作
を
詳
細

に
見
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
意
識
的
に
反
対
を
唱
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、

ダ
キ
ア
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
最
高
善
に
つ
い
て
（
b
驚
¢
ミ
ミ
謹
⇔
ミ
～
〇
こ
と
い
う
著
作
の
中
に
は
、
確
か
に
先
の
命
題
（
1
）
と
き
わ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V

て
類
似
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
文
脈
は
「
哲
学
者
た
ち
が
何
ら
か
の
点
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
と
矛
盾

し
た
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
「
こ
の
世
の
知
恵
あ
る
者
」
と
は
「
こ
の
世
的
で
な
い
知
恵
あ
る
者
」
の
存
在

の
可
能
性
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
っ
て
知
恵
あ
る
者
と
な
る
可
能
性
を
暗
に
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
世
界
の
永
遠
性
と
い
う
極
め
て
明
瞭
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
と
が
対
立
す
る
論
点
に

つ
い
て
も
、
同
じ
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
『
世
界
の
永
遠
性
に
つ
い
て
（
b
鳴
禽
、
題
、
ミ
ミ
鷺
ミ
ミ
ミ
）
』
と
い
う
小
論
を
書
い
て
い
る
。
だ
が
、
そ

こ
で
も
彼
は
む
し
ろ
、
両
者
の
間
に
は
矛
盾
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
省
か
な
け
れ
ぽ
な
ら

　
（
1
2
）

な
い
が
、
肝
心
な
点
だ
け
述
べ
る
と
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
専
門
家
は
そ
の
学
問
の
持
つ
原
理
だ
け
に
依
拠
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
し
か
、
ど
ん
な
命
題
の
真
偽
に
も
決
着
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
原
理
を
厳
密
に
守
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
哲
学
者

と
し
て
は
、
哲
学
上
の
原
理
だ
け
に
基
づ
い
て
語
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
は
世
界
の
時
聞
的
な
道
造
と
い
う
主
張
は
偽
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
絶
対
的
な
意
味
で
は
」
つ
ま
り
、
門
自
然
学
と
い
う
哲
学
の
原
理
に
依
拠
す
る
限
り
で
と
い
う
限
定
を
外
し
て
し
み
る
な
ら
ぽ
、

時
間
的
な
食
過
は
真
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
主
張
は
厳
密
な
意
味
で
は
少
し
も
「
矛
盾
で
は
な
い
扁
と

す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
議
論
は
、
論
理
的
に
は
ま
っ
と
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
命
題
が
ま
っ
た
く
岡
じ
観
点
か

ら
同
時
に
真
で
あ
り
か
つ
偽
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
二
重
真
理
説
を
、
そ
れ
こ
そ
論
理
学
の
専
門
家
で
も
あ
る
学
芸
学
部
の
教
師



た
ち
が
主
張
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
タ
ン
ピ
エ
を
意
識
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
無
矛
盾
性
を
理
解
し
な
い
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
＞

会
の
お
偉
方
に
対
す
る
椰
楡
の
言
葉
も
残
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
言
わ
ず
も
が
な
の
三
冠
は
タ
ン
ピ
エ
に
は
届
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
タ
ン
ピ
エ
が
そ
の
論
理
的
な
無
矛

盾
性
を
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
彼
は
哲
学
的
主
張
を
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
と
切
り
離
し
て
考
察
す
る
と
い
う
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス

の
こ
の
立
場
を
許
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
タ
ン
ピ
エ
に
と
っ
て
は
、
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
い
わ
ぽ
同
じ
次
元
で
の
二
つ
の
学
問

の
よ
う
に
並
べ
て
、
両
方
を
等
分
に
眺
め
る
と
い
っ
た
立
場
設
定
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
が
決
し
て
「
二
重
真
理
説
」
で
は
な
か
っ
た
に
し
て

も
、
ま
っ
た
く
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
だ
と
見
え
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
二
七
七
年
の
禁
令
は
こ
の
意
味
で
の
哲
学
の
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
の
独
立
、
あ
る
い
は
信
仰
と
哲
学
と
の
「
分
離
主
義
（
ω
①
葛
鎚
け
一
ω
ヨ
）
」
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
と
雷
っ
て

間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
分
離
主
義
は
さ
し
あ
た
り
制
度
上
、
職
分
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る
。
実
は
、
タ
ン
ピ
エ
は
こ
れ
以
前
の
｝
二
七
〇
年
に
も

学
芸
学
部
に
向
け
た
十
三
項
霞
の
断
罪
を
行
っ
て
お
り
、
学
芸
学
部
の
方
も
こ
れ
を
受
け
て
一
二
七
二
年
に
は
教
師
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
神

学
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
禁
じ
る
命
令
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
歴
史
的
事
態
と
し
て
は
、
神
学
君
側
の
圧

力
に
よ
っ
て
学
芸
学
部
が
神
学
か
ら
の
分
離
主
義
を
取
っ
た
の
に
対
し
て
、
今
度
は
そ
の
分
離
主
義
を
「
二
重
真
理
説
」
と
し
て
再
度
批
判

す
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
は
こ
の
先
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
神
学
者
た
ち
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
頭
目
に
戴
く

哲
学
な
る
も
の
を
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
神
学
者
た
ち
も
キ

リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
と
っ
て
の
哲
学
と
は
何
な
の
か
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
反
心

的
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
リ
大
学
の
場
合
で
言
え
ば
、
す
で
に
一
二
五
五
年
に
は
大
学
内
の
教
育
シ

ス
テ
ム
と
し
て
、
神
学
を
学
ぶ
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
ほ
ぼ
全
体
を
あ
ら
か
じ
め
学
ん
で
お
く
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
さ
れ
て
も

水
と
ワ
イ
ン

九
七
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八

い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
哲
学
が
何
が
し
か
の
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ

れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
が
み
な
、
哲
学
に
対
し
て
同
じ
意
義
づ
け
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
実
際
、
現

在
の
研
究
で
は
、
タ
ソ
ピ
エ
は
一
二
七
七
年
の
「
学
芸
学
部
」
向
け
の
断
罪
の
後
に
、
神
学
者
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
・
ロ
マ
ー
ヌ
ス
（
｝
①
ぴ
q
§
諺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

殉
。
二
七
泰
）
に
関
わ
る
、
そ
し
て
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
を
も
公
的
に
断
罪
す
る
予
定
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

本
稿
冒
頭
の
一
二
七
三
年
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
実
は
、
「
教
師
た
ち
の
大
全
（
鐙
ヨ
ヨ
器
ヨ
黛
。
か
Q
圃
ω
需
。
十
二
H
ご
）
」
が
聖
書
か

ら
離
れ
て
い
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
文
脈
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
念
頭
に
は
当
然
か
つ
て
の
間
僚
で
あ

っ
た
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
大
全
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
い
う
こ
の

時
代
を
代
表
す
る
二
人
の
神
学
者
が
哲
学
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
概
要
を
以
下
で
確
認
し
て
み
た
い
。

二
　
大
人
に
な
り
た
く
な
い
子
供
…
ー
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
場
合

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
「
水
と
ワ
イ
ン
し
の
テ
キ
ス
ト
に
も
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
タ
ソ
ピ
エ
の
禁
令
の
立

場
を
支
持
す
る
側
の
哲
学
観
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
ポ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
パ
リ
大
学
の
神
学
教
授
と
し

て
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
総
長
と
し
て
行
っ
た
講
話
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
立
場
は
総
長
に
な
っ
て
か

ら
、
い
わ
ば
よ
り
保
守
的
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
後
期
の
著
作
に
は
哲
学
あ
る
い
は
哲
学
者
に
対
す
る
否
定
的
な
論
調

と
い
う
も
の
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
は
許
し
が
た
い
も
の
と
見
え
た
に
違
い
な
い

学
芸
学
部
の
教
師
た
ち
の
活
躍
を
、
す
ぐ
側
で
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
ま
だ
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
の
姿
が
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
＝
一
五
〇
年
代
初
頭
に
著
さ
れ
た

『
命
題
集
注
解
輪
に
お
い
て
も
、
す
で
に
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
基
本
的
に
哲
学
あ
る
い
は
哲
学
者
へ
の
否
定
的
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
る



の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
後
期
に
な
っ
て
表
現
の
点
で
は
よ
り
激
烈
に
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
立
場
は
一
貫
し
て
い
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
神
学
教
授
と
し
て
学
問
的
態
度
を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
『
命
題
集
注
解
』
に
お
い
て
、
彼
が
哲
学
を
神
学
と
の
関

係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
を
、
少
し
長
い
が
次
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
見
て
み
た
い
。

　
　
何
か
が
よ
り
合
理
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
完
全
な
徳
と
調
和
す
る
と
反
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
雷

　
　
う
べ
き
で
あ
る
。
何
か
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
二
通
り
の
し
か
た
で
雷
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
き
真
理
の
光
に

　
　
よ
っ
て
高
め
ら
れ
照
ら
さ
れ
て
い
る
理
性
に
調
和
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
感
覚
的
認
識
の
方
を
向
い
て
い
る
（
。
9
甲

　
　
く
Φ
鍵
盤
）
理
性
に
調
和
的
で
あ
る
か
で
あ
る
。
も
し
第
一
の
意
味
で
合
理
的
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
異
論
は
な

　
　
い
。
だ
が
、
第
二
の
意
味
で
合
理
的
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
誤
謬
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
感
覚
的

　
　
な
も
の
の
方
を
向
い
て
い
る
理
性
は
、
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
真
で
あ
る
と
判
断
し
た
り
、
悪
し
き
こ
と
を
善
な
る
こ
と
と
判
断
し
た
り
、

　
　
ま
た
そ
の
逆
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
し
ぼ
し
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
理
性
に
と
っ
て
は
、
誠
に
合
理
的
で
あ

　
　
る
よ
う
な
多
く
の
事
柄
が
不
合
理
で
あ
る
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
不
合
理
で

　
　
あ
る
と
見
え
る
多
く
の
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
誠
に
合
理
的
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
完
全
な
節
制
を
す
る
こ
と
や
完
全

　
　
な
乞
食
生
活
を
送
る
こ
と
、
ま
た
同
様
の
こ
と
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
人
の
判
断
は
子
供
の
判
断
を
凌
駕
し
て
い
る
の
で
あ
る

　
　
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
判
断
は
一
人
の
哲
学
者
の
判
断
を
凌
駕
し
て
い
る
し
、
上
を
向
い
て
い
る
理
性
の
判
断

　
　
は
下
位
の
も
の
ど
も
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
餌
臼
三
巴
。
円
高
8
屋
ω
ω
器
）
理
性
の
判
断
を
凌
駕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

　
　
動
物
的
人
間
に
と
っ
て
不
合
理
で
あ
る
と
見
え
る
何
ら
か
の
こ
と
を
信
じ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
で
信
仰
が
徳
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
そ
れ
ら
の
事
柄
は
霊
的
人
間
に
は
合
理
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
「
信
仰
は
徳
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
論
点
の
中
心
は
「
合
理
的
（
惹
口
。
轟
房
）
」

で
あ
る
こ
と
と
信
仰
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
人
間
の
理
性
が
信
仰
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
何

水
と
ワ
イ
ン

九
九
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が
合
理
的
で
あ
る
か
は
異
な
る
と
す
る
。
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
「
完
全
な
節
制
や
完
全
な
乞
食
生
活
㎏
と
い
っ
た
倫
理
的
・
宗
教

的
生
き
方
に
か
か
わ
る
い
か
に
も
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
箇
所
な
ど
を
見
る
と
、
よ
り
理
論
的
・
観
想
的
な
こ
と

が
ら
、
た
と
え
ぽ
三
位
…
体
や
受
肉
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
見
な
し
得
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
信
仰
を
持
つ
理
性
か
持
た
な
い
理
性
か
偏
と
い
う
こ
と
が
、
理
性
が
「
何
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
」

と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
感
覚
的
な
方
を
向
い
て
い
る
」
「
下
位
の
も
の
ど
も
へ
と
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て

い
る
」
「
上
を
向
い
て
い
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
は
上
で
は
な
く
下
へ
と
押
さ

え
つ
け
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
理
性
の
行
う
こ
と
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
岡
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
哲
学
と
が

「
大
入
と
子
供
」
と
い
う
比
喩
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
理
性
の
完
成
度
の
相
違
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
も
う
少
し
具
体
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
哲
学
に
対
し
て
よ
り
完
全
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
点
で
確
認
で
き
る
と
ボ
ナ

ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
る
が
、
自
然
的
理
性
を
通
じ
て
は
決
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
真
と
し
て
受
容
し
て
い
る
ミ
ス
テ
リ
ウ
ム
の
存

在
で
あ
る
。
三
位
一
体
や
受
肉
と
い
っ
た
こ
と
は
、
哲
学
は
そ
れ
が
真
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
真
理
と
し
て
把
握

で
き
る
こ
と
が
ら
の
領
域
的
な
広
さ
と
い
う
こ
の
点
で
キ
リ
ス
ト
教
は
よ
り
成
熟
し
た
大
人
な
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
点
は
、
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
が
と
も
に
扱
っ
て
い
る
重
な
っ
た
領
域
に
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
に
よ
る
知

が
哲
学
よ
り
も
よ
り
広
い
範
囲
を
覆
う
認
識
で
あ
る
と
し
て
も
、
哲
学
的
に
認
識
可
能
な
領
域
に
限
定
す
れ
ぽ
、
哲
学
は
哲
学
と
し
て
信
仰

な
し
に
成
立
す
る
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
否
定
し
て
い
る
と
器
っ
て
よ
い

の
で
あ
る
。

　
　
推
論
の
導
き
に
よ
る
学
知
は
、
神
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
確
実
性
と
明
証
性
を
得
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
確

　
　
実
性
と
明
証
性
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
に
あ
る
限
り
は
、
完
全
に
明
ら
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
神
が
存



　
　
在
す
る
こ
と
や
神
が
一
で
あ
る
こ
と
を
ひ
と
は
必
然
的
論
拠
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
の
神
の
存
在
と
一
性

　
　
そ
の
も
の
を
そ
れ
と
明
察
し
、
そ
の
一
性
が
ペ
ル
ソ
ナ
の
多
数
性
を
排
除
し
な
い
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
を
明
察
す
る
こ
と
は
、
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
＞

　
　
の
正
義
に
よ
っ
て
ひ
と
が
清
め
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
神
が
存
在
す
る
こ
と
」
「
神
が
一
で
あ
る
こ
と
」
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
神
学
と
し
て
の
哲
学
的
神
学
が
必
然
的
根

拠
に
よ
っ
て
そ
れ
を
論
証
で
き
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
信
仰
な
し
で
も
神
に
つ
い
て
何
ら
か
の
知
を
持
ち
う
る
こ

と
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
知
は
、
必
然
的
根
拠
に
よ
っ
て
示
さ
れ
う
る
に
し
て
も
、

「
神
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
（
島
く
ヨ
卿
）
」
に
つ
い
て
の
確
実
性
と
明
証
性
は
完
全
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ペ
ル

ソ
ナ
の
三
位
一
体
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ウ
ム
を
含
む
「
神
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
」
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
自
然
神
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
は

ご
く
ご
く
一
部
で
し
か
な
い
と
い
う
領
域
的
限
定
に
よ
っ
て
、
神
が
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
同
時
に
神
が
三
で
も
あ
る
こ

と
を
排
除
し
な
い
仕
方
で
　
で
あ
る
こ
と
を
も
明
察
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
神
の
一
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
確
実
で
明
証
的
に
知
っ

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ぽ
、
神
が
三
位
一
体
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
伴
わ
な
い
仕
方
で
神
が
一
で

あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
は
、
本
当
は
神
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
今
は
神
と
い
う
対
象
に
つ
い
て
の
知
で
あ
っ
た
が
、
世
界
は
神
の
創
造
物
な
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
言
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
に
つ
い
て
哲
学
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
が
、
世
界
が
神
に
よ
っ

て
創
造
さ
れ
た
こ
と
と
連
関
さ
せ
な
い
仕
方
で
世
界
を
知
る
哲
学
は
、
世
界
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
見

な
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
哲
学
に
対
し
て
も
つ
完
全
性
は
結
局
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
可
能
に
な
る
対
象
領
域
が
よ
り
広
い
こ
と

に
輩
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
信
仰
の
与
え
て
く
れ
る
内
容
を
前
提
と
し
な
い
哲
学
は
、
神
だ
け
で
な
く
世
界
に
つ
い
て
も
不
完

全
な
知
識
し
か
与
え
得
な
い
「
未
成
熟
な
子
供
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
供
は
子
供
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
難

水
と
ワ
イ
ソ

一
〇
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二

さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
そ
れ
を
も
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

先
に
見
た
よ
う
に
、
哲
学
と
は
信
仰
の
教
え
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
欠
い
て
感
覚
的
な
も
の
へ
視
線
を
向
け
て
い
る
も
の
だ
と

認
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
子
供
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
大
人
に
な
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
子
供
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
哲
学

は
非
難
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
こ
と
〔
復
活
）
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
お
い
て
欠
如
が

　
　
あ
る
と
し
て
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
を
す
る
者
は
信
仰
の
光
線
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
何
ら
か
の
誤
謬
に
落
ち
込
む
の
が
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
哲
学
が
哲
学
で
あ
る
こ
と
に
自
足
あ
る
い
は
自
閉
し
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
哲
学
は
必
然
的
に
誤
謬
に
陥
る
と
ま
で

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ま
さ
に
門
哲
学
は
神
学
の
侍
女
（
℃
7
篇
O
ω
O
唱
＝
圃
9
3
　
餌
護
O
＝
凶
一
一
鋤
　
け
げ
⑦
○
同
○
厭
四
一
P
①
）
」
と
い
う
悪
名
高
い
哲
学
観
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
侍
女
は
女
性
と
し
て
自
律
し
て
い
な
い
子
供
の
、
し
か
も
自
閉
的
な
侍
女
で
あ
り
、
い
つ
で
も
奥
方
で
あ
る
信
仰
の
真

理
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
哲
学
の
捉
え
方
は
、
タ
ン
ピ
エ
の
禁
令
と
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
「
哲
学
が
こ
の
世
の
最
高
の
知
恵
で
あ
る
脇
と
い
う
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
の
立
場
と
認
定
さ
れ
た
立
場
を
、
ボ
ナ
ヴ

ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
決
し
て
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
ダ
キ
ア
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
文
脈
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば
、
讐
こ
の
世
の
知
恵
扁
で
は

な
く
「
あ
の
世
で
の
知
恵
偏
を
承
認
し
て
い
る
か
ら
、
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
だ
が
、
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
は
未
来
へ
の
希
望
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
に
し
て
も
、
信
仰
そ
れ
自
体
は
こ
の
世
で
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ボ
ナ

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
よ
れ
ぽ
、
常
に
誤
謬
に
陥
る
も
の
と
さ
れ
た
哲
学
を
最
高
の
知
恵
と
す
る
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た
く
逆
転
し
た
発
想
で
あ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
哲
学
こ
そ
が
こ
の
世
の
最
高
の
知
恵
で
あ
る
と
認
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
あ
り
方
こ
そ
、
ま
さ
に
哲
学
が



哲
学
で
あ
る
限
り
必
然
的
に
陥
っ
て
し
ま
う
誤
り
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
を
哲
学
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン

ト
ゥ
ラ
は
見
な
す
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
｝
二
七
七
年
の
禁
令
の
も
つ
哲
学
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
批
判
、
つ
ま
り
信
仰
を
出
発
点
と
は
す
る
が
、
そ
れ
と
は
区
別
さ

れ
た
営
み
と
し
て
の
神
学
の
学
問
性
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
γ
ト
ゥ
ラ
も
こ
の
神
学
の
学
問
性
を

肯
定
す
る
理
論
を
提
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
点
は
次
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
考
え
を
見
る
と
き
に
、
そ
れ
と
対
比
的
に
見
る
こ
と

に
し
よ
う
。

三
　
自
律
し
た
侍
女
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
場
合

　
神
学
の
学
問
性
に
つ
い
て
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
か
。
彼
に
お
い
て
も
神
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味

で
の
学
知
で
あ
る
の
か
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
当
時
の
多
く
の
神
学
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
て
い
る
。

だ
が
他
方
で
、
神
学
が
神
の
啓
示
に
対
す
る
信
仰
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先

に
あ
げ
た
タ
ソ
ピ
エ
の
禁
令
で
言
え
ば
、
命
題
（
3
）
や
命
題
（
4
）
が
主
張
す
る
よ
う
な
自
明
な
原
理
か
ら
神
学
が
出
発
す
る
の
で
は
な

い
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
神
学
が
学
問
的
知
識
で
あ
る
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
か
に

し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。

　
そ
の
根
拠
づ
け
た
め
の
理
論
も
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
が
、
諸
学
問
の
間
の
「
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
V

属
関
係
（
ω
二
び
効
H
叶
Φ
「
置
鋤
叶
一
〇
〉
」
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

　
　
聖
な
る
教
え
は
学
知
で
あ
る
。
し
か
し
、
迎
撃
に
は
二
つ
の
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
認
る

　
　
種
の
心
知
は
知
性
の
自
然
本
性
的
な
光
の
も
と
に
知
ら
れ
る
原
理
か
ら
出
発
す
る
。
た
と
え
ぽ
、
算
術
や
幾
何
学
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

　
　
ま
た
走
る
種
の
学
知
は
上
位
の
学
知
の
光
の
も
と
に
知
ら
れ
る
原
理
か
ら
出
発
す
る
。
た
と
え
ぽ
、
光
学
は
幾
何
学
に
よ
っ
て
知
ら
れ

水
と
ワ
イ
ン

一
〇
三
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た
原
理
か
ら
出
発
し
、
音
楽
は
算
術
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
原
理
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
聖
な
る
教
え
は
こ
の
第
二
の
意
味
で
の
学

　
　
知
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
上
位
の
心
知
の
光
の
も
と
に
知
ら
れ
る
原
理
か
ら
出
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
上
位
の
旧
知

　
　
と
は
神
と
至
福
者
た
ち
の
学
知
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
楽
が
算
術
学
者
か
ら
自
分
に
伝
え
ら
れ
た
原
理
を
信
じ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
聖
な
る
教
え
は
神
か
ら
自
分
に
啓
示
さ
れ
た
原
理
を
信
じ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
神
と
至
福
者
た
ち
が
持
つ
ω
o
圃
2
甑
鉦
が
上
位
に
あ
り
、
聖
な
る
教
え
（
つ
ま
り
人
間
が
こ
の
世
で
持
つ
神
宝
）
が
下
位
の
も

の
と
し
て
、
学
知
で
あ
り
う
る
の
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
音
楽
と
算
術
、
幾
何
学
と
光
学
の
間
の
関
係
と
岡
じ
関
係
と
見
な
さ
れ
、

神
学
が
学
知
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
自
明
で
な
い
も
の
を
信
じ
る
と
い
う
行
為
を
含
む
こ
と
と
学
問

的
で
あ
る
こ
と
と
は
、
少
し
も
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
従
属
関
係
の
理
論
を
、
前
述
の
よ
う
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
も
神
学
の
学
問
性
を
保
証
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の

用
い
方
に
微
妙
だ
が
、
決
定
的
と
思
え
る
相
違
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
場
合
に
は
、
下
位
の
神
学
に
と
っ
て
の
上

位
の
も
の
は
「
塑
書
」
そ
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
〔
探
求
と
い
う
議
論
の
〕
や
り
方
は
聖
書
に
適
合
し
な
い
と
反
論
さ
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
こ
の
書
物
爲
命
題
集
巴
は
、
聖
書
を
主
要
部
分
と
す
る
と
い
う
仕
方
で
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
従
属
関
係
と
い
う
仕
方
で
聖
書
に
還

　
　
元
さ
れ
る
。
信
仰
の
擁
護
に
か
か
わ
る
学
者
た
ち
の
書
物
も
同
様
で
あ
る
。
…
…
ま
た
、
従
属
す
る
側
の
学
知
は
、
そ
れ
に
欠
陥
が
あ

　
　
る
場
合
に
は
、
〔
上
位
の
〕
従
属
さ
せ
て
い
る
側
の
学
知
の
よ
り
大
き
な
確
実
性
へ
と
立
ち
戻
る
の
と
同
様
に
、
理
性
に
よ
る
確
実
性

　
　
が
こ
の
教
師
〔
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
〕
に
欠
陥
が
あ
る
場
合
に
は
、
理
性
に
よ
る
す
べ
て
の
確
実
性
を
超
え
て
い
る
聖
書
の
権
威
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
⑪
）

　
　
確
実
性
へ
と
立
ち
返
る
の
で
あ
る
。

　
神
学
を
学
知
と
す
る
論
拠
は
構
造
上
は
従
属
関
係
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
上
位
に
縮
瞳
す
る
の
は
権
威
と
し
て
の
聖
書
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
聖
書
は
確
か
に
神
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
世
に
あ
る
限
り
に
お
け
る
人
間
に
向
け
て
語
ら
れ
た
神
の
漁
舟
で



あ
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
学
費
と
し
て
の
神
学
が
こ
の
世
で
成
立
す
る
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
に
、

聖
書
と
神
学
（
こ
こ
で
は
「
こ
の
書
物
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
と
は
、
主
要
部
分
と
全
体
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
聖
書
が
信
じ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
限
り
で
の
信
じ
ら
れ
る
も
の
に
か
か
わ
る
の
に
対
し
て
、
神
学
が
「
証
明
可
能
性
（
可
知
性
）
の
特
質
を
も
つ
」
限
り
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
＞

る
信
じ
ら
れ
る
も
の
に
か
か
わ
る
別
の
種
類
の
知
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
神
学
が
聖
書
の
単
な
る
釈
義
と
い
っ
た
も
の
に

と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
引
用
の
後
半
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理
性
的
探
求
が
及
ば
な
い
領
域
に
お
い

て
そ
こ
に
帰
る
べ
き
対
象
は
、
す
で
に
啓
示
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
聖
書
そ
の
も
の
だ
い
う
こ
と
は
動
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
上
位
の
知
と
は
「
神
と
至
福
者
の
持
つ
ω
o
δ
暮
冨
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
の
持
つ
思
弁
的
（
ω
冨
〇
三
餌
響
く
Φ
〉
な
性
格
が
確
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
場
合
に
は

聖
な
る
教
え
が
そ
こ
か
ら
原
理
を
得
て
く
る
の
は
、
直
接
的
に
は
聖
書
や
教
会
の
教
え
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
整
理
し
た
信
仰
箇
条
（
理
け
同
。
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

｛
達
Φ
凶
）
で
あ
る
に
し
て
も
、
聖
な
る
教
え
が
そ
こ
に
由
来
す
る
究
極
の
知
は
神
が
自
己
に
つ
い
て
持
つ
知
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

よ
う
な
神
の
自
己
知
を
こ
の
世
に
あ
る
人
間
が
享
受
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
神
の
自
己
知
と
の
関
係
の
も
と
で
、
実
際
に

啓
示
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
内
容
（
聖
書
）
を
相
対
化
す
る
視
点
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
信
仰
は
啓
示
さ
れ
た

内
容
へ
の
信
仰
で
あ
る
が
、
信
仰
そ
れ
自
体
で
は
な
く
「
信
仰
の
理
解
（
凶
門
旨
⑦
一
一
①
O
δ
鑓
ω
　
胤
一
鳥
Φ
一
）
偏
で
あ
る
神
学
・
聖
な
る
教
え
は
、
実
際
に

啓
示
さ
れ
た
内
容
を
含
み
な
が
ら
そ
れ
を
超
え
る
内
容
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
の
点
で
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
神
学
が
聖

書
の
解
釈
に
と
ど
ま
る
面
を
強
く
残
し
て
い
る
の
と
は
対
比
的
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
「
聖
な
る
教
え
」
は
思
弁
的
神
学
の
性
格
を
強
く
持
つ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
さ
ら
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
「
聖
な
る
教
え
㎏
に
と
っ
て
の
上
位
の
ω
o
同
①
豊
幌
が
、
神
が
自
分
に
つ
い
て
持
つ
ω
9
Φ
馨
冨
だ

け
で
な
く
、
至
福
者
と
い
う
人
間
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
可
能
な
ω
o
す
ρ
口
四
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
神
と
被
造
物

と
し
て
の
人
間
の
絶
対
的
断
絶
と
同
時
に
、
神
の
本
質
に
つ
い
て
の
知
を
持
ち
う
る
（
こ
の
世
に
お
い
て
で
は
な
い
に
し
て
も
）
と
い
う
連

水
と
ワ
イ
ン

一
〇
五
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続
性
の
側
面
が
こ
の
秘
本
福
者
た
ち
の
知
㎏
と
い
う
付
加
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
幾
何
学
と
光
学
と
の
関
係
と
の
平
行
的

関
係
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
で
人
聞
が
持
つ
聖
な
る
教
え
は
下
位
の
知
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
の
上

位
の
知
も
ま
た
人
間
が
持
つ
こ
と
の
可
能
な
知
で
あ
っ
て
、
光
学
者
が
そ
の
つ
も
り
に
な
れ
ぽ
幾
何
学
者
と
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と

と
完
全
に
パ
ラ
レ
ル
だ
と
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
聖
な
る
教
え
は
こ
の
世
で
は
確
か
に
啓
示
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
信
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
ら
そ
れ
自
体
（
レ
ス
）
に
は
、
人
間
と
い
う
認
識
主
体
と
の
関
係
を
離
れ
た
理
解
可
能
性
が
常
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
「
啓
示
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
（
一
，
㊦
〈
Φ
冨
＄
）
」
で
は
な
く
「
啓
示
さ
れ
る
こ
と
の
可
能
な
こ
と
（
冨
く
①
獲
げ
ま
鋤
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
｝

が
聖
な
る
教
え
・
神
学
の
対
象
の
形
相
的
特
質
（
憎
餌
け
剛
O
　
h
O
「
嵩
一
餌
H
一
ω
）
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
場
合
に
は
、

神
学
の
対
象
が
単
に
「
信
じ
ら
れ
得
る
こ
と
」
で
は
な
く
、
「
理
解
さ
れ
得
る
こ
と
と
し
て
の
信
じ
ら
れ
得
る
こ
と
し
で
あ
る
と
規
定
さ
れ

る
こ
と
で
、
信
仰
と
区
別
さ
れ
た
神
学
の
何
ら
か
の
学
問
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
理
解
可
能

性
は
聖
書
そ
の
も
の
の
内
容
の
理
解
可
能
性
に
と
ど
ま
り
、
啓
示
さ
れ
た
こ
と
そ
れ
自
体
を
越
え
て
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
神
学
の
学
問
性
に
関
す
る
、
あ
る
い
は
信
仰
と
神
学
と
の
関
係
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の

根
違
が
、
次
に
は
哲
学
と
神
学
と
の
関
係
の
捉
え
方
の
桐
違
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
も
、
神
学
が

哲
学
よ
り
も
獲
得
で
き
る
認
識
の
領
域
が
広
い
こ
と
は
当
然
承
認
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
は
三
位
一
体
な
ど
の
ミ
ス
テ
リ
ウ
ム
に
つ

い
て
、
哲
学
的
な
認
識
に
よ
っ
て
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ク
ィ
ナ
ス

に
お
い
て
は
神
学
と
哲
学
の
桐
違
と
は
、
「
類
を
異
に
す
る
相
違
」
で
あ
っ
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
よ
う
に
完
全
性
と
不
完
全
性
、
大

人
と
子
供
の
よ
う
な
相
違
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
認
識
さ
れ
得
る
も
の
の
ラ
チ
オ
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
学
知
の
間
の
相
異
が
導
入
さ
れ
る
。
…
…
だ
か
ら
、
岡
じ
事
象
（
レ

　
　
ス
）
に
関
し
て
、
哲
学
的
諸
学
が
そ
の
事
物
が
自
然
理
性
の
光
に
よ
っ
て
認
識
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
論
じ
、
劉
の
学
知
が
そ



　
　
の
事
物
が
神
の
啓
示
の
光
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
に
、
何
の
問
題
も
な
い
。
だ
か
ら
、
聖
な
る
教
え
に
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
す
る
神
学
は
、
哲
学
の
一
部
と
さ
れ
る
神
学
と
類
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
類
を
異
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
実
質
は
、
事
物
を
見
る
ラ
チ
オ
・
観
点
の
相
違
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
神
学
は
事
物
を

「
啓
示
の
光
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
」
論
じ
、
哲
学
は
「
自
然
本
性
的
理
性
の
光
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
あ

る
限
り
に
お
い
て
U
論
じ
る
。
だ
か
ら
、
同
じ
こ
と
が
ら
を
別
の
観
点
か
ら
探
究
す
る
も
の
と
し
て
、
神
学
と
哲
学
と
は
相
互
に
独
立
に
存

立
し
得
る
も
の
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
見
な
す
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
『
神
学
大
全
』
で
は
見
え
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
「
聖
な
る
教
え
」
つ
ま
り
神
学
と
し

て
書
か
れ
て
お
り
、
全
体
が
「
啓
示
の
光
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
限
り
」
と
い
う
観
点
・
ラ
チ
オ
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
レ
ス
と
し
て
ど
こ
ま
で
が
自
然
神
学
な
の
か
、
つ
ま
り
ど
こ
ま
で
が
神
に
つ
い
て
の
哲
学
的
認
識
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
こ
か
ら

自
然
的
理
性
を
越
え
た
神
学
固
有
の
認
識
な
の
か
が
戯
然
と
は
分
け
ら
れ
な
い
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
も
う
一
つ
の
体
系
的
著
作
で

あ
る
『
対
異
教
徒
大
全
』
を
見
る
と
、
そ
の
最
初
の
三
巻
ま
で
で
純
粋
に
自
然
本
性
的
理
性
に
よ
っ
て
到
達
可
能
な
こ
と
が
ら
が
ま
と
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

論
じ
ら
れ
、
第
四
巻
に
至
っ
て
自
然
本
性
的
理
性
を
越
え
た
神
学
固
有
の
対
象
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
『
対
異
教
徒
大
全
』
に
お
け
る
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
と
両
立
可
能
な
も
の
と
し
て
哲
学
を
捉
え
て
い
た
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
。
哲
学
的
神
学
と
し
て
の
自
然
神
学
は
、
啓
示
か
ら
独
立
さ
せ
て
記
述
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
も
う
少
し
明
瞭
な
も
の
と
し
て
お
き
た
い
。

水
と
ワ
イ
ン

｝
〇
七
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自 霞
然 然

理 理
性 性
を を

越
え

越
え

な る

い 事
事 象
象

知啓
ら示
れに
得よ
る　つ

B A と　て

い
う
ラ

チ

オ

知自
ら然
れの
孤光
る　に

D C と　よ

い　　つ

う　て

ラ

チ

オ

　
事
象
（
レ
ス
）
の
持
つ
特
質
と
し
て
、
「
自
然
理
性
を
越
え
る
事
象
」
と
「
自
然
理
性
を
越
え
な
い
事
象
」
が
区
分
さ
れ
、
事
象
を
扱
う

観
点
（
ラ
チ
オ
）
と
し
て
「
啓
示
に
基
づ
い
て
認
識
さ
れ
得
る
と
い
う
ラ
チ
オ
」
（
神
学
の
ラ
チ
オ
）
と
「
自
然
理
性
に
基
づ
い
て
認
識
さ
れ

る
ラ
チ
オ
篇
（
哲
学
の
ラ
チ
オ
）
が
区
分
さ
れ
る
。
そ
の
区
分
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
四
つ
の
領
域
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
学
は

領
域
A
だ
け
で
な
く
、
事
象
の
領
域
と
し
て
は
啓
示
に
よ
ら
ず
に
認
識
可
能
な
こ
と
が
ら
（
自
然
神
学
の
対
象
）
を
も
「
啓
示
さ
れ
得
る
」

と
い
う
ラ
チ
オ
の
も
と
で
考
察
し
（
B
の
領
域
）
、
そ
れ
を
神
学
の
一
部
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
神
学
が
含
む
こ
の
よ
う
な
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

識
内
容
は
、
厳
密
に
は
信
仰
箇
条
を
前
提
し
な
い
た
め
に
「
信
仰
の
前
駆
（
鷲
，
器
鉱
山
σ
三
丁
目
鳥
9
」
と
呼
ば
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
領
域
の

事
象
は
神
学
の
ラ
チ
オ
か
ら
で
は
な
く
、
哲
学
の
ラ
チ
オ
か
ら
も
論
じ
得
る
事
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
『
対
異
教
徒
大
全
』
の
第
一
巻
か
ら

第
三
巻
ま
で
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
独
立
し
て
論
じ
ら
れ
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
『
神
学
大
全
』
で
は
明
瞭
に
現
れ
ず
に
、
そ
の

全
体
が
神
学
の
ラ
チ
オ
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
今
述
べ
た
四
つ
の
領
域
の
う
ち
、
問
題
に
な
る
の
は
事
象
と
し
て
は
自
然
理
性
を
越
え
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
三
位
一
体
や

受
診
）
領
域
を
哲
学
の
ラ
チ
オ
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
部
分
（
つ
ま
り
、
領
域
C
）
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
哲

学
の
で
る
幕
は
少
し
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ぽ
、
事
象
と
し
て
の
こ
の
領
域
に
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ラ
と
岡
じ
よ
う
に
、
純
粋
に
啓
示
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
ら
だ
け
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て

は
、
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。



　
と
い
う
の
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
神
学
に
お
い
て
哲
学
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
啓
示
に
よ
っ
て
知
ら

れ
得
る
と
い
う
ラ
チ
オ
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
神
学
に
お
い
て
、
別
の
ラ
チ
オ
を
も
つ
哲
学
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
一
見
す
る
と
奇
妙
な
事
態
で
は
あ
る
。
あ
る
学
知
が
類
を
異
に
す
る
別
の
無
知
を
利
用
す
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
述
べ
る
神
学
に
よ
る
哲
学
の
使
用
の
様
態
の
う
ち
に
は
、
上
述
の
「
信
仰
の
前
駆
」
を
論
証
す
る
と
い
う
こ
と
が

ま
ず
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
D
の
領
域
で
哲
学
的
に
な
さ
れ
た
認
識
内
容
を
、
B
の
領
域
に
置
き
な
お
し
て
別
の
ラ
チ
オ
と
し
て
再
構

成
す
る
こ
と
が
、
哲
学
の
使
用
の
～
つ
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
差
し
当
た
り
問
題
が
な
い
。

　
だ
が
、
も
う
一
つ
特
徴
的
な
使
用
の
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
何
ら
か
の
類
似
性
を
通
じ
て
、
信
仰
に
属
す
る
こ
と

が
ら
を
知
ら
し
め
る
」
と
い
う
使
用
法
で
あ
る
。
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
三
位
一
体
論
』
に
お
い
て
な
し

た
よ
う
に
、
人
間
精
神
の
内
的
構
造
か
ら
神
の
三
位
一
体
を
「
明
示
化
し
て
い
る
（
一
ご
餌
コ
圃
h
①
ω
け
Q
巴
Φ
）
」
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
明
示

化
と
い
う
こ
と
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
が
次
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
あ
る
事
象
に
理
由
（
ラ
チ
オ
）
を
導
入
す
る
に
は
二
つ
の
あ
り
方
が
あ
る
。
｝
つ
に
は
、
何
ら
か
の
根
拠
（
鑓
臼
×
）
を
十
分
な
仕
方

　
　
で
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
自
然
学
に
お
い
て
天
の
運
動
が
等
速
運
動
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
十
分
な
理
由
が

　
　
導
入
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
の
導
入
の
仕
方
で
は
、
そ
の
理
由
は
根
拠
を
十
分
に
証
明
す
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の

　
　
根
拠
が
既
に
措
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
結
果
が
そ
の
根
拠
と
適
合
的
で
あ
る
こ
と
（
o
o
轟
讐
①
話
）
を
示
す
の
で

　
　
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
天
文
学
に
お
い
て
離
心
円
と
周
転
瞬
と
い
う
理
由
が
措
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
措
定
が
な
さ
れ
た
場
合

　
　
に
、
天
の
運
動
に
関
す
る
感
覚
的
な
現
象
が
救
わ
れ
得
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
理
由
が
十
分
な
仕
方
で
証
明
を

　
　
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
は
、
他
の
措
定
が
な
さ
れ
て
も
現
象
は
救
わ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
神
が
一
で
あ
る
」

　
　
と
い
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
導
入
さ
れ
る
理
由
は
第
「
の
仕
方
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
三
位
「
体
を
明
示
す
る
た
め
に
導
入
さ

　
　
れ
る
理
由
は
、
第
二
の
仕
方
と
し
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
位
一
体
が
措
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
々
の
理
由
は
適

水
と
ワ
イ
ン

一
〇
九
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合
的
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
ペ
ル
ソ
ナ
の
三
位
一
体
が
十
分
な
仕
方
で
証
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

　
　
（
2
7
）

　
　
あ
る
。

　
こ
れ
は
「
三
位
一
体
は
自
然
的
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
の
か
」
と
い
う
閲
題
を
論
じ
た
箇
所
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
議
論
の

方
法
を
範
例
と
し
な
が
ら
、
三
位
一
体
が
自
然
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
立
場
へ
の
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
適
合
的
な
理
由
」
と
い
う
も
の
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
三
位
一
体
は
言
う
ま
で
も
な
く
自
然
理
性

を
ま
っ
た
く
越
え
て
い
る
事
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
自
然
理
性
が
完
全
に
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
三
位
　
体

が
真
だ
と
仮
定
し
た
場
合
に
」
そ
れ
と
適
合
的
な
理
由
を
も
ち
だ
し
て
、
三
位
一
体
を
明
示
す
る
こ
と
の
意
義
を
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
十
分
置
承

認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
象
と
し
て
自
然
理
性
を
越
え
な
い
領
域
で
得
ら
れ
た
認
識
を
、
自
然
理
性
を
越
え
た
こ
と
が
ら
に
仮
言
的
に
連

関
づ
け
る
こ
と
が
、
「
信
仰
の
理
解
」
の
　
環
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
神
学
に
お
け
る
哲
学
の
使
用
の
意
味
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
い
う
第
二
種
の
ラ
チ
オ
と
い
う
も
の
は
、
啓
示
を
仮
言
的
に
承
認
し
て
い
る
点
で
は
明
ら
か

に
A
の
領
域
に
属
し
て
い
る
ラ
チ
オ
で
あ
る
が
、
そ
の
仮
定
さ
れ
た
前
件
と
そ
れ
か
ら
の
帰
結
と
か
ら
な
る
仮
言
命
題
の
全
体
は
、
そ
の
内

部
に
哲
学
的
な
ラ
チ
オ
の
特
質
も
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
哲
学
は
C
の
領
域
に
お
い
て
、
事
象
の
証
明
が
で
き
な
い
と
い
う
意
昧
で
そ

の
領
域
で
の
真
理
に
達
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
事
象
に
全
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
議
論
の
対
象
と
す
る

（け

酪
宸
n
汁
鋤
憎
①
）
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
聖
な
る
教
え
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
本
物
の
」
哲
学
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
ま
で
の
思
想
の
歴
史

の
中
で
自
称
哲
学
者
た
ち
が
信
仰
の
教
え
る
真
理
に
反
し
た
誤
謬
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
誤
謬
を
内
蔵
す
る
よ
う
な
哲
学
は
本
物
の
哲
学
で
は
な
く
、
理
性
の
欠
陥
に
よ
る
哲
学
の
濫
用
・
誤
用
（
餌
σ
霧
二
ω
）

　
　
　
（
2
8
）

な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
捉
え
方
と
対
照
的
で
あ
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
哲
学
は
神
学
に
よ
っ
て
方
向

性
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
必
ず
誤
謬
に
陥
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
哲
学
は
哲
学
と
し
て
真
正
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が



可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
最
終
的
な
根
拠
は
、
哲
学
を
な
す
人
間
の
理
性
も
神
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

啓
示
も
自
然
理
性
も
神
の
与
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
・
王
張
は
神
学
と
哲
学
の
区
別
を
超
え
た
よ
り
包
括
的
な
立
場
か
ら
の
み
可
能
と

（
3
0
）

な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
包
括
的
立
場
を
前
提
と
し
、
そ
し
て
ま
た
聖
な
る
教
え
固
有
の
ミ
ス
テ
リ
ウ
ム
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
領
域

の
知
が
神
の
知
と
い
う
上
位
の
知
と
の
連
関
で
本
質
的
に
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
哲
学
が
一
定
の
役
割
を
果
た

し
得
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
タ
ソ
ピ
エ
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
対
し
て
も
制
約
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
う
な
ず
け
る
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
タ
ソ
ピ
エ
に
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
神
学
か
ら
の
哲
学
の
独
立
を
承
認
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
に
違
い
な
い
。
　
方
で
信
仰
を
欠
い
た

ま
ま
の
哲
学
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
目
下
ス
主
義
者
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
可
能
性
を
持
つ
以
上
、
神
学
者
ま
で
が
哲
学
を
啓
示
か
ら
切

り
離
し
て
捉
え
、
哲
学
を
神
学
に
お
い
て
有
益
な
も
の
で
あ
り
得
る
と
主
張
す
る
こ
と
な
ど
、
看
過
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

今
日
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
付
さ
れ
て
い
る
権
威
か
ら
す
る
と
奇
妙
で
あ
る
が
、
当
時
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
主
張
の
方
が
少
数
派
で
あ
っ
て
、
い
わ
ぽ

特
異
で
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
神
学
と
い
う
く
哲
学
V

　
さ
て
、
以
上
の
歴
史
的
分
析
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
こ
の
時
代
の
神
学
と
哲
学
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
要
点
を
取
り
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
十
三
世
紀
半
ば
に
お
い
て
神
学
と
哲
学
と
は
異
な
っ
た
知
の
形
態
で
あ
り
、
同
時
に
、
両
者
が
何
ら
か
の
学

　
　
　
問
性
を
備
え
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
当
時
の
哲
学
者
だ
け
で
な
く
、
神
学
者
の
側
も
承
認
し
て
い
た
。

　
（
2
）
　
そ
の
上
で
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
は
、
神
学
を
い
わ
ば
自
分
の
領
分
の
全
く
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
分
離
し
、
哲
学

　
　
　
内
部
に
自
足
・
自
閉
し
よ
う
と
し
た
。

水
と
ワ
イ
ン

一
一
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（
3
）
　
神
学
者
た
ち
は
誰
も
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
客
部
ス
主
義
者
た
ち
の
哲
学
の
自
足
性
・
自
閉
性
の
主
張
に
何
ら
か
の
意
味
で
反
対

　
　
　
し
た
。

　
（
4
）
　
そ
の
う
ち
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
、
哲
学
を
神
学
の
監
督
下
に
お
く
べ
き
だ
と
み
な
し
、
い
わ
ば
哲
学
を
神
学
へ
と
解
消
し
よ

　
　
　
う
と
し
た
。

　
（
5
V
　
そ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
哲
学
の
自
足
性
・
自
閉
性
は
否
定
し
な
が
ら
も
そ
の
自
律
性
は
承
認
し
、
神
学
に

　
　
　
お
い
て
哲
学
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
見
な
し
た
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
最
初
の
闘
題
で
あ
る
ワ
イ
ン
と
水
と
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
に
立
て
た
問

題
は
、
第
一
義
的
に
は
神
学
者
で
あ
っ
た
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
を
わ
れ
わ
れ
が
現
代
に
お
い
て
哲
学
者
だ
と
見
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し
た

ら
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
ワ
イ
ン
か
ら
水
を
蒸
留
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
（
神
学
者
で
は
な
い
の
だ
が
）
の
哲
学
の
捉
え
方
を
、
わ
れ
わ
れ
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
哲
学
は
神
学
で
は
な
い
（
こ
れ
は
神
学
者
も
認
め
る
）
こ
と
を
理
由
に
、
哲
学
者
と
し
て
は
、
信
仰
内
容
を
前
提
と

す
る
こ
と
な
く
人
間
の
精
神
が
自
明
で
確
実
に
認
識
で
き
る
こ
と
だ
け
で
満
足
し
よ
う
と
し
た
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
完
全
に
合
理
的
に
認

識
可
能
な
知
識
と
い
う
も
の
だ
け
が
哲
学
な
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ぽ
ワ
イ
ン
を
求
め
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
と
い
う
把
握

を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
と
て
そ
の
哲
学
の
外
に
、
し
か
も
そ
の
す
ぐ
傍
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
神
学

が
存
在
す
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
人
聞
に
と
っ
て
（
当
蒋
の
意
味
で
の
「
哲
掌
者
偏
に
と
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
）
最
重
要
だ

と
さ
れ
て
い
た
知
を
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
神
学
と
が
与
え
る
と
約
束
し
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ラ

テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
は
「
職
業
」
と
し
て
哲
学
を
捉
え
る
「
哲
学
者
し
で
あ
っ
て
、
人
間
と
世
界
の
全
体
を
考
え
る
こ
と
を
放
棄

し
て
い
る
哲
学
者
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
と
人
間
と
に
つ
い
て
よ
り
包
括
的
で
有
益

な
ピ
ク
チ
ャ
ー
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
彼
ら
が
無
視
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
、
神
学
者
の
論
難
の
根
底
に
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と



が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
と
は
ま
さ
に
蒸
留
す
る
必
要
の
な
い
露
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
す
ぐ
そ
ば
に
命
の

水
で
あ
る
ワ
イ
ン
が
あ
る
の
に
、
誰
が
た
だ
の
水
を
飲
も
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、
結
局
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
ワ
イ
ン

を
そ
の
ま
ま
飲
む
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
と
い
う
水
を
蒸
留
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
益
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
は
ボ

ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
の
立
場
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
が
職
分
と
し
て
な
し
て
い
た
哲
学
を
神
学
の
う
ち
に

混
ぜ
る
こ
と
は
、
神
学
に
と
っ
て
は
基
本
的
に
無
益
な
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
必
然
的
に
誤
謬
を
伴
う
も
の
で
あ
る
哲
学
は
有

害
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
は
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
神
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
啓
示
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
単
に
信
じ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
学
問
性
あ
る
い
は
理
解
可
能

性
の
領
域
を
開
こ
う
と
し
て
い
た
神
学
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
狭
い
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
の
言
う
意
味
で
の
哲
学

は
排
除
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
広
義
の
〈
哲
学
〉
は
認
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
に
「
信
仰
の
理
解
（
一
言
Φ
一
δ
。
五
二
ω
詮
Φ
圃
）
」
と

呼
ば
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
本
質
的
な
あ
り
方
は
、
完
全
な
合
理
性
と
明
晰
性
に
は
至
り
得
な
い
こ
と
を
一
方
で
承
認
し
な
が
ら
、

緩
や
か
な
意
味
で
の
合
理
性
と
明
晰
性
と
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
側
面
を
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
＞

ラ
が
、
少
な
く
と
も
前
期
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
彼
の
神
学
を
広
義
の
〈
哲
学
〉
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
比
べ
る
な
ら
ば
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
、
信
仰
に
よ
る
知
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
場
合
、
神
学
の
う
ち
で
使
用
で
き
る
哲
学
を
哲
学
と
し
て
蒸
留
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独

立
に
存
立
し
得
る
劉
個
の
学
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
の
哲
学
と
同

じ
次
元
で
研
究
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
狭
い
意
味
で
の
哲
学
だ
け
を
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

水
と
ワ
イ
ソ

一
＝
エ
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む
し
ろ
、
そ
の
狭
い
意
味
で
の
哲
学
、
完
全
な
合
理
性
を
確
保
で
き
る
も
の
と
し
て
の
哲
学
を
使
用
し
な
が
ら
、
完
全
な
合
理
性
を
得
る
こ

と
の
で
き
な
い
領
域
に
緩
や
か
な
合
理
性
を
求
め
た
神
学
者
と
し
て
の
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
に
こ
そ
、
私
は
今
日
の
哲
学
が
従
う
べ
き
哲
学

の
自
己
規
定
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
提
示
し
て
い
る
ワ
イ
ン
か
ら
水
だ
け
を
蒸
留
す
る
こ
と
は
で
き
る
に
し
て
も
、
や
は
り
蒸
留
し
て
水
だ
け
を
飲
む
の
で
は

な
く
、
水
を
含
ん
で
い
る
ワ
イ
ン
を
ま
る
ご
と
飲
む
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
ワ
イ
ン
を
誰
も
が
飲
ま

ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
「
信
念
」
と
し
か
呼
び
よ
う
の

な
い
、
完
全
な
合
理
性
と
公
共
性
を
も
た
な
い
前
提
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
信
念
を
明
確
に
取
り
出
し
、
可
能
な

限
り
に
お
い
て
合
理
的
で
公
共
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
く
哲
学
V
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
哲
学
史
上
の
ス
コ
ラ
神
学

の
あ
り
よ
う
は
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
　
本
稿
は
二
〇
〇
一
年
十
一
月
猛
雨
に
行
わ
れ
た
京
都
誓
学
会
公
開
講
演
の
内
容
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
注
を
加
え
た
ほ
か
に
、
議
論
を
簡
略
化
し
た
り

敷
哀
し
た
り
し
た
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
二
丈
し
た
部
分
の
多
く
は
、
文
献
表
の
拙
稿
と
一
九
九
八
年
七
月
二
十
五
臼
に
「
水
と
ワ
イ
ン
…
ト
マ

　
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
〈
体
系
〉
と
啓
示
一
」
と
題
し
た
京
大
中
世
哲
学
研
究
会
で
の
発
表
内
容
に
拠
っ
て
い
る
。
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ρ
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（
3
）
　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
著
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ゆ
。
‘
α
q
Φ
肖
9
と
月
。
瑳
Φ
＝
に
従
っ
た
。

（
4
）
　
中
世
哲
学
を
現
代
に
お
い
て
学
ぶ
こ
と
の
意
義
づ
け
に
つ
い
て
は
、
川
添
（
二
〇
〇
」
）
で
概
括
的
に
私
の
立
場
を
提
示
し
て
お
い
た
。

（
5
）
　
ち
な
み
に
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
（
曽
く
①
護
。
圃
ω
β
）
と
い
う
用
語
を
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
こ
の
知
性
単
一

　
説
の
信
奉
者
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
、
「
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
」
と
い
う
呼
称
は
歴
史
上
の
一
学
派
に
対
す
る
呼

　
称
と
し
て
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
そ
う
呼
ん
で
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
学
派
の
規
定
と
呼
称
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
＜
9
。
コ
ω
審
窪
σ
Φ
遍
汀
Φ
旨
（
一
〇
㊤
じ
も
■
ω
ω
ω
h
を
参
照
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（
6
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温
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∋
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轟
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ω
詳
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Φ
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霧
消
鳥
圃
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瀞
鵬
雲
け
三
§
ρ
量
コ
μ
邑
8
「
瓢
β
…
テ
キ
ス
ト
は
露
ω
ω
葺
Φ
（
冨
刈
ジ

　
P
一
。
。
・
に
よ
る
。
ま
た
訳
文
は
『
中
世
思
想
原
典
集
成
1
3
盛
期
ス
コ
ラ
哲
学
』
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
所
収
の
八
木
・
矢
玉
両
氏
の
訳
を
参
照
し
た
。

（
7
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
口
凶
ω
ω
①
簿
⑦
（
一
〇
ミ
γ
馳
Φ
い
び
Φ
轟
（
一
㊤
縮
）
を
参
照
。

（
8
）
　
ち
な
み
に
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
」
は
か
っ
て
は
中
世
に
お
け
る
「
自
由
思
想
家
倉
ぴ
長
田
ヨ
ご
で
あ
る
と
見
な
さ

　
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
菊
Φ
轟
P
竃
2
。
巳
0
9
①
け
）
が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
面
を
持
つ
に
し
て
も
、
決
し
て
反
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
。
十
三
世
紀
の
西

　
欧
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
異
端
と
さ
れ
た
人
々
は
存
在
し
た
に
し
て
も
、
当
人
の
意
識
的
な
立
場
と
し
て
「
反
キ
リ
ス
ト
教
」
を
選
び
取
る
と
い
っ
た

　
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
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曽
鳥
Φ
ρ
鱈
ぴ
易
δ
〇
三
酢
霞

水
と
ワ
イ
ン

一
一
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
四
号

＝
六

　
軍
三
〇
ω
o
℃
げ
二
ω
圃
二
閃
爵
凶
鼠
の
っ
’
①
ω
け
自
り
’
嵐
訣
。
圃
Φ
葺
①
憎
＆
ω
O
o
餓
ε
ω
餌
鳥
囲
①
鵠
。
詳
餌
9
ヨ
曽
Φ
け
9
，
幽
餌
ヨ
．

（
1
0
）
　
こ
の
樋
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
十
巻
の
幸
福
論
が
そ
の
書
全
体
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
概

　
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
現
在
で
も
論
争
の
対
象
で
あ
る
。
同
様
に
『
分
析
論
後
書
臨
の
知
識
論
に
つ

　
い
て
も
、
こ
こ
で
提
示
し
た
よ
う
な
理
解
が
標
準
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
。
十
三
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
に
と
っ
て
の
標
準
的
理
解
を

　
提
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

（
1
1
＞
　
し
σ
o
象
　
日
韓
。
。
（
酬
①
O
鋤
6
貯
噛
b
偽
軌
～
ミ
ミ
ミ
守
ミ
ミ
℃
ミ
ミ
ミ
斎
篭
象
無
9
ミ
§
＜
o
ξ
§
訂
一
難
＜
押
窯
窪
。
。
第
○
【
）
霧
9
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】
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’
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Φ
鋤
魯
＠
，
鯛
帰
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簿
Φ
影
四
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豪
凱
1
0
①

　
珍
ヨ
ヨ
。
σ
9
δ
一
O
Φ
○
。
o
∋
三
〇
摩
’
（
①
α
■
Z
ざ
0
5
c
o
弓
○
Φ
δ
ひ
q
ご
。
薩
○
一
、
Φ
Φ
掃
で
℃
Φ
焦
㊦
話
①
三
．
0
9
，
℃
二
ω
コ
μ
＝
o
ω
o
℃
7
9
，
’
5
二
）
讐
瓢
o
o
雪
暮
洞
二
≦
①
鳥
嵩
〉
Φ
く
鰹
く
鷺
團
昌
O
刈
ρ

　
P
ω
Φ
鈎
～
ト
G
。
ω
O
轟
｝
：
：
毒
ω
喝
⑲
o
貯
見
邑
。
も
。
o
匂
財
。
叫
，
薮
ご
命
鉱
貯
9
・
＝
簿
象
ω
門
閣
蝕
慈
陶
）
一
跨
｝
叶
㊦
ω
窮
∈
邑
隔
¶
…
一
P
し
。
刈
タ
～
ト
一
ω
摯
も
。
P
6
弓
馬
貯
陣
霞
。
唱
Φ
酬
．
幾
簡
9
峯
ω

　
く
『
ε
甑
ω
ヨ
滑
㊦
瓢
①
o
肯
円
く
鋤
ρ
Q
弓
同
巴
ぢ
戸
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㊦
馨
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℃
9
ご
餌
①
〔
一
）
㊦
臥
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〇
二
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ω
圃
∋
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ヨ
霞
㊦
⑳
＝
舞
霞
〔
二
営
①
既
Q
。
ρ
§
六
一
罵
。
箕
①
一
．
罠
鶴
野
．
p
弓
酢
。
毎
ご
ン
9
回
回
。
Φ
臼
。
醗
ヨ
一
＝
鋤

　
o
℃
2
．
障
簡
9
お
》
霧
こ
謡
。
幕
脇
M
帰
さ
馨
幾
＝
論
三
㊦
珍
ぴ
9
沼
帰
営
ご
）
o
霧
ぴ
一
瓢
匂
D
・
覇
瞥
噛
続
開
Q
。
【
鮭
ご
）
】
邑
o
Q
謄
2
）
一
三
島
嵐
℃
9
毎
簿
く
謬
鋤
一
こ
の
鑑
飴
∋
貯
q
。
貯
〔
篇
○
の
毘
）
冨
誕
鑓
。

（
1
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
廻
添
（
二
〇
〇
〇
）
を
参
照
。

（
1
3
）
　
じ
d
o
⑦
筈
ご
¢
α
①
O
飴
鼠
ρ
b
昏
喝
ミ
、
ミ
“
ミ
ミ
鳴
ミ
ミ
、
気
㌦
」
コ
恥
ミ
、
ミ
㌧
寒
町
㌦
e
ミ
更
畢
く
。
ピ
讐
三
一
u
り
く
押
…
）
鷲
。
っ
芦
9
と
ω
o
猛
2
。
▼
㍗
し
。
0
ρ
、
ト
Q
。
駆
G
。
ム
ρ
餓

　
鋤
二
ε
ヨ
雛
ぢ
三
ρ
ψ
一
軸
侭
三
窮
＄
o
O
塁
二
樽
二
一
煽
ω
絵
く
Φ
箒
2
ノ
窮
ヨ
鋤
一
．
切
藁
開
さ
コ
【
）
o
の
。
り
需
剛
葺
Φ
＝
㊦
ひ
q
9
・
や
露
コ
o
o
σ
㊦
臼
糞
。
け
。
陰
避
）
一
Φ
艮
凹
象
9
、
⑦
q
讐
δ
α
q
幽

　
0
7
ユ
馨
貯
欝
勾
㊦
∵
：

（
1
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
文
献
上
の
微
妙
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
ゴ
忌
。
。
紛
曾
（
一
〇
〇
。
。
γ
o
『
．
P
を
参
照
の
こ
と
。

　
す
な
わ
ち
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
に
対
す
る
磁
接
的
な
断
絃
が
実
際
に
予
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、
予
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
実
際
に
遂
行
さ

　
れ
な
か
っ
た
の
が
当
時
の
教
皇
庁
に
お
け
る
ド
ミ
ニ
コ
会
の
勢
力
の
故
な
の
か
、
ロ
マ
ー
ヌ
ス
に
対
す
る
断
罪
の
教
会
法
上
の
位
鷹
づ
け
は
ど
の
よ
う
な

　
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
研
究
看
の
問
で
解
釈
上
の
一
致
は
見
て
い
な
い
。
だ
が
、
今
臓
か
ら
見
て
も
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
特
徴
的
で

　
教
義
上
疑
義
の
多
い
教
説
（
た
と
え
ば
、
入
閥
に
お
け
る
実
体
形
桐
単
一
説
）
が
＝
一
七
七
年
の
禁
令
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
神
学
者
に
向
け

　
た
禁
令
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
く
推
測
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
列
聖
の
二
年
後
に
あ
た
る
；
…
二
五
年
に
、
や
は
り
パ

　
リ
司
教
が
一
二
七
七
年
の
禁
令
の
諸
命
題
の
う
ち
で
「
聖
ト
マ
ス
の
教
説
に
触
れ
る
、
あ
る
い
は
触
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
隈
り
に
お
い
て
（
（
黛
曽
纂
§
尉

　
欝
養
ピ
ヨ
幽
く
Φ
一
曲
コ
ひ
q
Φ
お
塁
。
。
〇
三
コ
P
一
「
q
o
9
冠
ヨ
磐
ニ
ソ
↓
げ
9
嗣
悉
。
こ
そ
れ
を
取
り
消
す
と
い
う
決
定
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
実
際
に
一
二
七
七
年
白
点
で

　
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
直
接
に
関
わ
る
断
罪
が
蓋
置
さ
れ
実
行
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
理
に
、
こ
の
タ
ソ
ピ
エ
の
一
連
の
行
動
の
標
的
の
ひ
と
つ



　
　
に
神
学
者
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
深
く
関
連
し
て
い
た
と
い
う
理
解
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
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ゆ
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賦
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．
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．
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仁
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＝
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＝
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⊆
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⇔
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W
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円
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N
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伍
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♪
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．
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＝
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℃
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①
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①
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＝
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℃
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閉
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＜
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二
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讐
自
⑦
q
謡
、
こ
魁
一
ω
酔
．
H
G
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．
ト
こ
曝
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一
噌
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⑦
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．
：
の
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O
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wild　and　semi－wild　nonhuman　primates　including　chimpanzees　and　baboons　have

provided　evidence　in　favor　of　this　view　that　several　primate　species　actually

deceive　other　members　of　the　social　group．　ln　experimental　situations，　capuchin

monl〈eys　and　squirrel　monkeys　as　weil　as　chimpanzees　leamed　to　deceive　a　human

trainer　who　ate　the　food　in　the　box　the　animals　pointed　at，　by　indicating　an　empty

box．　We　tested　if　our　squirrel　monkeys　intentionally　deceived　the　trainei’　or　not．

The　results　were　ambiguous．　Next　we　tested　if　capuchin　monl〈eys　would　learn　to

deceive　without　explicit　training．　Two　monkeys，　dominant　and　subordinate，

competed　for　food　placed　in　one　of　two　boxes．　Only　subordinate　monkeys　were

able　to　open　the　boxes．　Some　of　the　suboi’dinate　monkeys　spontaneously　started　to

open　the　empty　box　first　in　considerable　proportion　of　trials，　though　the　deceptive

intention　of　the　monkeys　was　not　clearly　demonstrated　in　subsequent　tests．　ln　the

final　experiment，　capuchin　monl〈eys　were　shown　to　understand　that　seeing　some－

thing　leads　to　knowing　about　it．　This　causal　recognition　is　essential　for　the　animals

to　deceive　opponents　by　concea王ing　or　manipulating　information．　Thus　at　least

some　of　monkey　species　seem　to　have　a　fundamental　cognitive　ability　to　read　and

manipulate　some　aspects　of　mental　states　of　others．

　　In　conclusion，　this　paper　provides　evidence　that　nonhuman　animals　have　com－

plex　and　varied　minds，　which　we　have　failed　to　recognize．　They　recognize　a

variety　of　invisible　objects　and　events，　either　perceptually　or　cognitively．　Humans

are　not　the　only　species　to　have　a　mind．　Human　mind　is　rather　to　be　simply

regarded　as　one　of　the　range　of　minds　in　the　animal　kingdom．

　　　　　　　　　　　　L’eau　et　le　vin

〈la　philosophie＞＞　des　tk6010giens　scolastiques

　　　　　　　　　　　　　　　　Shinsuke　KAWAZOE

Associate　Professor　of　Kistory　of　Western　Medieval　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　En　observant　les　textes　qui　ont　ete　ecrits　par　Bonaventure　et　Thomas　d’Aquin，

on　remarquera　que　la　th6010gie　et　la　philosophie　sont　respectivement　comparees　au

vin　et　2　1’eau，　alors　que　nous　nous　apergevons　clairement　que　les　deux　grands

th6010giens　scolastiques　estiment　d’une　maniere　tres　differente　les　rapports　entre

ces　disciplines．　Notre　trait6　veux　essayer　a　mettre　en　relief　les　relations　variees

5



qtゴon　trouve　entre　la　th6010gie　et　la　philosophie　au　XIIIe　si6cle．　Cette　essai　a　aussi

I’arri遷｝re－intention　d’obteni1・至a　notion　de　《phi王osophie》en　laquelle　nous　puiss｛ons

regarder　la　theologie　scolastique　comme　une　sorte　des　philosophies　authentiques．

　　王）remiξ…rernent，　nous　exalninons　ce　qu’oll　apPelle王’averrol’sme　latin　afin　d’6clair－

cir　sa　position　pr量ncipale　que　les　th6010giens　ont　refus6e　comme　erron6e（王ans至a

condamnation　de　1277．　La　position　r6element　refus6e　n’est　pas　cependant　la　th60rie

de　dztae　ve7’itates，　dont　on　a　maintellalltξ…tabli！a　nol〕一existence　en　notre　p6riode

consid6r色e．　En　analysant，　par　exemple，　les　texts　de　Boece　de　Dacie　commeエ）e

sltJ・｝．z〃？o　bo7・～o　et　1）e　aeteJ7nitate　7nundi，　nous　pouvoHs　reconfirlner　qu’il　n’a　nul　part

affirlner　les　deux　v6τit6s　contradictQires，　mais　nous　remarqttons，　d’autre　part，　que

les　averro1stes　de　la　facult6　des　arts　a　1’tmiversit｛…de　Paris　s6paraient　la　phi王oso－

phie　qui　se　base　sur　Aristote　de　la　doctrine　chr6tienne．　La　critique　fondamentale

adress芭e　par　des　th60！ogiens　consiste　a　ce　s6paratisme　qui　nous　perlnettrait　de

consid益rer王es　connaissances　ratio職el王es　ou　philosophiques　i：id6penClamment　de　la

r6V∈…1atiOn　divine．

　　Dans　la　deux掩me　sect｛on，　oll　discute　la　positio！1　de　Bonaventure　qui　conceme

l’estimation　de　la　philQsophie　pafenne．　L’analyse　des　textes　de　Sentences　nous

permet　de　saisir　que　ce　th60王ogien　franciscain　maintient　la　sup6rior｛t6　de　王a

th6010gie．　Sa　raison　est　r6duite　finalement　ti　ce　que　la　thξiQlogie　puisse　couvrir　plus

de　contenus　6pist6miques（lue　la　philosophie，　parce　qu’elle　se　fonde　sul’1a　1’（…v｛…la－

tion　qu’on　ne　puisse　pas　acqu6rir　par　notre　raison　naturelle．　Par　cons芭quent，　en　ce

qui　concerne玉e　Dieu　lui－meme，　oll　Ile　peut　pas（玉h’e　qu’oll　connaisse　la　divinit6　sans

connaitre　s｛multan6ment　des　？vlyst6res　comme　la　Trinit6　ou　1’lncarnation．　De　plus，

Ia　philosophie　est　pr61natur6e　et　oPpos6e　a　la　doctrine　sacr6　en　ce　sens　qu’elle　est

toujoul’s　6touff6e　par　le　monde　sens韮ble　sans　aucune至nchnation註voir　le　rnonde

sup6rieur．　La　philosophie　doit　etre，　seloll　Bonaventuユ’e，　dirig6e　par　la　foi　et　la

th6010gie　chr6tienne．

　　NQtre　troisi鳶me　section　commence　a　trai亡er　de　la　scientificit6　que　Thomas

d’Aq曲1　a　accord6e　a　la　th6010gie．　Ce　qui　rend　la　dicipline　possible　d’etre　appe16e

sc～εntia，　c’6tait王a　th60rie（le　suI）alternation　des　sciences．　Bien　qu’on　sache（1ue

Bonaventure　l’uti王｛se　autant　que　Thomas，　le　science　sup6rieur　pour　la　th6010gie　est

ce王le　de　Dieu　et　des　bienheureux　selo：i　le　Docteur　commun，　tandis　qu’elle　est　la
ぞ

Ecripture　elle－mame　sebn　le　Docteur　S6raphique．　Cette　diff6rence　subti董e　cause，

entre　ces　grands　thξ…ologiens，豆a　diversit6　de豆eurs　th6010gies　et，　par　cons6quent，

celle　de　la　relation　entre　la　th益010gie　et　la　ph｛losophie：Thomas　tient　ces　deux

d圭scip王圭nes　pour　ind6pendantes　en　principe　l’une　de　l’autre，　ce　qui　est　hnposs圭b至e

pour至a　position　fondamentale　de　Bonaventure．

　　Pour　comprendre　plus　exactement　la　position　thomasien鷺e，　cependant，　il　est

inll）ortant　de　vo宝r　commellt　la　ph藍osophie　ou董a　raison　naturelle　puisseξ…tre　utilis6e
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dans　le　terrain　theologique　qui　est　reconnu　pour　inaccessible　a　notre　raison．　Thomas

approuve　effectivement　la　possibilite　de　manifester　par　les　arguments　philosophi－

ques，　bien　que　non　totalement，　les　Mysteres，　en　trouvant　des　conformites　entre　nos

connaissances　naturelles　et　le　terrain　inaccessible　a　notre　raison　naturelle．

　　On　peut　constater　finalement　que　la　position　de　Thomas　d’Aquin　comme

theologien　est　favorable　pour　re－considerer　1’idee　de　la　philosophie　au　temps　oU　il

est　tres　difficile　de　maintenir　1’id6al　cle　la　v6rit6　completement　publique　et　unanime－

ment　accept6e．

　　　　　　　　　　　　　　　　From　Body　to　Soul

Theory　of　Sense　Perception　and　the　Mind－Body　Problem
　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Plato’s　Timaezas

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Masahisa　SEGUCHI

Associate　Professor　in　the　Department　of　General　Education

　　　　　　　　　　　Nagoya　lnstitute　of　Technology

　　In　Timaez・as　42e－47e　and　61c－69a，　Plato　describes　the　mechanism　of　sense　percep－

tion　in　detail．　Luc　Brisson　analyzes　these　passages　and　concludes　that　Plato’s

explanation　of　sense　perception　fails　because　his　theory　does　not　explain　how

sensations　have　a　connection　with　the　soul　or　the　mind．　His　criticism　is　based　on

the　generally　accepted　doctrine　that　Plato　espouses　nai’ve　psycho－physical　dualism

in　which　how　a　physical　substance　makes　contact　with　a　wholly　non－physical

substance　cannot　be　explained．　D．　R．　Miller　opposes　Brisson’s　position　and　tries　to

defend　Plato’s　theory．　He　maintains　that　Plato　never　states　the　soul　is　in　every

respect　inimaterial．　He　points　out　that　the　World　Soul　is　described　as　an　intermedi－

ate　kind　of　thing　in　Timaeg・ts　35al－4：　“ln　between　the　indivisible　substance

（oψσゼαc）which　is　always　the　same　and　the　divisible＜substance＞that　cQmes　to　be

with　respect　to　bodies，　he　compounded　from　both　a　third　kind　of　substance．”

　　This　paper　criticizes　both　interpretations　by　examining　the　most　important　and

controversial　passages　in　question．　ln　my　view，　Plutarch’s　elaborate　interpretation

of　these　passages　（On　tlze　Generation　of　the　Soztl　in　the　Timaetts）　still　has　instruc－

tive　value．　He　identlfies亡he　dfvisible　subs亡ance　with　tlユeλ；めρα（Recep亡acle），　i．e．，亡he

omni－recipient　nature，　nurse　of　the　things　that　are　subjected　to　generation　（1014C

－D）．　His　suggestion　on　this　point　sheds　light　on　the　nature　of　the　soul　；　it　is　possible

not　only　to　avoid　the　incorrect　assimilation　of　the　soul　into　matter，　but　also　to

7


