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否
定
神
学
化
す
る
哲
学

　
　
　
一
J
－
L
・
マ
リ
オ
ン
の
宗
教
哲
学
－

関
　
根
　
小
　
織

序

　
本
稿
は
、
二
十
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
見
ら
れ
る
否
定
神
学
性
を
、
J
－
L
・
マ
リ
オ
ン
の
宗
教
哲
学
を
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
検
討

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
こ
う
し
た
現
代
哲
学
の
否
定
神
学
化
が
起
こ
っ
た
の
か
、
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
「
神
は
死
ん
だ
」
と
二
…
チ
ェ
が
述
べ
た
の
は
十
九
世
紀
末
、
そ
れ
か
ら
す
で
に
百
二
十
年
が
経
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
哲
学
に
お
い
て

神
と
い
う
観
念
は
、
現
在
も
廃
棄
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
神
観
念
は
あ
る
種
の
仕
方
で
ま
す
ま
す
顕
著
な
役

割
を
現
代
の
哲
学
者
た
ち
の
中
で
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
二
十
世
紀
宋
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
、
ジ
ャ
ン
ー
リ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
、
E
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
J
・
デ
リ
ダ
、
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
現
れ
な
い
も
の
の
現
象
学
と
い
う
系
譜
に
連
な
る
哲
学
者

た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
ら
は
神
を
語
る
時
に
、
あ
く
ま
で
否
定
的
な
仕
方
で
語
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

リ
オ
ソ
の
「
存
在
な
き
神
U
冨
二
ω
⊆
Ω
コ
ω
一
、
騨
話
」
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
存
在
に
感
染
せ
ざ
る
神
U
凶
①
⊆
コ
。
コ
o
O
再
p
・
ヨ
ぎ
⑩
℃
会
。
二
、
⑪
霞
Φ
」
、
が
そ

の
典
型
で
あ
る
。

　
神
は
人
間
の
理
性
や
論
理
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
絶
対
に
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
述
語
も
欝
定
的
に
付
加
で
き

ず
た
だ
否
定
・
消
極
的
に
の
み
語
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
否
定
神
学
の
本
質
と
す
る
と
、
神
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
言
説
は
そ
の
意
味
で
ま



さ
に
否
定
神
学
的
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
現
代
哲
学
の
否
定
神
学
化
は
フ
ラ
ン
ス
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
果
た
し
た
役
割
を

見
過
ご
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
否
定
神
学
化
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
受
容
が
果
た
し
た
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

割
も
重
要
な
検
討
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
ず
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
限
定
し
、
と
り
わ
け
、
マ
リ
オ
ン
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、

デ
リ
ダ
と
い
う
三
者
を
、
な
か
で
も
こ
う
し
た
「
神
の
死
」
へ
の
考
察
に
最
も
直
戯
に
取
り
組
ん
で
い
る
哲
学
者
と
し
て
ジ
ャ
ン
ー
リ
ュ
ッ

ク
・
マ
リ
オ
ン
の
哲
学
を
検
討
の
対
象
と
し
た
い
。

［
　
「
神
の
死
」
か
ら
「
存
在
な
き
神
」
へ

　
J
－
L
・
マ
リ
オ
ン
（
一
九
四
六
1
）
は
、
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
現
象
学
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、
現
在
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
中
の
哲
学
者

で
あ
る
。
直
接
の
デ
カ
ル
ト
研
究
お
よ
び
現
象
学
研
究
か
ら
離
れ
て
「
神
の
死
」
を
め
ぐ
る
省
察
を
行
な
っ
た
マ
リ
オ
ン
独
自
の
思
想
は
、

彼
の
二
つ
の
著
作
『
偶
像
と
距
離
』
（
一
九
七
七
）
『
存
在
な
き
神
』
（
～
九
八
二
）
に
詳
し
い
。
そ
こ
で
の
マ
リ
オ
ン
の
思
索
は
徹
底
し
て

「
神
の
死
」
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
る
。

　
著
作
『
偶
像
と
距
離
』
は
、
五
つ
の
研
究
に
分
か
れ
、
そ
の
う
ち
三
つ
が
ニ
ー
チ
ェ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ

ギ
タ
、
の
研
究
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
者
は
み
な
「
神
の
死
」
に
直
面
し
た
思
想
家
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
マ
リ
オ
ン
に
と
っ
て

こ
れ
ら
の
各
研
究
は
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
神
の
死
㎏
に
つ
い
て
の
考
察
が
深
め
ら
れ
て
マ
リ
オ
ン
独
自

の
思
想
体
系
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
た
の
が
著
作
『
存
在
な
き
神
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
リ
オ
ン
は
、
前
著
か
ら
萌
芽
し
て
い

た
偶
像
と
イ
コ
ン
の
対
置
論
を
精
錬
化
し
、
哲
学
が
概
念
を
偶
像
化
し
て
き
た
と
い
う
哲
学
の
概
念
偶
像
化
の
批
判
を
行
な
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
の
死
」
を
む
し
ろ
神
を
神
た
ら
し
め
る
神
の
不
在
、
思
考
に
対
す
る
絶
対
的
超
越
者
（
神
）
の
絶
対
的
異
他
性
・
斗

出
性
と
し
て
解
釈
し
、
「
存
在
な
き
神
」
と
い
う
自
説
の
構
想
へ
と
向
か
う
。

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

九
一
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一
－
一
　
神
の
死

　
マ
リ
オ
ン
の
考
え
で
は
、
ま
ず
、
「
神
の
死
」
と
は
神
の
廃
棄
で
は
な
く
、
神
の
力
説
、
神
へ
の
忠
実
さ
に
対
し
て
と
ら
れ
た
讐
現
代
的

相
貌
」
を
意
味
し
て
い
る
（
H
U
り
）
。
現
代
に
お
い
て
雷
わ
れ
る
「
神
の
死
」
は
、
実
は
む
し
ろ
「
神
」
の
死
と
い
う
よ
り
も
「
偶
像
」
の
黄

昏
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ニ
ー
チ
ェ
で
「
神
の
死
」
を
告
知
す
る
人
間
（
『
悦
ば
し
き
知
識
臨
一
二
五
番
目
は
、
昼
日
中
に
ラ
ン
プ
を
手
に
し
て

「
私
は
神
を
探
し
て
い
る
」
と
叫
び
つ
つ
神
を
見
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
マ
リ
オ
ン
は
、
神
の
可
視
性
が
期

待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
こ
の
「
神
の
死
」
の
神
は
、
神
と
い
う
よ
り
偶
像
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
「
私
は
神
を
探
し
て
い
る
！
　
私
は
神

を
探
し
て
い
る
！
」
と
彼
は
わ
め
く
（
・
・
…
・
）
。
彼
は
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
、
神
を
見
る
の
で
な
い
と
し
た
ら
」
（
目
U
ミ
）
。
「
神
の
死
」

が
そ
の
威
力
を
保
つ
の
は
（
…
…
）
、
神
で
な
い
も
の
の
虚
し
き
偶
像
に
基
づ
い
て
で
し
か
な
い
。
黄
昏
が
取
り
返
し
が
っ
か
ぬ
ほ
ど
及
ぶ

の
は
偶
線
に
だ
け
で
あ
る
」
（
H
U
鰹
）
。

　
で
は
偶
像
と
は
何
か
。
偶
像
と
は
、
人
間
の
期
待
の
鏡
・
反
映
と
し
て
の
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
期
待
と
の
合
致
が
あ
る
限
り
、
そ
こ
に

は
な
じ
み
易
さ
に
よ
る
聖
性
の
消
失
と
距
離
の
な
さ
が
あ
る
。
「
神
的
な
も
の
を
我
有
す
べ
き
獲
物
と
み
な
し
て
い
る
偶
像
己
。
δ
と
い
う

も
の
は
、
神
的
な
も
の
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
…
我
々
に
属
さ
ず
だ
が
我
々
に
起
こ
る
も
の
と
し
て
一
岡
汚
し
認
証
す
る
距
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
コ
　
ン

臼
ω
§
8
①
と
い
う
も
の
を
欠
い
て
い
る
。
偶
像
の
対
極
に
図
像
一
∩
O
器
が
あ
る
」
（
H
O
b
。
卜
。
）
。

　
一
－
二
　
偶
像
と
イ
コ
ン

　
マ
リ
オ
ン
は
偶
像
と
イ
コ
ン
の
対
置
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
『
存
在
な
き
神
』
で
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
。
マ
リ
オ
ン
の
考
え
で
は
、

偶
像
と
イ
コ
ン
は
対
立
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
は
物
（
存
在
者
）
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
も
の
が
あ
る

時
に
は
偶
像
に
、
あ
る
時
に
は
イ
コ
ン
に
な
り
う
る
。
偶
像
と
イ
コ
ン
は
視
線
の
在
り
方
が
生
み
出
す
物
（
存
在
者
）
の
存
在
仕
方
で
あ
る
。



つ
ま
り
そ
れ
は
物
（
存
在
者
）
で
は
な
く
物
（
存
在
者
）
の
存
在
仕
方
を
示
す
区
別
で
あ
る
。
偶
像
と
イ
コ
ン
は
そ
れ
ゆ
え
異
教
芸
術
と
キ

リ
ス
ト
教
芸
術
と
い
う
美
術
上
の
区
別
に
対
応
す
る
指
標
に
と
ど
ま
ら
ず
、
不
可
視
な
も
の
の
可
視
性
を
圏
指
す
二
つ
の
仕
方
で
あ
る
。

「
イ
コ
ン
と
偶
像
は
、
諸
々
の
存
在
者
の
二
分
類
で
は
な
く
、
諸
々
の
存
在
者
の
二
つ
の
存
在
様
式
を
規
定
す
る
」
（
U
ω
国
δ
）
。
偶
像
と
イ

コ
ン
は
「
神
的
な
も
の
の
了
解
の
様
式
の
多
様
さ
」
（
U
ω
国
頭
）
「
可
視
性
に
お
け
る
神
的
な
も
の
の
了
解
の
二
様
式
」
（
U
ω
日
。
。
）
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
は
「
偶
像
と
イ
コ
ン
の
比
較
現
象
学
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
」
（
U
ω
曽
刈
）
、
こ
の
二
様
式
を
明
確
化
し
よ
う
と

す
る
。

　
ま
ず
偶
像
の
出
来
過
程
で
あ
る
が
、
偶
像
は
、
視
線
冨
σ
q
餌
鼠
が
神
的
な
も
の
を
見
え
る
も
の
の
領
域
に
探
し
求
め
、
そ
の
探
し
求
め
の

視
線
が
停
止
す
る
時
に
偶
像
は
出
来
す
る
。
視
線
は
も
は
や
彼
方
へ
行
か
ず
そ
こ
に
安
ら
い
定
着
し
て
留
ま
り
自
己
充
足
し
て
し
ま
う
。

「
視
線
は
も
は
や
物
を
見
透
さ
ず
、
貫
か
ず
、
物
を
透
明
さ
に
お
い
て
見
な
い
」
（
O
ω
田
O
）
。
こ
の
視
線
停
止
は
、
も
う
そ
れ
以
上
に
見
抜

け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
偶
像
化
が
生
ず
る
。
偶
像
化
と
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
視
線
の
「
疲
労
」
（
U
ω
田
廼
。
）
に
よ
っ
て

起
こ
る
。
「
偶
像
一
あ
る
い
は
視
線
の
落
下
点
〔
落
ち
着
き
先
〕
O
o
虫
け
傷
Φ
o
げ
葺
Φ
」
（
】
）
ω
国
b
。
O
）
。
偶
像
は
視
線
の
停
止
点
と
な
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
第
一
印
象
・
見
た
目
で
目
く
ら
ま
し
を
し
、
晃
る
人
が
期
待
・
目
標
と
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
が
そ
れ
自
体
は
不

可
視
な
鏡
・
反
映
と
化
す
。
「
偶
像
は
そ
の
最
初
の
可
視
的
な
も
の
を
視
線
に
与
え
る
の
で
、
偶
像
そ
れ
自
体
は
不
可
視
な
鏡
に
と
ど
ま
る
」

（
U
国
ω
・
。
一
）
。
見
る
者
は
偶
像
の
中
に
自
ら
の
期
待
の
反
映
を
映
し
見
る
。
「
偶
像
は
こ
う
し
て
、
肖
像
と
し
て
で
は
な
く
鏡
と
し
て
働
く
。

鏡
は
視
線
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
よ
り
正
確
に
は
そ
の
目
標
の
イ
メ
ー
ジ
を
送
り
返
す
㎏
（
U
ω
題
H
）
。

　
偶
像
は
第
一
印
象
・
外
見
と
い
っ
た
可
視
的
な
も
の
≦
三
百
Φ
を
視
線
に
与
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
自
体
は
不
可
視
で
目
指
ぜ
な
い
も
の

ぎ
く
圃
鐙
σ
δ
と
し
て
の
障
壁
を
鏡
の
よ
う
に
作
り
出
し
て
見
る
こ
と
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
イ
コ
ン
は
無
限
に
見
る
こ
と
の
喚

起
を
促
す
も
の
、
視
線
の
停
止
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
偶
像
は
不
可
視
な
も
の
を
可
視
的
な
も
の
と
目
指
せ
な
い
も
の
へ
と
二

極
分
解
す
る
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
の
に
対
し
、
イ
コ
ン
は
純
粋
に
「
見
ら
れ
る
ω
Φ
〈
9
村
」
で
は
な
く
「
の
よ
う
に
見
え
る
書
案
博
識
Φ
」

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

九
三
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と
い
う
仕
方
で
視
線
に
現
れ
る
こ
と
で
不
可
視
な
も
の
を
不
可
視
な
も
の
と
し
て
可
視
化
す
る
。
イ
コ
ン
は
、
自
ら
が
示
そ
う
と
す
る
も
の

と
の
類
似
性
に
よ
っ
て
そ
こ
に
見
え
て
い
る
も
の
以
上
の
も
の
を
告
知
す
る
。
イ
コ
ン
は
、
つ
ね
に
そ
れ
自
身
と
は
別
の
も
の
に
送
付
す
る
。

「
イ
コ
ン
は
見
ら
れ
る
ω
①
＜
o
酵
の
で
は
な
く
、
現
れ
る
鋤
℃
弓
馬
巴
貯
①
の
で
あ
り
、
よ
り
原
始
的
に
は
、
の
よ
う
に
見
・
兄
る
唱
費
蔦
蔓
①
、

～
の
よ
う
で
あ
る
2
。
＜
o
圃
巳
ゴ
騨
窪
①
…
…
」
（
O
ω
国
b
。
G
。
）
。
「
不
可
視
の
も
の
が
不
可
視
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
あ
る
い
は
不
可
視
の
も
の
が
可
視

的
に
な
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
同
じ
こ
と
に
帰
着
す
る
、
つ
ま
り
偶
像
に
帰
着
す
る
。
偶
像
の
機
能
は
、
不
可
視
の
も
の
を
、
可
視
的
な
も

の
に
還
元
さ
れ
る
部
分
と
臣
指
せ
な
い
も
の
と
し
て
妨
害
さ
れ
る
部
分
と
に
分
割
す
る
こ
と
に
ま
さ
に
本
質
が
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
イ

コ
ン
は
、
不
可
視
な
物
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
可
視
的
に
し
ょ
う
と
す
る
、
し
た
が
っ
て
可
視
的
な
も
の
が
絶
え
ず
そ
れ
自
身
と
は
溺

の
も
の
へ
と
送
付
す
る
お
薯
。
《
興
呼
§
黛
。
露
お
婁
①
蕊
講
5
⑧
雷
①
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
（
U
6
0
国
N
り
）
。

　
イ
コ
ン
と
い
う
も
の
が
と
り
わ
け
そ
の
特
色
を
示
し
て
い
る
の
が
、
顔
で
あ
る
。
「
イ
コ
ン
は
顔
に
通
じ
て
い
る
」
（
U
ω
国
ω
一
）
。
顔
と
は

言
っ
て
も
、
仮
面
や
微
笑
と
い
っ
た
一
見
し
て
見
え
る
も
の
に
あ
え
て
凝
固
し
た
閉
性
に
あ
る
顔
が
イ
コ
ン
な
の
で
は
な
い
。
顔
は
、
見
え

て
い
る
も
の
以
上
の
も
の
へ
と
導
き
、
見
え
て
い
る
も
の
を
つ
ね
に
超
え
る
べ
き
似
像
と
し
て
提
供
す
る
と
い
う
点
で
イ
コ
ン
の
送
付
性
・

開
業
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
コ
ン
の
例
に
つ
い
て
、
マ
リ
オ
ン
は
九
〇
年
代
の
諸
著
作
で
具
体
例
を
豊
富
に
挙
げ
て
考
察

を
試
み
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
見
え
る
も
の
の
十
字
架
け
』
（
　
九
九
一
）
で
は
現
代
抽
象
芸
術
を
も
と
に
詳
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
コ
ン

を
、
マ
リ
オ
ン
は
『
贈
与
さ
れ
た
存
在
者
瞭
（
一
九
九
七
）
『
追
加
に
つ
い
て
（
鐸
更
に
）
幅
（
二
〇
〇
一
）
で
は
、
飽
満
的
現
象
9
曾
。
∋
酵
Φ

銘
9
融
一
概
念
に
対
す
る
直
観
の
超
過
・
飽
満
が
生
ず
る
特
異
な
現
象
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
無
限
の
観
念
、
カ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

ト
の
崇
高
に
も
比
せ
ら
れ
る
も
の
…
と
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
も
そ
も
マ
リ
オ
ン
が
イ
コ
ン
に
重
要
性
を
置
い
た
根

拠
は
、
イ
コ
ン
が
そ
れ
自
身
と
は
別
の
も
の
へ
と
送
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
者
の
自
己
充
足
を
禁
止
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
こ

の
送
付
一
，
2
＜
9
の
論
理
の
み
が
、
イ
コ
ン
を
聖
性
に
ふ
さ
わ
し
く
す
る
し
（
○
＜
一
G
。
笛
）
。



　
［
－
三
　
概
念
偶
像
化
批
判

　
さ
て
、
「
神
の
死
」
の
問
題
を
め
ぐ
る
マ
リ
オ
ン
の
考
察
に
戻
る
と
、
偶
像
と
イ
コ
ン
は
、
と
も
か
く
も
美
術
上
の
区
別
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
全
然
な
い
。
美
術
上
の
偶
像
、
木
や
石
で
制
作
さ
れ
た
彫
像
の
み
が
偶
像
な
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
あ
る
実
在
の
生
身
の
人
間
が

偶
像
視
さ
れ
る
と
言
う
時
に
の
み
偶
像
が
問
題
に
な
る
の
で
も
な
い
。
マ
リ
オ
ン
は
、
も
し
美
的
偶
像
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
別
の
も
の
が

偶
像
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
木
や
石
で
出
来
た
物
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
概
念
さ
え
も
が
偶
像
と
し

て
働
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
神
の
死
」
は
、
概
念
が
偶
像
と
し
て
働
く
と
き
に
可
能
に
な
る
と
主
張
す
る
。

「
あ
る
哲
学
思
想
が
《
神
》
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
一
つ
の
概
念
を
述
べ
る
と
き
、
こ
の
概
念
は
ま
さ
に
偶
像
と
し
て
働
く
」
（
U
o
り
国
玉
。
①
）
。

偶
像
と
イ
コ
ン
の
対
置
論
に
よ
っ
て
、
マ
リ
オ
ン
は
哲
学
が
概
念
偶
像
化
を
行
な
っ
て
き
た
と
の
批
判
へ
と
至
る
。

　
マ
リ
オ
ン
に
よ
る
哲
学
に
お
け
る
概
念
偶
像
化
の
批
判
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
に
発
し
て
以
下
の
様
に
展
開
し
て
い
く
。
そ
も
そ
も
ニ
ー

チ
ェ
の
言
う
「
神
の
死
」
は
、
い
か
な
る
神
、
の
死
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の
諸
価
値
の
支
え
で
あ
っ
た
道
徳
神
、
の

死
で
あ
っ
た
。
「
神
の
死
」
と
い
う
主
張
は
、
神
を
道
徳
神
と
い
う
概
念
と
同
一
視
す
る
と
き
に
成
立
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
の
可
能
性

の
条
件
は
、
そ
れ
ゆ
え
神
と
概
念
（
こ
こ
で
は
道
徳
）
と
の
等
価
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
（
U
ω
鰹
？
ミ
）
。
神
を
あ
る
概
念
に
よ
っ
て
規
定

す
る
こ
う
し
た
態
度
は
、
哲
学
で
は
、
神
を
自
己
原
因
や
第
一
動
者
と
し
て
規
定
し
た
古
代
哲
学
、
最
高
存
在
者
と
し
た
中
世
の
ト
マ
ス
主

義
、
道
徳
的
存
在
者
と
し
た
カ
ン
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
に
至
る
ま
で
広
く
晃
ら
れ
る
（
O
Q
り
国
α
O
）
。
哲
学
に
お
け
る
神
は
、
つ
ね
に
神
を
あ
る
一

　
　
（
7
）

つ
の
概
念
で
規
定
し
、
そ
の
概
念
と
神
を
同
一
視
し
て
は
ぽ
か
ら
な
い
。
こ
う
し
た
神
を
神
な
ら
ざ
る
も
の
か
ら
規
定
し
、
そ
の
規
定
さ
れ

た
も
の
と
同
一
視
し
て
顧
み
な
い
態
度
は
偶
像
崇
拝
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
マ
リ
オ
ン
は
、
こ
う
し
た
哲
学
に
お
け
る
神
の
あ
る
概

念
と
の
同
一
視
を
、
概
念
の
偶
像
化
と
し
て
告
発
す
る
。
哲
学
に
お
け
る
神
に
つ
い
て
の
言
説
作
業
は
、
そ
れ
ゆ
え
概
念
的
偶
像
の
崇
拝
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
の
主
著
で
の
大
き
な
部
分
は
、
こ
の
哲
学
の
概
念
偶
像
化
の
批
判
に
割
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
も

そ
も
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
の
死
」
の
言
説
の
可
能
性
の
条
件
（
ど
の
よ
う
な
態
度
に
お
い
て
「
神
の
死
」
と
い
う
も
の
が
可
能
に
な
る
か
）
の
探

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

九
五



折
口
学
研
閉
究
　
第
五
｝
日
七
十
六
篇
写

九
六

求
か
ら
始
京
つ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
神
の
死
偏
が
可
能
に
な
る
条
件
は
、
概
念
と
神
ぞ
の
も
の
と
の
同
一
視
、
人
間
の
側
か
ら
の
神
の
規
定
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う

限
り
で
、
神
を
入
間
の
尺
度
で
測
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
神
を
あ
る
概
念
と
規
定
し
た
う
え
で
の
称
揚
も
褒
疑
も
、
神
を
あ
る
概

念
と
同
～
卸
し
て
は
ば
か
ら
な
い
点
で
は
変
わ
ら
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
の
死
扁
の
・
王
張
の
可
能
性
の
条
件
が
神
と
概
念
（
道
徳
神
、
と

い
う
概
念
）
と
の
等
価
で
あ
る
と
す
る
と
、
実
は
カ
ン
ト
も
こ
の
点
で
は
共
通
前
提
を
有
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
神
も
、
神
ぞ
の
も
の
の
本

性
か
ら
で
な
く
、
入
間
存
在
が
そ
れ
を
経
験
す
る
一
面
か
ら
の
有
限
な
定
義
と
し
て
神
を
道
徳
的
存
在
者
と
す
る
。
そ
れ
は
神
自
体
が
何
で

あ
る
か
を
知
る
よ
り
我
々
に
と
っ
て
神
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
方
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
の
道
徳
的
存
在
者

と
の
岡
一
視
は
、
近
代
に
お
い
て
は
黄
昏
れ
る
偶
像
だ
と
の
指
摘
が
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
の
死
扁
の
意
味
で
あ
る
が
、
マ
リ
オ
ン
に
と
っ
て
は

神
と
道
徳
的
存
在
者
と
い
う
概
念
と
の
等
価
の
是
認
と
い
う
点
で
ニ
ー
チ
ェ
と
カ
ン
ト
は
同
じ
基
盤
の
上
で
の
対
立
に
過
ぎ
な
い
。
「
カ
ン

ト
と
ニ
ー
チ
ェ
は
ひ
と
し
く
神
と
「
道
徳
神
」
と
の
等
価
を
認
め
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
岡
じ
偶
像
崇
拝
が
「
神
の
死
紘
の
思
想
家
と
同
様

に
範
購
的
命
令
の
思
想
家
に
及
ん
で
い
る
」
（
U
ω
両
㎝
O
）
。
「
〔
神
の
〕
立
証
が
偶
像
崇
拝
を
肯
定
的
に
用
い
る
の
に
対
し
概
念
的
無
神
論
は
否

定
的
に
用
い
る
。
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
る
概
念
と
の
等
価
が
神
を
《
神
》
に
変
形
す
る
（
…
…
）
。
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
間

的
言
説
が
神
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
立
証
的
な
　
方
と
批
判
的
な
他
方
と
い
う
諸
決
定
の
対
立
は
、
前
提
さ
れ
た
共
通
物
が
両
者
を
結
び
付

け
る
ほ
ど
両
者
を
区
別
し
な
い
。
（
…
…
）
偶
像
は
、
立
証
に
対
し
て
も
否
認
に
対
し
て
も
、
普
遍
的
に
働
い
て
い
る
」
（
○
O
o
船
縁
）
。

　
マ
リ
オ
ン
の
こ
う
し
た
批
判
の
矛
先
は
、
ニ
ー
チ
ェ
、
カ
ン
ト
か
ら
転
じ
て
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
…
に
も
向
け
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
デ

　
　
　
ケ
　
レ

ガ
ー
の
転
回
以
前
で
は
、
存
在
の
問
題
は
現
存
在
の
存
在
了
解
か
ら
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
存
在
者
に
対
す
る
存
在
の
先

行
性
は
、
存
在
了
解
を
行
な
っ
て
い
る
現
存
在
（
人
間
）
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
あ
く
ま
で
方
法
論
的

な
も
の
と
は
い
え
あ
る
種
の
人
間
の
先
行
性
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
残
っ
て
い
た
。
存
在
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
は
あ
た
か
も
現
存
在
が

第
一
の
も
の
と
し
て
そ
こ
か
ら
思
考
を
開
始
す
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
方
法
論
上
の
無
神
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。



「
現
存
在
の
現
象
学
的
特
権
性
は
極
度
に
個
人
主
義
的
で
根
本
的
な
無
神
論
の
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
（
…
…
）
無
神
論
は
こ
こ
で
は
否
定

と
い
う
よ
り
も
保
留
を
意
味
し
て
い
る
。
が
、
こ
う
し
た
保
留
－
現
象
学
的
に
は
不
可
避
な
　
　
は
、
　
　
神
学
的
に
は
一
「
神
」
に

対
す
る
先
行
審
級
を
、
し
た
が
っ
て
偶
像
崇
拝
が
そ
こ
か
ら
現
れ
う
る
よ
う
な
も
の
を
、
含
意
し
て
い
る
」
（
O
ω
国
①
刈
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
た
し
か
に
転
回
以
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
存
在
を
現
存
在
か
ら
探
求
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
放
棄
し
、
存
在
の
意
味
を
存

在
そ
の
も
の
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
後
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
も
マ
リ
オ
ン
の
批
判
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を

知
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
形
而
上
学
の
歴
史
で
は
つ
ね
に
神
を
存
在
者
と
し
て
捉
え
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
問
題
滅
す
る
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
は
、
マ
リ
オ
ン
も
形
而
上
学
に
圃
楽
な
神
の
偶
像
化
と
い
う
点
で
同
意
す
る
。
し
か
し
マ
リ
オ
ン
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
神
を
存
在
者
と

す
る
偶
像
化
の
み
の
指
摘
に
終
始
し
、
神
を
存
在
か
ら
定
義
す
る
こ
と
自
体
を
問
題
と
し
な
か
っ
た
と
批
判
を
徹
底
化
す
る
。
マ
リ
オ
ン
は
、

神
を
存
在
と
の
関
係
か
ら
規
定
す
る
こ
と
そ
の
も
の
も
神
を
神
な
ら
ざ
る
も
の
か
ら
規
定
し
思
考
内
に
収
め
よ
う
と
す
る
点
で
、
偶
像
崇
拝

を
免
れ
な
い
と
す
る
。
「
我
々
は
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
さ
ら
に
再
度
、
形
而
上
学
に
固
有
な
偶
像
崇
拝
の
彼
方
で
、
存
在
と
し
て
の
存
在
の

思
考
に
固
有
な
も
う
ひ
と
つ
の
偶
像
崇
拝
が
働
い
て
い
る
と
仮
定
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
い
か
に
粗
雑
に
見
え
よ
う
と
、
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
オ
ン
テ
イ
ツ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ン
ト
ロ
ジ
ツ
ク

「
神
」
の
存
在
的
問
題
に
対
す
る
存
在
論
的
問
題
の
避
け
ら
れ
ず
本
質
的
な
先
行
性
か
ら
直
接
的
に
由
来
す
る
。
こ
の
先
行
性
は
偶
像
崇
拝

を
確
立
す
る
の
に
十
分
置
あ
る
」
（
U
ω
国
①
㎝
）
。
「
端
的
に
言
っ
て
、
「
神
」
が
最
初
に
存
在
者
と
し
て
見
え
る
も
の
に
な
る
の
は
、
神
が
、
存

在
に
ま
ず
も
っ
て
確
か
に
関
わ
る
指
向
で
埋
ま
り
、
少
な
く
と
も
あ
る
意
味
で
指
向
そ
の
も
の
に
指
向
を
反
射
（
不
可
視
な
鏡
）
的
に
送
り

返
す
か
ら
で
し
か
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
「
神
は
あ
る
ひ
と
つ
の
存
在
者
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
そ
れ
自
体
、
偶
像
と
し
て
現
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
命
題
は
、
い
か
な
る
可
能
な
i
現
存
す
る
あ
る
い
は
不
在
の
…
「
神
」
は
、
い
ず
れ
に
し
ろ
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
す
る
指
向
を
向
け
か
え
る
こ
と
を
な
す
だ
け
で
あ
る
。
（
…
…
）
だ
が
、
神
が
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
ρ
⊆
Φ
U
δ
⊆
⇔
詳
叫
⑪
窪
①
、
従
っ
て
神
が
お
の
れ
を
与
え
る
た
め
に
（
最
高
の
、
複
数
の
、
あ
る
い
は
お
望
み
の
よ
う
な
）
存

在
者
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
の
か
」
（
U
ω
閃
＄
）
。

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

九
七



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
六
号

九
八

　
一
－
四
　
存
在
な
き
神

　
こ
う
し
て
マ
リ
オ
ン
は
、
存
在
の
問
い
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
神
を
考
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
に
儲
る
。
彼
は
、
聖
書
の
神
の
名
「
私
は
あ

る
。
私
は
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
扁
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
、
三
・
一
四
）
と
い
う
存
在
の
名
を
も
拒
否
す
る
。
「
存
在
は
、
神
が
す
ぐ
拒
否
し

え
な
い
な
ら
、
神
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
存
在
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
、
三
・
｝
四
で
さ
え
、
神
に
つ
い
て
何
も
語
っ

て
は
い
な
い
。
あ
る
い
は
神
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
存
在
論
的
差
異
の
外
で
思
考
す
る
こ
と
の
不
可

能
性
も
し
く
は
少
な
く
と
も
極
度
の
困
難
さ
が
、
あ
る
意
味
で
、
神
を
神
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
…
不
可
避
で
決
定
的
な
不

可
能
性
i
に
適
合
し
う
る
の
だ
と
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
U
ω
両
潔
）
。
存
在
の
外
で
神
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
存
在
さ
え
も
神
を
考
え
る
時
の
準
拠
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
批
判
、
神
を
神
と
し
て
考
え
る
こ
と
の
こ
の
潔
癖
な
ま
で
の
徹
底
さ

の
追
求
は
、
神
は
入
間
の
思
考
を
絶
対
的
に
盗
出
し
て
い
る
た
め
神
を
神
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
神
は
思
考

不
可
能
な
も
の
と
し
て
し
か
思
考
で
き
な
い
、
と
い
う
逆
説
的
結
論
に
達
す
る
。
「
神
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
そ
れ
を
思
考
不
可
能
な
も
の

と
い
う
形
の
も
と
で
し
か
思
考
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
認
め
よ
う
扁
（
U
ω
国
遷
）
。

　
思
考
に
対
す
る
神
の
絶
対
的
人
出
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
マ
リ
オ
ン
は
「
神
の
死
」
を
も
、
む
し
ろ
人
間
に
は
測
り
知
れ
な
い
神
、
存

在
に
関
し
て
さ
え
超
越
し
て
い
る
自
由
な
神
と
、
読
み
替
え
る
。
門
存
在
な
き
神
」
と
い
う
彼
の
構
想
は
、
こ
う
し
た
思
考
に
対
す
る
神
の

絶
対
的
超
出
性
の
強
調
に
由
来
す
る
。
「
存
在
な
き
神
b
～
§
恕
謹
へ
、
讐
、
鳴
と
い
う
表
題
で
、
我
々
は
神
が
存
在
し
な
い
と
か
、
神
が
真
に

　
　
　
（
8
）

神
で
は
な
い
と
か
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
F
・
W
・
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
神
の
己
れ
の
現
実
存
在
に
関
す
る
自
由
」
と
呼
ん
で

い
た
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
」
（
U
ω
躍
O
）
。
存
在
の
名
で
さ
え
神
を
測
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
り
、
死
し
た
神
、
亡
き

神
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
無
効
を
導
出
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
神
を
神
た
ら
し
め
て
い
る
神
の
思
考
に
対
す
る
絶
対

的
平
出
、
思
考
に
対
す
る
絶
対
的
異
他
性
を
証
す
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
神
が
我
々
に
確
固
た
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず



も
っ
て
我
々
が
神
の
根
本
的
異
他
性
訂
錘
象
。
巴
①
偉
縫
取
①
獄
を
抱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
神
の
概
念
も
我
々
に
は
考
え
ら
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
偶
像
の
み
が
概
念
に
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
U
ω
円
8
）
。
こ
う
し
て
神
は
、
思
考
に
と
っ
て
不
可
知

な
も
の
、
絶
対
的
に
超
出
し
た
も
の
、
過
剰
な
も
の
、
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
マ
リ
オ
ン
の
こ
の
神
の
絶
対
的
畳
韻
、
我
々
の
思
考
に
対
す
る
距
離
、
の
強
調
に
よ
る
「
存
在
論
的
差
異
の
外
で
、
存
在
の
問
い
の
外
で

（
…
…
）
神
を
考
え
る
こ
と
」
（
U
ω
零
ω
）
の
主
張
は
、
い
く
つ
か
の
課
題
を
導
出
す
る
。
大
き
く
分
け
て
そ
れ
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は

語
り
え
な
い
も
の
を
語
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
的
問
題
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
存
在
な
き
」
神
の
、
神
の
不
在
性
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
実
践
的

問
題
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
は
否
定
的
言
説
へ
の
依
拠
に
よ
る
哲
学
の
否
定
神
学
化
へ
、
第
二
の
問
題
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
そ
の
克
服
へ
と
発

展
す
る
。

ニ
　
ア
ポ
リ
ア
的
問
題
　
　
語
り
え
な
い
も
の
を
い
か
に
語
る
か

　
マ
リ
オ
ン
は
、
存
在
の
問
い
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
根
本
的
異
他
性
を
追
求
す
る
と
い
う
点
で
、
自
分
の
思
想
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
デ
リ
ダ
の

思
想
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
種
の
親
和
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
、
語
り
え
な
い
も
の
を
語
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
は
、
存
在
の
問
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

外
で
の
根
本
的
異
他
性
を
主
張
す
る
思
想
家
た
ち
…
…
マ
リ
オ
ン
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
デ
リ
ダ
　
　
に
と
っ
て
共
通
の
問
題
で
あ
る
。
マ
リ
オ

ン
は
留
保
つ
き
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
デ
リ
ダ
と
の
親
近
性
を
確
認
す
る
。
「
も
し
距
離
が
存
在
の
問
い
と
は
徹
底
的
に
他
な
る
も
の
（
ま
だ
考

え
ら
れ
て
い
な
い
他
性
の
問
い
）
に
と
ど
ま
る
と
把
握
す
る
な
ら
ぽ
、
距
離
は
、
し
ぼ
ら
く
の
間
、
E
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
（
他
人
の
名
に
お

い
て
）
、
J
・
デ
リ
ダ
が
（
差
延
に
よ
っ
て
）
、
存
在
論
的
差
異
に
つ
な
げ
る
よ
く
似
た
二
つ
の
批
判
的
審
級
と
同
盟
状
態
に
あ
る
。
も
っ
と

も
、
し
ぼ
ら
く
の
間
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
距
離
は
存
在
論
的
差
異
の
逆
転
や
凡
庸
化
以
上
の
も
の
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
」

（圃

n
ド
O
山
H
）
。
マ
リ
オ
ン
の
考
え
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
存
在
論
的
差
異
の
乗
り
越
え
を
言
い
つ
つ
、
単
に
存
在
者
に
対
す
る
存
在
の
優
先

を
逆
転
さ
せ
て
存
在
に
対
す
る
存
在
者
（
他
者
と
い
う
存
在
者
）
を
優
先
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
存
在
論
的
差
異
の
枠
内
で
思
考
し

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

九
九
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〔
1
0
）

て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
免
れ
な
い
（
囲
O
b
。
①
o
。
）
。
し
か
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
他
者
と
い
う
存
在
者
が
な
お
も
偶
像
化
の
対
象

と
し
て
働
く
余
地
を
残
し
て
い
る
（
円
O
卜
。
G
。
一
）
。
こ
れ
に
対
し
デ
リ
ダ
の
差
延
は
、
い
か
な
る
偶
像
化
も
な
す
こ
と
な
く
存
在
論
的
差
異
を
も

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
が
、
根
本
的
異
他
性
た
る
絶
対
的
超
越
者
（
神
）
を
単
な
る
可
能
性
の
次
元
へ
と
押
し
留
め
て
し
ま
う
点
で
、
マ
リ

オ
ン
は
こ
れ
を
「
否
定
的
偶
像
化
箆
○
一
守
門
凶
Φ
急
ぴ
q
鋤
導
く
①
偏
（
囲
O
b
O
O
。
い
二
）
と
し
て
批
判
す
る
。
マ
リ
オ
ン
は
こ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
デ
リ

ダ
の
言
説
を
参
考
に
し
、
存
在
の
外
や
存
在
論
的
差
異
を
無
効
化
す
る
と
主
張
す
る
思
想
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
直
視
す
る
。
神
を
偶
像
化

す
る
こ
と
な
く
存
在
の
外
で
思
考
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
存
在
の
外
な
る
も
の
、
思
考
の
外
な
る
も
の
は
本
来
は
語
り
え
な
い
筈
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。

　
マ
リ
オ
ン
自
身
に
お
い
て
も
、
存
在
か
ら
神
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
語
り
え
な
い
筈
の
も
の
に
な
っ
た
。
語
り
え
な
い
筈
の

も
の
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
的
で
あ
り
ア
ポ
リ
ア
を
引
き
起
こ
す
。
本
来
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ご
と
く
、
語
り
え

な
い
も
の
を
前
に
し
て
は
沈
黙
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
U
ω
国
。
。
b
。
）
。
し
か
る
に
こ
う
し
た
沈
黙
さ
え
も
神
を
存
在
の

問
い
と
い
う
枠
内
か
ら
捉
え
る
態
度
に
留
ま
っ
て
い
る
と
マ
リ
オ
ン
は
見
る
（
U
ω
属
一
経
）
。
そ
れ
ゆ
え
語
り
え
な
さ
を
保
持
し
つ
つ
も
語
る

試
み
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
我
々
の
思
考
に
対
す
る
神
の
絶
対
的
超
出
i
マ
リ
オ
ン
の
用
語
で
の
「
距
離
冨
9
磐
§
8
偏

1
を
い
か
に
し
て
語
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
。
「
い
か
な
る
言
語
が
距
離
を
語
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
う
る
か
偏
（
囲
O
嵩
。
。
）
。

「
語
り
え
な
い
も
の
一
”
貯
臼
。
筐
①
は
二
戸
に
語
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
至
高
非
存
在
者
§
聾
9
ゴ
⑪
露
簿
ω
二
途
⑪
∋
①
と
し
て
と
、
誇
張

的
隔
た
り
二
三
仙
。
餌
洋
プ
）
ゼ
①
善
。
一
5
¢
①
と
し
て
と
。
こ
の
二
つ
の
要
請
に
は
ど
ん
な
言
説
様
式
ヨ
○
α
①
島
二
島
ω
o
o
ξ
ω
が
適
切
な
の
か
」

（H

n
一
蕊
）
。

　
こ
れ
に
対
す
る
マ
リ
オ
ン
の
暫
定
的
答
え
は
、
否
定
神
学
的
な
雷
説
様
式
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
遂
行
的
最
終
的
答
え

は
、
修
辞
的
な
否
定
的
諸
形
式
の
活
用
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
が
実
行
す
る
修
辞
的
な
否
定
的
諸
形
式
は
、
抹
消
線
（
い
わ
ぽ
修
辞
的
訂

正
）
、
十
字
記
号
な
い
し
十
字
架
（
抹
消
さ
れ
た
も
の
と
し
て
己
れ
を
顕
示
す
る
と
い
う
逆
説
的
表
現
）
、
さ
ら
に
逆
説
そ
の
も
の
、
な
ど
で
あ



る
。
マ
リ
オ
ン
で
は
否
定
的
言
説
様
式
は
述
定
命
題
で
の
否
定
形
の
活
用
と
い
う
こ
と
に
尽
き
な
い
が
、
も
っ
と
も
彼
自
身
は
そ
の
こ
と
に

さ
し
て
自
覚
的
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
否
定
神
学
的
な
言
説
様
式
は
直
接
主
題
と
さ
れ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
否
定
神
学
は
、
語
り
え
な
い
も
の
を
語
る
た
め
に
独
特
な
雷
説
様
式
（
直
に
語
り
え
な
い
も
の
の
称
賛
と
し
て
の
言
説
様
式
）
で
あ
り
、

決
し
て
否
定
的
・
消
極
的
な
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
と
マ
リ
オ
ン
は
い
う
。
こ
の
マ
リ
オ
ン
の
見
方
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
神

学
者
で
否
定
神
学
の
思
想
家
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
文
書
の
著
者
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
の
研
究
か
ら
来
て
い
る
。
「
人
が
や

や
軽
率
に
「
否
定
神
学
」
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
全
然
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
そ
れ
は
称
賛
と
い
う
様
式
に
も
と

つ
く
言
説
を
保
証
し
て
い
る
」
（
H
U
霜
①
）
。

　
こ
れ
に
は
否
定
神
学
で
の
「
否
定
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
神
を
語
る
さ
い
に
、
肯
定
的
に

「
神
は
…
…
で
あ
る
」
と
肯
定
的
な
述
語
で
表
現
す
る
場
合
、
そ
の
「
…
…
」
に
入
る
概
念
が
神
の
命
名
と
し
て
、
神
ぞ
の
も
の
と
同
一
視

さ
れ
凝
固
す
る
と
き
に
そ
れ
は
神
の
偶
像
化
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
神
を
「
あ
れ
で
は
な
い
、
こ
れ
で
も
な
い
し
と
い
う
風
に
否
定
的
述

語
で
し
か
語
ら
な
い
場
合
は
、
神
の
語
り
え
な
さ
、
命
名
不
可
能
性
を
保
ち
つ
つ
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
の
否
定

的
言
説
形
式
が
単
に
、
語
り
え
な
い
も
の
の
語
り
え
な
さ
を
語
る
督
す
な
わ
ち
人
間
の
思
考
の
原
理
的
な
力
不
足
を
嘆
く
不
可
知
論
を
意
昧

す
る
と
き
に
は
、
否
定
は
消
極
的
で
破
壊
的
な
否
定
性
で
あ
り
、
否
定
と
い
う
概
念
が
再
び
偶
像
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に

対
し
、
否
定
が
語
り
え
な
い
も
の
の
語
り
え
な
さ
を
語
ら
れ
る
側
の
超
過
飽
満
性
と
し
て
称
賛
す
る
場
合
は
、
否
定
は
つ
ね
に
肯
定
性
と
協

働
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
否
定
的
雷
説
が
単
に
否
定
的
（
消
極
的
）
で
は
な
く
称
賛
の
様
式
に
も
と
つ
く
言
説
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
う

い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
は
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
文
書
を
引
き
つ
づ
こ
う
言
う
。
「
た
し
か
に
否
定
融
α
q
黛
。
鉱
o
o
は
神
と
我
々
の
言
語
の

間
に
関
係
を
保
持
す
る
（
…
…
）
。
こ
の
意
味
で
〔
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
の
雷
う
よ
う
に
〕
《
否
定
は
肯
定
が
歪
嘘
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
神
的

諸
物
に
関
し
て
は
正
し
い
。
》
だ
が
こ
の
意
味
を
正
確
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
れ
は
否
定
が
神
に
つ
い
て
の
言
説
の
最
終

的
な
三
葉
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
反
転
し
た
肯
定
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
否
定
は
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

　
○
｝
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口
写

一
〇
二

的
主
張
に
固
執
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
…
…
）
否
定
は
、
も
し
そ
れ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
偶
像
化
的
な
ま
ま
で

あ
る
。
（
…
…
）
否
定
は
与
え
ら
れ
た
対
象
に
つ
い
て
の
述
定
を
反
転
さ
せ
る
だ
け
だ
と
思
い
込
む
。
こ
の
場
合
、
対
象
は
少
し
ず
つ
空
虚

に
な
る
扁
（
θ
一
。
。
窃
よ
）
。
「
否
定
の
地
位
と
射
程
を
も
っ
と
正
確
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
否
定
は
あ
ら
ゆ
る
諸
属
性
を
次
々
と
引
き
剥
が

す
こ
と
で
問
題
と
な
る
も
の
を
否
認
す
る
激
三
興
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
も
の
命
名
が
よ
り
本
質
的
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
見
え
る
ほ
ど

い
っ
そ
う
そ
れ
を
際
立
た
せ
る
鼠
α
q
餌
ひ
q
①
「
。
否
定
は
地
な
ら
し
を
し
一
つ
の
輪
郭
を
強
調
す
る
の
で
あ
り
、
空
喜
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
」

（H

t
H
o
。
①
）
。
「
そ
れ
ゆ
え
否
定
が
肯
定
と
共
に
働
く
と
き
、
否
定
の
優
秀
性
は
、
否
定
が
肯
定
を
破
壊
す
る
解
語
銭
お
こ
と
か
ら
来
る
の
で

は
な
く
、
あ
る
意
味
で
蕎
定
を
復
興
す
る
話
ω
富
霞
興
こ
と
か
ら
来
る
」
（
H
U
一
Q
。
刈
）
。

　
マ
リ
オ
ン
の
言
う
否
定
は
、
空
無
に
通
じ
る
破
壊
的
否
定
で
は
な
く
、
肯
定
性
へ
の
移
行
と
　
体
化
し
た
い
わ
ば
彫
刻
的
否
定
で
あ
る
。

否
定
的
指
定
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
語
ら
れ
る
も
の
は
痩
せ
細
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
語
ら
れ
る
も
の
の
汲
み
尽
く
せ
な
い
満
ち
溢

れ
・
飽
満
性
が
明
ら
か
に
な
る
、
称
賛
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
否
定
神
学
は
神
の
超
絶
性
を
称
え
る
神
秘
主
義
思
想

へ
と
至
り
や
す
い
と
一
般
に
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
マ
リ
オ
ン
の
思
想
の
推
移
の
な
か
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
の
九
〇
年
代
以
降

に
お
け
る
、
「
飽
満
的
現
象
9
曾
。
ヨ
9
Φ
ω
翠
霞
色
と
い
う
名
称
で
の
、
概
念
を
溢
れ
越
え
た
直
観
過
剰
な
諸
現
象
に
つ
い
て
の
雷
説
の

活
発
化
は
、
こ
う
し
た
推
移
と
し
て
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
否
定
が
そ
れ
自
体
で
逆
説
的
に
肯
定
性
を
有
す
る
こ
と
を
証
し
す
る
、

と
い
う
方
式
は
、
マ
リ
オ
ン
の
自
身
の
言
説
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
修
辞
的
な
否
定
的
諸
形
式
た
と
え
ぽ
抹
消
線
の
利
用
の
さ
い
に
も
明
ら

か
で
あ
る
。
神
が
有
限
な
思
考
に
と
っ
て
思
考
不
可
能
な
も
の
と
し
て
し
か
入
り
込
め
な
い
限
り
、
神
に
つ
い
て
語
る
時
に
は
、
神
は
抹
消

線
（
取
り
消
し
）
と
と
も
に
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
む
し
ろ
神
の
超
絶
性
が
飽
満
性
・
満
ち
溢
れ
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
神
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
十
字
で
、
棟
を
抹
消
し
よ
う
目
簿
霞
9
あ
量
（
…
…
）
。
十
字
は
、
神
が
概
念

と
し
て
消
失
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
か
、
有
効
性
に
関
し
て
仮
説
と
し
て
し
か
働
か
な
い
と
か
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
思
考
不
可
能
な
も
の
が
我
々
の
領
野
に
入
る
の
は
自
ら
を
超
過
に
よ
っ
て
思
考
不
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の



み
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
我
々
の
思
考
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
擁
を
抹
消
す
る
こ
と
は
、
実

の
と
こ
ろ
、
神
が
我
々
の
思
考
を
抹
消
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
思
い
起
こ
さ
せ
る
、
と
い
う
の
も
神
は
我
々
の
思
考
を
満
ち
溢
れ
て
い
る

ω
暮
霞
霞
か
ら
で
あ
る
」
（
○
ω
円
お
）
。

三
　
実
践
的
問
題
　
　
神
の
存
在
な
さ
ω
鋤
屋
一
、
⑪
財
①
の
二
相
一
〈
空
虚
〉
と
く
慈
愛
〉

　
否
定
が
破
壊
的
で
空
虚
へ
と
通
じ
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
か
、
逆
説
的
に
肯
定
性
へ
と
高
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
か
の
区
別

は
、
「
存
在
な
き
神
U
冨
g
ω
p
器
一
．
⑪
時
Φ
」
と
い
う
彼
の
神
構
想
の
「
存
在
な
さ
の
毬
の
一
．
⑪
寓
Φ
」
の
二
様
の
解
釈
態
度
に
対
応
す
る
。
神
の

「
存
在
な
さ
」
と
い
う
、
存
在
に
対
す
る
否
定
性
は
、
そ
れ
が
神
の
消
失
・
死
と
い
う
こ
と
に
通
じ
る
と
き
、
破
壊
的
否
定
性
の
「
空
虚

く
簿
甑
鼠
」
と
し
て
解
さ
れ
る
。
逆
に
、
存
在
に
対
す
る
否
定
性
は
、
そ
れ
が
神
の
存
在
に
関
す
る
自
由
・
存
在
に
関
す
る
無
関
心
と
い
う
こ

と
に
通
じ
る
と
ぎ
、
彫
刻
実
否
定
性
の
「
慈
愛
。
冨
葺
⑪
」
と
し
て
解
さ
れ
る
。
「
存
在
そ
の
も
の
が
偶
像
と
し
て
働
く
の
で
、
存
在
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
一
存
在
を
保
留
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
存
在
な
し
の
、
神
へ
の
接
近
が
至
る
二
つ
の
立
場

が
出
て
来
る
。
す
な
わ
ち
空
虚
と
慈
愛
で
あ
る
扁
θ
G
っ
田
H
）
。

　
＝
T
一
空
虚

　
存
在
の
保
留
、
抹
消
が
そ
の
破
壊
的
否
定
性
と
し
て
働
く
場
合
、
神
の
「
存
在
な
さ
」
は
空
虚
を
も
た
ら
す
。
こ
の
態
度
は
も
は
や
神
を

存
在
す
る
も
の
と
の
同
一
視
に
よ
っ
て
素
朴
に
偶
像
化
す
る
こ
と
か
ら
は
逃
れ
て
は
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
偶
像
を
破
壊
し
尽
く
し
た
後
の
索

漠
と
し
た
空
虚
の
中
へ
と
落
ち
込
む
。
そ
こ
に
は
も
は
や
特
装
視
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
す
べ
て
は
大
差
の
な
い
も
の
、
同
じ

よ
う
な
も
の
、
ど
う
で
も
よ
い
、
無
差
異
な
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
空
虚
の
な
か
に
い
る
態
度
は
・
単
体
に
倦
怠
や
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
も
た

ら
す
。
偶
像
化
も
し
な
い
が
欲
望
も
し
な
い
空
虚
の
な
か
に
い
る
こ
う
し
た
態
度
一
あ
る
種
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ー
を
、
マ
リ
オ
ン
は
極
め

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

一
〇
三
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五
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六
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一
〇
四

て
現
代
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
典
型
例
に
P
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
テ
ス
ト
氏
と
、
聖
書
の
コ
ヘ
レ
ト
を
挙
げ
て
い
る
。

　
テ
ス
ト
氏
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
造
形
し
た
近
代
的
人
物
像
で
、
何
も
の
も
も
は
や
偶
像
化
は
し
な
い
が
、
す
べ
て
を
偶
然
性
の
相
の
も
と
、

可
能
性
の
相
の
も
と
で
漏
る
こ
と
で
世
界
を
空
虚
な
も
の
と
す
る
人
物
で
あ
る
。
テ
ス
ト
氏
は
そ
の
視
線
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
検
証
に
か
け

る
、
テ
ス
ト
す
る
。
彼
は
純
粋
な
観
察
者
、
傍
観
者
、
証
人
望
事
○
ヨ
で
あ
る
。
彼
は
極
度
の
明
晰
さ
、
す
べ
て
を
見
透
す
視
線
を
も
つ
。

こ
れ
ゆ
え
、
鉄
槌
を
持
っ
て
哲
学
す
る
思
想
家
を
自
認
し
た
こ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
、
彼
は
古
い
偶
像
の
破
壊
者
で
あ
る
。
「
テ
ス
ト
は
純
然

た
る
視
線
で
ど
ん
な
可
視
物
も
破
壊
す
る
篇
（
○
ω
司
一
9
）
。
「
テ
ス
ト
は
純
然
た
る
視
線
で
彼
が
視
線
を
注
ぐ
も
の
を
試
す
9
δ
二
く
韓
。

人
が
敵
を
破
壊
す
る
た
め
に
地
面
に
押
さ
え
つ
け
る
甑
×
興
よ
う
に
彼
は
そ
れ
を
定
め
る
凱
×
興
。
〔
彼
の
〕
視
線
は
諸
対
象
に
打
撃
を
与
え

る
、
た
だ
し
そ
れ
は
適
正
な
形
を
彫
り
出
す
彫
刻
家
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
彫
像
を
崇
拝
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
彫
像

を
損
壊
す
る
上
議
者
の
よ
う
に
で
あ
る
。
…
あ
る
い
は
ま
さ
に
、
よ
り
古
い
諸
偶
像
を
破
壊
す
る
た
め
に
「
鉄
槌
の
一
撃
で
も
っ
て
」
哲

学
す
る
思
想
家
の
よ
う
に
で
あ
る
㎏
（
○
ω
田
O
卜
。
）
。

　
テ
ス
ト
氏
は
徹
底
し
て
見
る
人
、
観
照
の
人
で
あ
り
、
そ
の
視
線
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
テ
ス
ト
す
る
。
諸
物
は
睡
る
入
、
視
線
の

保
持
者
の
南
関
物
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
ニ
ー
チ
ェ
の
遠
近
法
主
義
の
よ
う
に
、
そ
の
視
線
の
も
と
で
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
も
の
と
し
て
現

れ
る
。
「
偶
像
破
壊
的
な
視
線
の
光
で
、
世
界
は
こ
の
視
線
そ
の
も
の
と
区
別
の
つ
か
な
い
曇
っ
た
影
と
な
る
」
（
U
ω
曽
①
ω
）
。
テ
ス
ト
氏
の

よ
う
な
偶
像
破
壊
的
視
線
の
明
晰
さ
に
お
い
て
は
、
特
権
視
さ
れ
る
至
高
な
も
の
は
も
は
や
何
も
な
く
、
す
べ
て
が
無
差
異
な
も
の
と
し
て

現
れ
る
。
そ
の
結
果
生
じ
る
の
は
倦
怠
①
毒
ε
と
い
う
感
情
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
倦
怠
は
、
マ
リ
オ
ン
の
考
え
で
は
、
無
画
一
．
鴛
9
簿
δ
。
。
①
ヨ
①
コ
け
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
不
安
と
似
て
い
る
が
、
た
だ
し
次
の
点
で
混
同
さ
れ

え
な
い
。
倦
怠
は
、
無
化
の
よ
う
に
破
壊
と
い
う
否
定
的
関
心
さ
え
な
く
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
歪
高
価
値
引
き
下
げ
に
ま
つ
わ
る
悲
壮

感
も
な
く
、
不
安
の
よ
う
に
無
の
喚
起
に
よ
る
存
在
論
的
差
異
も
な
い
（
○
O
o
巾
讐
δ
O
∴
諺
）
。
倦
怠
は
徹
底
し
た
無
差
異
・
無
関
心
ヨ
要
望
③

円
窪
。
①
の
も
と
に
い
る
。
逆
に
雷
え
ぽ
、
倦
怠
は
否
定
的
関
心
も
な
い
無
妻
、
悲
壮
感
な
き
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
存
在
論
的
差
異
さ
え
な
い
不
安
、



だ
と
も
い
え
る
。
テ
ス
ト
氏
の
よ
う
な
状
況
で
の
倦
怠
は
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
無
差
異
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
点
で
、

い
わ
ば
静
観
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
テ
ス
ト
氏
の
状
況
は
単
に
文
学
的
な
空
想
上
の
状
況
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
現
代
的
な
我
々
の
状
況
で
あ
り
、

自
分
自
身
が
直
面
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
マ
リ
オ
ン
は
雷
う
。
「
テ
ス
ト
は
日
常
的
で
実
際
的
に
あ
り
う
る
ひ
と
つ
の
状
況
を
想
像
的
に

表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
我
々
の
状
況
で
あ
る
。
（
…
…
）
こ
の
著
書
の
始
ま
り
以
来
、
私
は
テ
ス
ト
の
立
場
に
い
る
。
そ
し
て
私
の

読
者
た
ち
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
」
（
U
ω
円
一
①
㎝
）
。

　
こ
う
し
た
状
況
は
き
わ
め
て
現
代
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
現
代
と
い
う
時
代
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
あ
る
種
の
態

度
と
し
て
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
で
も
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
昔
か
ら
あ
り
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
マ
リ
オ

ン
は
、
テ
ス
ト
氏
に
良
く
似
た
状
況
を
呈
し
て
い
る
他
の
例
と
し
て
、
旧
約
聖
書
の
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
コ
ヘ

レ
ト
は
言
う
。
な
ん
と
い
う
空
し
さ
　
何
と
い
う
空
し
さ
、
す
べ
て
は
空
し
い
。
＜
Q
無
芯
山
①
ω
〈
簿
三
芯
ρ
島
二
①
ρ
o
ぴ
色
Φ
け
く
舛
三
蓋
⊆
Φ
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

く
⇔
三
融
ρ
Φ
け
8
旨
〔
Φ
ω
穿
く
餌
三
目
一
太
陽
の
下
、
人
は
労
苦
す
る
が
　
す
べ
て
の
労
苦
も
何
に
な
ろ
う
し
（
U
ω
曽
お
）
（
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
、

一
・
二
…
三
）
。
「
太
陽
の
下
、
新
し
い
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
」
（
U
O
o
四
日
お
）
（
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
、
｝
・
九
）
。
コ
ヘ
レ
ト
は
、
地
上
の
あ

ら
ゆ
る
事
柄
の
空
し
さ
、
空
虚
を
謳
う
。
知
恵
の
深
ま
り
に
よ
る
洞
察
に
よ
っ
て
、
コ
ヘ
レ
ト
は
繁
栄
も
快
楽
も
永
続
せ
ず
つ
か
の
ま
の
も

の
で
あ
る
こ
と
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
通
す
。
コ
ヘ
レ
ト
は
ヨ
ブ
と
同
様
に
、
存
在
し
な
か
っ
た
者
、
生
ま
れ
な
か
っ
た
者
の

方
が
い
っ
そ
良
か
っ
た
と
い
う
厭
世
的
感
情
を
吐
露
す
る
（
ヨ
ブ
記
、
三
・
一
一
二
六
）
（
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
、
二
・
七
、
四
・
ニ
ー
三
）
。
が
、

ヨ
ブ
が
地
上
の
事
柄
の
価
値
そ
の
も
の
を
疑
っ
て
お
ら
ず
た
だ
そ
れ
ら
が
不
当
に
奪
わ
れ
た
こ
と
、
所
有
し
て
い
た
財
の
喪
失
を
嘆
く
の
に

対
し
、
コ
ヘ
レ
ト
は
ま
さ
に
失
っ
た
も
の
で
な
く
所
有
し
て
い
る
も
の
を
さ
え
そ
の
空
し
さ
を
謳
う
（
U
O
o
国
一
謡
）
。
コ
ヘ
レ
ト
は
物
事
が
あ

た
か
も
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
眺
め
る
人
、
そ
の
偶
然
性
を
直
視
す
る
入
で
あ
り
、
超
然
と
世
界
を
保
留
の
も
と
に
お
い
て
し
ま
う
。
コ

ヘ
レ
ト
は
知
恵
の
深
ま
り
ゆ
え
に
地
上
の
価
値
に
規
定
さ
れ
た
諸
物
を
偶
像
化
す
る
こ
と
も
な
く
偶
像
化
の
幻
影
か
ら
逃
れ
た
の
で
あ
る
が
、

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

一
〇
五
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五
菖
七
十
六
号

｝
〇
六

そ
の
結
果
す
る
と
こ
ろ
は
空
し
さ
（
空
虚
く
鋤
三
け
⑩
）
を
謳
い
、
物
憂
さ
に
浸
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
何
も
か
も
、
物
憂
い
。

（
…
…
）
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
か
ら
も
あ
り
、
か
つ
て
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
起
こ
る
。
太
陽
の
下
、
新
し
い
も
の
は
何

ひ
と
つ
な
い
」
（
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
、
　
・
九
）
。
「
知
恵
が
深
ま
れ
ば
悩
み
も
深
ま
り
　
知
識
が
増
せ
ば
痛
み
も
増
す
」
（
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
、

一
・
一
八
）
。

　
ま
る
で
中
期
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
、
テ
ス
ト
氏
も
コ
ヘ
レ
ト
も
何
も
の
も
偶
像
化
し
な
い
醒
め
た
批
判
精
神
を
担
っ
た
視
線
で
認
識
の
自

由
を
遂
行
す
る
。
実
際
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
神
の
下
戸
に
よ
っ
て
認
識
の
自
由
が
開
け
る
こ
と
、
古
き
神
が
死
に
認
識
の
留
険
に
曙
光
が
広
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
（
『
悦
ば
し
き
知
識
』
三
鰯
三
）
。
だ
が
そ
れ
で
は
、
何
が
、
こ
の
認
識
の
自
由
と
し
て
の
偶
像
破
壊
す
る
視
線
を
保

証
し
て
い
る
の
か
。
実
は
そ
れ
は
何
も
な
い
。
何
も
の
も
偶
像
化
す
る
こ
と
な
く
そ
の
幻
影
性
・
虚
妄
性
を
見
透
す
偶
像
破
壊
的
な
認
識
の

自
由
な
視
線
は
、
そ
の
徹
底
性
に
お
い
て
そ
れ
自
体
の
底
無
し
の
自
由
に
、
無
根
拠
に
突
き
当
た
る
。
ま
ず
最
初
の
う
ち
に
は
、
偶
像
破
壊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
員
V

的
視
線
は
、
テ
ス
ト
氏
が
そ
う
し
た
よ
う
に
「
自
己
自
身
の
精
神
を
偶
像
化
す
る
」
（
U
ω
田
①
ω
）
と
い
う
こ
と
、
自
己
自
身
を
根
拠
と
す
る

自
己
偶
像
化
一
、
偉
。
段
。
∴
山
○
邸
可
δ
、
に
よ
っ
て
こ
の
無
根
拠
の
露
呈
を
回
避
す
る
。
し
か
し
や
が
て
偶
像
破
壊
者
の
偶
像
破
壊
的
視
線
は
そ

の
不
徹
底
に
気
づ
き
、
反
転
し
て
己
れ
自
身
を
も
偶
像
化
で
き
な
い
と
し
て
破
壊
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
「
自
己
偶
像
化
は
偶
像

化
を
成
し
遂
げ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
自
己
軽
蔑
に
よ
る
自
殺
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
で
あ
る
」
（
○
ω
田
①
G
。
）
。

　
か
く
し
て
「
神
の
死
」
、
神
の
「
存
在
な
さ
ω
磐
ω
一
、
⑪
嘗
①
」
と
い
う
こ
と
が
、
破
壊
的
否
定
性
に
よ
っ
て
「
空
虚
く
p
三
郷
」
と
し
て
解
釈

さ
れ
る
態
度
で
は
、
自
己
偶
像
化
か
そ
の
破
綻
た
る
自
己
偶
像
破
壊
（
自
己
破
壊
的
営
為
と
し
て
の
自
己
嫌
悪
・
自
殺
）
と
い
う
両
極
か
、

さ
も
な
く
ぼ
そ
の
一
歩
手
前
の
（
倦
怠
や
物
憂
さ
を
伴
う
）
静
観
的
態
度
へ
の
終
始
か
、
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
逃
れ
る
術
は
、
マ
リ
オ
ン
の

考
え
で
は
、
「
存
在
な
さ
」
を
別
の
積
極
的
意
味
i
「
慈
愛
。
ぴ
帥
鼠
菰
」
－
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
な
い
。
「
空
虚

は
存
在
／
存
在
者
を
越
え
て
ま
だ
慈
愛
に
近
づ
く
こ
と
な
き
視
線
か
ら
生
じ
る
」
（
U
ω
目
H
。
。
。
。
）
。
空
虚
は
、
存
在
の
彼
方
だ
が
慈
愛
の
手
前

で
あ
り
、
「
慈
愛
の
裏
面
」
（
U
ω
じ
弓
一
〇
。
○
。
）
な
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
慈
愛
あ
る
い
は
愛
黛
。
9
0
弩
は
「
存
在
な
さ
扁
の
別
様
な
解
釈
と



し
て
あ
る
。
「
愛
の
み
が
存
在
す
る
必
要
が
な
い
。
そ
し
て
棟
は
存
在
な
し
に
愛
す
る
」
（
○
ω
国
一
り
㎝
）
。
つ
ま
り
存
在
な
き
神
の

さ
」
と
は
、
お
の
れ
の
存
在
に
固
執
す
る
こ
と
の
な
き
慈
愛
と
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

［
存
在
な

　
三
⊥
一
　
慈
　
　
愛

　
慈
愛
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
た
の
は
、
次
行
『
慈
愛
に
つ
い
て
の
序
説
』
（
一
九
八
六
）
で
あ
る
が
、
空
虚
へ
の
マ
リ
オ

ン
の
関
心
の
高
さ
と
い
う
傾
向
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
こ
で
生
彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
悪
や
危
機
と
い
っ
た
問
題
の
考
察
で

あ
る
。

　
さ
て
、
神
の
絶
対
約
超
群
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
る
神
の
「
存
在
な
さ
」
、
神
の
退
去
が
、
悪
と
い
う
問
題
に
結
び
付
け
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
の
が
、
『
慈
愛
に
つ
い
て
の
序
説
』
所
収
の
論
文
「
人
格
化
し
た
悪
」
（
一
九
七
九
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
リ
オ
ン
は
、
「
悪
の
論
理

δ
α
q
昼
螺
0
9
犀
鳥
」
と
い
う
も
の
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
「
神
の
死
」
を
別
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
、
「
神
の
死
扁
と
い
う

考
え
方
そ
の
も
の
が
一
種
の
弁
神
論
一
こ
の
世
に
お
け
る
悪
の
実
在
と
神
の
義
と
が
ど
う
両
立
し
う
る
の
か
、
悪
の
実
在
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ず
神
の
義
の
擁
護
を
図
る
弁
論
一
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
マ
リ
オ
ン
の
考
え
で
は
、
悪
は
観
念
的
な
善
／
悪
の
区
分
と
し
て
の
も
の
以
前
に
、
何
よ
り
も
触
発
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
何
よ
り

も
ま
ず
、
悪
と
は
苦
痛
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
苦
し
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
。
苦
し
み
、
と
り
わ
け
身
体
的
苦
痛
に
お
い
て
は
、
悪
を
単
に

観
念
的
な
価
値
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
マ
リ
オ
ン
の
考
察
は
被
る
悪
に
お
け
る
苦
痛
性
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
。

「
何
よ
り
も
ま
ず
悪
と
は
一
日
差
巴
、
苦
し
ま
せ
る
（
ほ
痛
い
）
鴎
巴
お
ヨ
巴
。
苦
し
み
ω
○
償
凍
茜
昌
8
が
私
を
身
体
的
あ
る
い
は
道
徳
的
に
触

発
す
る
と
い
う
こ
と
が
苦
痛
匹
。
巳
Φ
震
と
共
に
、
苦
痛
と
し
て
、
課
せ
ら
れ
る
。
悪
は
、
忌
避
で
き
ず
あ
ら
ゆ
る
幻
影
の
手
前
の
、
証
拠

や
議
論
を
免
れ
た
、
唯
一
の
事
実
と
し
て
絶
対
的
に
感
じ
ら
れ
る
」
（
℃
O
一
ω
）
。

　
こ
う
し
た
被
る
悪
の
只
中
に
お
か
れ
た
人
間
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
い
わ
れ
な
い
（
と
当
人
に
は
思
わ
れ
る
）
苦
痛
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

一
〇
七
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五
百
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六
号

～
○
八

ら
な
い
の
か
、
悪
を
被
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
、
と
悪
の
原
因
を
問
う
。
そ
し
て
こ
の
原
因
追
究
は
、
苦
痛
が
激
し
く
緊
急
の
場
合
に

は
、
悪
の
原
因
を
冷
静
に
発
見
す
る
認
識
的
営
為
で
あ
る
以
前
に
、
悪
の
原
因
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
去
・
排
除
す
る
実
効
的
行
為
で
あ

る
。
自
分
を
苦
し
め
る
原
因
と
な
る
人
や
集
団
へ
の
復
讐
は
、
あ
る
意
味
で
こ
う
し
た
悪
の
原
因
除
去
の
実
力
行
使
で
あ
る
。
復
讐
は
悪
に

対
抗
す
る
悪
、
「
対
抗
悪
一
①
o
O
口
q
Φ
邑
墨
こ
（
勺
0
霜
）
を
生
み
出
し
、
こ
こ
に
被
る
悪
は
為
す
悪
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
う
し
た
復
讐
と
い
う

発
想
を
支
・
濁
る
論
理
・
理
屈
、
「
復
讐
の
論
理
δ
ひ
q
5
戸
お
臼
二
鋤
く
Φ
臣
ひ
q
Φ
簿
5
0
①
」
（
勺
9
0
）
こ
そ
が
、
悪
を
永
続
化
・
増
大
化
す
る
「
悪
の
論

理
」
（
℃
9
0
）
で
あ
る
と
マ
リ
オ
ン
は
見
る
。
「
悪
は
そ
の
論
理
を
復
讐
の
論
理
と
し
て
繰
り
広
げ
る
篇
（
℃
O
b
。
G
。
）
。

　
悪
の
論
理
は
、
や
ら
れ
た
こ
と
を
や
り
か
え
す
と
い
う
仕
返
し
・
応
報
・
均
衡
化
原
理
と
し
て
の
復
讐
の
論
理
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
根
底
に
あ
っ
て
こ
の
論
理
を
作
動
さ
せ
る
出
発
点
は
自
己
の
潔
白
の
弁
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
被
っ
て
い
る
悪
の

原
因
を
ど
こ
か
に
求
め
る
が
、
自
己
の
潔
白
を
確
保
す
る
た
め
に
悪
を
非
自
己
化
し
、
他
の
者
へ
悪
の
原
因
を
帰
濁
す
る
。
そ
し
て
他
の
者

を
悪
の
原
質
と
し
て
告
発
・
非
難
し
、
復
讐
す
る
。
自
分
の
正
し
さ
を
希
求
す
る
態
度
が
、
は
か
ら
ず
も
こ
う
し
た
自
己
弁
護
に
よ
る
他
者

帰
責
と
し
て
、
復
讐
の
論
理
を
作
動
さ
せ
る
。
「
悪
の
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
は
ま
ず
、
悪
に
対
し
て
私
の
原
因
を
弁
護
す
る
こ
と
に
帰
す

る
。
あ
ら
ゆ
る
悪
に
は
、
少
な
く
と
も
、
復
讐
の
欲
望
が
応
じ
る
」
（
℃
○
置
）
。
「
悪
の
頂
点
は
、
苦
し
み
を
取
り
除
く
つ
も
り
で
悪
を
永
続

化
す
る
こ
と
、
自
分
自
身
の
潔
白
無
罪
一
§
0
8
ま
Φ
を
保
証
す
る
た
め
に
他
の
者
た
ち
を
有
罪
に
す
る
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
」

（
℃
0
8
）
。

　
自
己
の
潔
白
・
正
し
さ
の
弁
護
に
よ
っ
て
、
他
の
者
へ
悪
の
原
因
を
求
め
る
こ
の
悪
の
論
理
の
例
に
、
マ
リ
オ
ン
は
聖
書
か
ら
ア
ダ
ム
と

イ
ヴ
の
原
罪
で
の
神
と
の
応
答
場
面
、
カ
イ
ン
の
ア
ベ
ル
殺
害
、
を
挙
げ
る
。
善
悪
の
知
識
の
実
を
食
べ
た
こ
と
を
知
っ
た
神
が
ア
ダ
ム
に

問
い
質
す
と
、
己
れ
の
潔
白
無
罪
を
保
持
し
よ
う
と
ア
ダ
ム
は
イ
ヴ
に
、
イ
ヴ
は
蛇
に
、
原
因
遡
行
を
、
責
任
転
嫁
を
は
か
る
。
こ
の
点
で

「
悪
が
世
界
に
入
る
の
は
悪
の
論
理
そ
の
も
の
と
と
も
に
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
自
己
自
身
を
悪
か
ら
解
き
放
つ
た
め
に
、
そ
う
し

て
自
己
の
潔
白
無
罪
を
主
張
す
る
た
め
に
悪
を
他
者
に
移
す
こ
と
で
あ
る
」
（
勺
O
b
。
し
。
）
。
ま
た
、
カ
イ
ン
が
弟
ア
ベ
ル
を
殺
し
た
の
は
、
自



分
が
神
に
愛
で
ら
れ
な
い
と
い
う
不
幸
の
原
因
を
弟
の
存
在
に
帰
し
て
こ
の
原
因
の
除
去
を
は
か
っ
た
　
種
の
復
讐
と
み
な
せ
る
。
そ
こ
に

は
ど
ち
ら
か
が
幸
福
な
ら
そ
の
者
は
も
う
一
方
の
者
の
不
幸
の
原
因
と
な
り
責
任
が
あ
る
、
と
い
う
苦
を
被
る
者
の
自
己
潔
白
の
言
い
立
て

に
よ
る
他
へ
の
悪
の
原
因
追
究
が
あ
る
。
「
絶
対
的
に
己
れ
の
潔
白
無
罪
を
主
張
す
る
者
、
そ
れ
ゆ
え
悪
を
す
ぐ
移
す
こ
と
な
し
に
耐
え
る

こ
と
を
拒
否
す
る
者
は
、
他
の
者
た
ち
を
非
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
己
れ
を
罪
悪
感
か
ら
解
放
し
え
な
い
」
（
勺
0
さ
。
H
）
。

　
復
讐
の
論
理
と
し
て
の
悪
の
論
理
は
、
、
悪
の
原
因
を
他
の
者
に
求
め
非
難
す
る
。
こ
れ
φ
え
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
神
が
世
界
を
創
造
し

た
と
す
る
な
ら
こ
の
世
界
に
お
け
る
悪
は
、
そ
の
原
因
も
究
極
的
に
は
神
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
ま
ず
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
弁
神
論
の
よ
う
に
悪
を
何
ら
か
の
形
で
善
に
益
す
る
も
の
と
し
て
合
理
化
し
て
神
の
善
性
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
擁
護
し
、
悪
の
悪
と
し

て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
無
視
す
る
方
法
が
あ
る
。
だ
が
も
し
そ
う
で
な
く
悪
の
悪
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、
悪
の
善
へ
の
還
元
不
可
能
性
を
直

視
す
る
な
ら
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
よ
う
に
こ
の
悪
の
実
在
す
る
世
界
を
造
っ
た
者
を
善
き
神
の
下
位
に
置
か
れ
る
悪
し
き
造
物
主
と
し
て

善
き
神
か
ら
切
り
離
す
か
、
も
し
神
が
あ
く
ま
で
唯
　
の
善
き
神
だ
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
す
る
こ
と
つ
ま
り

「
神
の
死
㎏
が
帰
結
す
る
。
「
神
の
死
」
は
、
悪
の
実
在
に
対
す
る
原
因
を
神
に
求
め
そ
の
責
任
を
問
う
と
き
の
責
任
免
除
i
神
が
す
で

に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
な
ら
も
は
や
責
任
を
問
え
な
い
　
　
の
方
策
で
あ
り
、
こ
れ
は
悪
の
実
在
を
許
し
た
神
へ
の
死
刑
と
死
者
に
対
す

る
免
責
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
こ
う
し
た
神
へ
の
死
刑
宣
告
も
、
神
の
免
責
を
求
め
る
現
代
的
な
手
の
込
ん
だ
弁
神
論

で
あ
る
（
マ
リ
オ
ン
自
身
は
弁
神
論
と
い
う
語
は
用
い
な
い
が
）
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
発
想
は
そ
も
そ
も
、
悪
の
原
因

追
究
と
悪
の
原
因
に
応
報
の
処
遇
を
求
め
る
復
讐
の
論
理
に
根
ざ
し
て
い
る
。
「
神
は
悪
の
原
因
な
の
だ
か
ら
と
神
を
非
難
す
る
こ
と
を
主

張
す
る
こ
と
　
　
一
見
し
て
強
力
な
の
と
同
じ
く
ら
い
凡
庸
な
議
論
　
　
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
問
題
と
な
る
の
は
復
讐
の
論
理
の
最
高

段
階
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
普
遍
的
悪
の
甘
受
者
が
非
難
し
う
る
究
極
有
責
者
、
そ
れ
は
神
で
あ
る
と
扁
（
勺
O
b
。
b
。
）
。
「
か
く
し
て
「
神
の

死
」
は
復
讐
の
論
理
か
ら
一
直
線
に
下
り
て
く
る
。
世
界
に
と
っ
て
唯
一
の
善
き
神
、
そ
れ
は
死
ん
だ
神
で
あ
る
」
（
勺
○
器
）
。

　
「
神
の
死
」
の
根
底
に
ひ
そ
む
こ
う
し
た
復
讐
の
論
理
の
人
格
化
し
た
も
の
、
人
格
化
し
た
悪
δ
ヨ
巴
Φ
渇
唱
①
『
ω
o
毒
①
と
し
て
、
マ
リ

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

～
〇
九
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オ
ン
は
サ
タ
ン
を
挙
げ
る
。
サ
タ
ン
は
ま
ず
何
よ
り
も
他
を
告
発
す
る
者
、
非
難
す
る
者
で
あ
る
。
「
サ
タ
ン
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
告
発
非

難
す
る
者
曵
。
o
象
ω
讐
Φ
環
ご
を
示
す
」
（
℃
O
G
。
㎝
∀
。
そ
し
て
サ
タ
ン
と
は
、
マ
リ
オ
ン
の
考
え
で
は
、
神
の
戯
画
・
模
倣
者
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
神
も
サ
タ
ン
も
そ
の
「
退
去
お
茸
巴
ご
「
自
身
を
隠
す
ω
Φ
＆
ω
ω
冒
缶
魯
」
（
℃
○
ω
①
）
と
い
う
点
で
は
似
て
い
る
が
、
神
で
は
こ
う
し

た
不
在
性
は
愛
ゆ
え
の
距
離
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
サ
タ
ン
で
は
こ
う
し
た
不
在
性
は
無
責
任
に
よ
る
「
回
避
（
言
い
逃

れ
）
⊆
財
。
ぴ
巴
Φ
」
（
勺
○
ω
O
）
、
「
逃
げ
｛
乱
審
扁
（
℃
O
ω
①
）
、
「
裏
切
り
嘗
餌
露
ω
9
ご
（
℃
O
G
。
G
。
）
、
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
サ
タ
ン
の
不
在
性

は
策
略
と
い
う
よ
り
そ
の
唯
一
の
行
動
様
式
を
成
す
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
神
を
も
模
倣
す
る
（
…
…
）
。
模
倣
者
一
丁
真
似
の
サ
タ
ン

　
　
カ
リ
カ
チ
ュ
ァ

ー
は
戯
画
に
変
質
す
る
。
と
い
う
の
も
距
離
は
神
の
瞬
時
的
愛
の
様
式
を
成
し
、
そ
う
し
て
神
は
人
聞
と
共
に
生
き
る
の
に
対
し
、
サ
タ

ン
の
回
避
住
財
。
σ
巴
①
は
名
状
し
が
た
い
憎
悪
に
よ
っ
て
魂
を
抹
殺
す
る
よ
う
濡
す
か
ら
で
あ
る
」
（
勺
○
ω
①
）
。
神
も
サ
タ
ン
も
、
彼
ら
が
働

く
と
き
に
は
己
れ
を
退
去
し
い
わ
ぽ
身
を
引
く
と
い
う
仕
方
、
前
著
『
存
在
な
き
神
』
で
の
マ
リ
オ
ン
の
雷
い
方
で
な
ら
「
存
在
な
き
」
と

い
う
仕
方
を
と
る
が
、
前
著
で
の
「
存
在
な
さ
扁
の
空
虚
／
慈
愛
と
い
う
二
棚
が
こ
こ
で
は
サ
タ
ン
と
神
と
し
て
、
そ
の
至
上
形
態
を
見
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
も
身
を
引
き
そ
の
不
在
を
保
つ
の
で
あ
る
が
、
サ
タ
ン
は
「
愛
す
る
意
志
の
無
能
」
（
勺
○
障
）
ゆ
え
に
い
わ

ば
回
避
と
し
て
、
逃
げ
、
意
志
の
消
極
性
と
し
て
そ
う
す
る
の
に
対
し
、
神
は
愛
す
る
意
志
と
し
て
な
す
。
ち
ょ
う
ど
我
々
が
岡
じ
静
観
的

態
度
で
も
っ
て
他
考
を
見
殺
し
に
す
る
こ
と
も
、
見
守
る
こ
と
も
あ
り
う
る
よ
う
に
。
そ
の
両
者
の
差
は
紙
一
重
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
分
岐
点
は
意
志
の
問
題
に
あ
る
。

　
実
際
、
「
存
在
な
さ
」
を
空
虚
と
し
て
体
現
す
る
人
格
モ
デ
ル
と
し
て
マ
リ
オ
ン
が
挙
げ
た
テ
ス
ト
氏
、
コ
ヘ
レ
ト
、
サ
タ
ン
、
は
み
な

意
志
の
無
力
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
志
の
無
力
は
不
決
断
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
す
た
め
、
自
由
の
危
機
、
ひ
い
て
は
道
徳
の
危
機

が
量
さ
れ
る
と
マ
リ
オ
ン
は
捉
え
る
。
『
慈
愛
に
つ
い
て
の
序
説
輪
の
論
文
「
決
定
的
危
機
」
（
一
九
八
三
）
で
、
マ
リ
オ
ン
は
こ
の
「
危

機
扁
と
い
う
概
念
の
意
味
す
る
こ
と
を
意
志
の
問
題
に
絡
め
て
論
じ
て
い
る
。

　
現
代
に
お
い
て
危
機
は
、
文
化
的
・
経
済
的
・
政
治
的
な
ど
の
諸
分
野
で
様
々
な
現
象
に
対
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
西
洋
文
明
の



危
機
、
金
融
危
機
、
民
主
主
義
の
危
機
、
さ
ら
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
、
家
族
の
危
機
、
諸
価
値
の
危
機
、
な
ど
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
う

し
た
危
機
と
い
う
概
念
の
多
用
・
拡
散
は
こ
の
概
念
の
本
質
を
見
え
に
く
く
す
る
が
、
そ
も
そ
も
危
機
と
は
何
を
示
し
て
い
る
の
か
、
と
マ

リ
オ
ン
は
問
う
。
語
源
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
頼
る
こ
と
を
避
け
る
な
ら
ば
、
危
機
と
は
、
あ
る
物
事
の
中
に
「
対
立
き
富
α
q
o
艮
ω
筥
Φ
」

（
勺
O
一
ト
。
心
）
「
葛
藤
o
O
融
弊
」
「
矛
盾
o
O
斎
忌
臼
。
口
。
芝
（
勺
○
這
q
）
が
存
す
る
こ
と
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
対
立
、
葛
藤
、
矛
盾
を
は
ら
ん

だ
も
の
は
両
極
の
問
で
引
き
裂
か
れ
解
体
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
何
ら
か
の
決
断
や
処
置
決
定
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
「
危
機
」
と
は
決
断
鼠
。
一
ω
δ
p
や
判
断
（
”
審
判
）
言
α
q
Φ
露
①
暮
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
勺
○
お
心
）
。

　
危
機
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
の
は
た
い
て
い
対
立
・
葛
藤
・
矛
盾
が
分
析
に
よ
っ
て
知
的
に
理
解
さ
れ
る
終
局
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

知
的
分
析
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
対
立
・
葛
藤
・
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
悲
劇
が
あ
る
（
勺
O
誌
㎝
）
。
悲
劇
は
、
主
人
公
た
ち
が

と
ら
わ
れ
て
い
る
危
機
の
な
か
に
含
ま
れ
る
葛
藤
や
矛
盾
の
知
的
理
解
を
観
客
に
も
た
ら
す
。
と
は
い
え
危
機
と
い
う
概
念
が
示
し
て
い
る

の
は
、
分
析
や
洞
察
に
よ
る
対
立
・
葛
藤
・
矛
盾
の
知
的
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
前
に
し
た
決
断
の
可
能
性
で
あ
る
。
決
断
を
な

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
決
定
す
る
自
由
意
志
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
危
機
と
い
う
概
念
に
は
暗
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
自
由
の
及
ば
な
い
も
の
は
対
立
や
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
よ
う
と
単
な
る
破
局
、
運
命
、
災
害
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
危
機
と
は
呼
べ

な
い
か
ら
で
あ
る
（
勺
O
一
ト
。
①
）
。
つ
ま
り
危
機
と
は
、
対
立
・
菖
藤
・
矛
盾
に
対
し
て
決
断
に
よ
っ
て
解
決
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
す
概
念
で
あ
り
、
危
機
は
自
由
意
志
の
積
極
的
な
遂
行
を
喚
起
す
る
と
い
う
肯
定
的
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
マ
リ
オ
ン
は
注
意

を
促
す
。
「
端
的
に
言
う
と
、
我
々
は
危
機
を
、
少
な
く
と
も
自
由
な
決
断
が
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
分
析
さ
れ

た
葛
藤
状
態
の
意
味
で
用
い
る
」
（
勺
○
旨
①
）
。

　
様
々
な
危
機
の
な
か
で
の
究
極
の
危
機
と
い
う
も
の
と
し
て
、
マ
リ
オ
ン
は
死
と
い
う
危
機
を
候
補
に
挙
げ
る
。
死
に
お
い
て
は
実
際
、

多
く
の
対
立
・
葛
藤
・
逆
説
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
生
き
る
意
欲
と
消
え
る
意
欲
」
（
勺
O
一
ω
蒔
）
と
の
対
立
、
「
自
己
保
存
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

と
自
己
保
持
な
き
贈
与
」
（
勺
0
一
鍵
）
と
の
葛
藤
、
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
な
死
が
現
存
在
の
最
も
固
有
な
不
可
能
性
の
可

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

一
二
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能
性
で
あ
る
と
い
っ
た
逆
説
な
ど
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
死
は
、
「
自
分
の
死
」
は
実
は
自
分
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
完
全
な
危
機
と
し
て
は

経
験
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
分
の
死
は
白
分
に
と
っ
て
は
完
成
形
と
し
て
確
認
さ
れ
な
い
。
ひ
と
は
自
分
の
死
亡
時
刻
は
知
り
え
な
い
。

自
殺
す
る
者
で
さ
え
厳
密
に
は
自
分
の
死
の
証
人
に
は
な
り
え
な
い
限
り
こ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
。
「
私
が
死
ぬ
瞬
闘
、
私
の
死
が
、
そ
の

決
定
さ
れ
る
瞬
間
に
、
私
は
そ
の
証
人
で
も
作
者
で
も
な
い
」
（
℃
O
お
㎝
）
。
自
分
の
死
に
お
い
て
は
、
死
が
は
ら
む
対
立
や
矛
盾
を
前
に
し

て
の
決
断
と
い
う
自
由
意
志
の
働
く
余
地
は
な
い
。
死
は
そ
れ
ゆ
え
究
極
の
危
機
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
「
宋
完
成
の
危

機
」
（
℃
○
ド
巽
）
に
と
ど
ま
る
。
逆
に
雷
え
ば
、
最
も
完
成
さ
れ
た
形
で
の
危
機
は
、
「
自
由
な
危
機
」
「
私
の
自
由
に
か
な
っ
た
危
機
し

（
勺
〇
一
ω
刈
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
で
は
究
極
の
危
機
、
完
成
形
の
危
機
は
、
死
に
よ
っ
て
さ
え
も
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
何
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
。

そ
れ
は
慈
愛
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。
完
成
形
の
危
機
は
、
そ
れ
に
直
面
す
る
人
に
決
断
の
自
由
を
喚
起
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
判
断
・
裁
断

を
直
面
す
る
人
に
委
ね
る
。
だ
か
ら
こ
そ
完
成
形
の
危
機
は
、
他
者
を
決
断
・
裁
く
こ
と
を
せ
ず
に
他
者
が
自
由
へ
と
直
面
す
る
こ
と
を
望

む
慈
愛
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
慈
愛
と
は
笥
自
由
な
死
㎏
（
勺
Ω
巽
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
周
り
を
裁
く
こ
と
な
く
自
ら
は
十
字
架
に
か
か
っ

た
キ
リ
ス
ト
に
体
現
さ
れ
て
い
る
と
マ
リ
オ
ン
は
見
る
。
「
キ
リ
ス
ト
は
裁
か
な
い
。
彼
は
父
が
彼
に
託
し
た
雷
葉
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、

の
り
こ
え
ら
れ
な
い
危
…
機
を
生
じ
さ
ぜ
る
」
（
勺
○
謹
O
）
。
「
慈
愛
は
、
公
に
現
れ
る
こ
と
だ
け
で
、
嫁
き
（
薩
醜
聞
）
ω
○
磐
魯
凝
を
課
し
、
危

機
を
引
き
起
こ
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
㎏
（
℃
Ω
念
）
。
慈
愛
が
危
機
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
そ
こ
に
決
定
や
判
断
の
自
筆
と
、
自
由
ゆ
え

の
準
拠
欠
落
、
頼
る
べ
き
基
準
不
在
、
不
安
定
、
流
動
性
、
不
確
実
さ
、
を
招
き
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
危
機
は
、
強
磁
的
権
威
や
規
範
へ

の
従
順
さ
と
い
う
意
志
の
麻
痺
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
く
、
テ
ス
ト
氏
や
コ
ヘ
レ
ト
や
サ
タ
ン
の
よ
う
な
空
虚
な
自
由
に
よ
る
意
志
の
無

力
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
く
、
決
定
や
決
断
へ
と
促
す
慈
愛
の
霞
由
に
よ
る
意
志
の
積
極
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
マ

リ
オ
ン
の
考
え
で
あ
る
。
慈
愛
は
他
者
に
究
極
の
危
機
を
、
究
極
の
自
由
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
慈
愛
そ
れ
農
体
も
ま
た
自
由
な
死

と
し
て
、
自
由
か
ら
由
来
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



結

払fine

　
以
上
の
よ
う
な
マ
リ
オ
ン
の
思
想
の
分
析
か
ら
、
な
ぜ
現
代
哲
学
が
否
定
神
学
化
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
考
察
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
。

　
マ
リ
オ
ン
は
、
偶
像
と
イ
コ
ン
の
対
置
論
と
哲
学
の
概
念
偶
像
化
へ
の
批
判
に
よ
っ
て
、
神
と
い
う
絶
対
的
超
越
者
の
我
々
の
思
考
に
対

す
る
絶
対
的
超
出
の
主
張
・
強
調
を
す
る
。
こ
の
絶
対
的
抽
出
の
強
調
に
よ
り
神
は
思
考
の
外
な
る
も
の
と
な
り
、
い
か
な
る
概
念
に
よ
っ

て
も
語
り
え
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
と
き
二
つ
の
問
題
が
浮
上
し
た
。
第
一
に
は
、
絶
対
的
心
労
の
強
調
の
あ
ま
り
超
越
的
な
も
の

（
神
）
が
語
り
え
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
き
、
も
し
沈
黙
し
な
い
な
ら
ぽ
、
語
り
え
な
い
も
の
を
い
か
に
し
て
語
る
の
か
と
い
う
言
説
表
現

可
能
性
に
関
わ
る
ア
ポ
リ
ア
的
問
題
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
絶
対
的
超
出
の
強
調
に
よ
る
超
越
的
な
も
の
（
神
）
の
不
在
化
か
ら
生
じ
う
る

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
実
践
的
問
題
で
あ
っ
た
。
マ
リ
オ
ン
で
は
、
第
一
の
問
題
は
否
定
神
学
的
雷
説
様
式
…
…
戸
倉

的
否
定
表
現
に
限
ら
ず
抹
消
や
訂
正
な
ど
の
修
辞
的
否
定
表
現
な
ど
も
含
む
　
　
へ
の
依
拠
に
よ
っ
て
、
第
二
の
問
題
は
不
在
性
を
空
虚
か

ら
慈
愛
へ
と
二
様
の
解
釈
に
よ
っ
て
意
味
の
転
換
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
が
な
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
実
際
こ
う
し
た
経
過
は
マ
リ
オ
ン
の
み
な
ら
ず
、
否
定
神
学
化
す
る
哲
学
者
た
ち
と
し
て
挙
げ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
デ
リ
ダ
な
ど
に

共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
代
哲
学
が
否
定
神
学
化
す
る
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
各
段
階
を
踏
み
つ
つ
展
開
し
て
い
く
と

考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
（
1
）
思
考
に
対
す
る
超
越
者
（
他
者
、
神
）
の
絶
対
的
異
他
性
、
絶
対
的
平
出
の
強
調
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
絶
対
的
案
出

の
強
調
に
よ
っ
て
、

　
～
方
で
（
2
a
）
し
た
が
っ
て
本
来
そ
れ
は
思
考
不
可
能
で
語
り
え
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
る
に
語
り

え
な
い
筈
の
も
の
を
な
ぜ
か
こ
の
絶
対
的
異
他
性
を
主
張
す
る
哲
学
者
は
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
陥
落
す
る
。
そ
こ
で
（
3

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

｝
＝
二
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四

a
）
語
り
え
な
い
筈
の
も
の
の
語
り
え
な
さ
を
保
持
し
つ
つ
語
る
試
み
へ
と
向
か
い
、
こ
の
と
き
否
定
的
言
説
、
誇
張
法
、
修
辞
的
訂
正
と

し
て
の
抹
消
線
な
ど
の
活
用
と
い
っ
た
修
辞
化
が
起
こ
る
。
こ
う
し
て
哲
学
の
否
定
神
学
化
は
こ
の
哲
学
の
修
辞
化
と
軌
を
一
に
す
る
。

　
他
方
で
（
2
b
）
絶
対
的
超
出
の
強
調
の
余
り
超
越
的
な
も
の
の
不
在
化
が
お
こ
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
危
険
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
（
3
b
）

こ
の
不
在
化
を
積
極
的
な
意
味
へ
と
も
た
ら
す
倫
理
へ
の
指
向
が
起
こ
る
。
こ
う
し
て
哲
学
の
否
定
神
学
化
は
こ
の
哲
学
の
倫
理
化
と
軌
を

一
に
す
る
。

　
現
代
哲
学
が
否
定
神
学
化
す
る
諸
要
因
と
経
過
は
、
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
1
）
絶
対
的
超
出
の
強
調

　
　
（
2
）
思
考
の
外
な
る
も
の
（
2
a
）
（
思
考
不
可
能
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
）
一
∀
（
3
a
）
そ
の
表
現
と
し
て
の
修
辞
的
技
法
の
活
用
【
哲
学
の
修
辞
化
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
b
）
（
不
在
化
）
一
　
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
　
一
・
（
3
b
）
そ
の
克
服
を
め
ざ
す
倫
理
へ
の
指
向
【
哲
学
の
倫
理
化
】

　
こ
の
（
3
a
）
修
辞
化
と
（
3
b
）
倫
理
化
が
否
定
神
学
化
す
る
現
代
哲
学
の
二
大
傾
向
で
あ
る
が
、
ち
な
み
に
（
3
a
）
と
（
3
b
）

の
バ
ラ
ン
ス
は
各
哲
学
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
よ
う
に
、
（
3
b
）
【
倫
理
】
の
比
重
が
高
い
。
と
り
わ
け
語
り
え
な
い
も
の
を
い
か
に
語
る
か
と
い
う

点
か
ら
存
在
と
言
語
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
腕
存
在
す
る
と
は
別
様
に
、
ま
た
は
存
在
の
彼
方
』
以
前
に
は
、
（
3
a
）
【
修
辞
】
に
は
無
自

覚
な
面
が
多
か
っ
た
。
た
だ
し
、
無
自
覚
な
ま
ま
に
こ
う
し
た
修
辞
化
が
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
例
え
ば
『
全
体
性

と
無
限
睡
で
は
、
隠
喩
を
は
じ
め
、
前
言
撤
回
、
言
い
直
し
、
な
ど
語
り
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
諸
技
法
が
活
用
さ
れ
て
い
た
。
『
存
在
す
る
と

は
別
様
に
、
ま
た
は
存
在
の
彼
方
臨
で
も
、
彼
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
誇
張
法
、
の
ほ
か
、
類
語
累
積
、
換
雷
、
な
ど
の
修
辞
技
法
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
説
の
異
常
で
型
破
り
な
特
徴
に
は
、
デ
リ
ダ
や
リ
ク
ー
ル
を
始
め
、
日
本
の
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弼
）

研
究
者
か
ら
も
指
摘
が
あ
る
。

　
デ
リ
ダ
の
場
合
は
そ
の
思
想
的
経
歴
か
ら
す
る
と
、
（
3
a
）
【
修
辞
】
の
重
要
性
が
先
行
し
て
い
る
。
た
だ
し
時
系
的
に
見
れ
ば
、
八
○



年
代
ま
で
は
（
3
a
）
の
比
重
が
高
か
っ
た
が
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
『
法
の
力
』
（
一
九
九
四
）
な
ど
で
の
法
や
正
義
の
問
題
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
傾
倒
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
（
3
b
）
【
倫
理
】
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

　
マ
リ
オ
ン
に
関
し
て
は
、
こ
の
（
3
a
）
【
修
辞
】
と
（
3
b
）
【
倫
理
】
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
い
。
絶
対
的
異
他
性
と
そ
の
絶
対
的
超
出
を

強
調
す
る
思
想
の
行
方
に
は
こ
う
し
た
修
辞
化
と
倫
理
化
と
い
う
両
面
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
両
面
が
無
関
係
な
も
の
で
は
な
く
同
じ

こ
と
か
ら
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
易
く
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
マ
リ
オ
ン
の
思
想
は
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
著
作
略
記
号
　
冷
磐
－
い
g
護
鋤
ユ
。
戸

囲
U
　
　
…
い
．
こ
O
一
①
⑩
け
一
鋤
9
ω
郎
昌
o
ρ
○
巴
器
ω
Φ
ρ
一
ミ
8
ご
く
器
鳥
Φ
℃
O
O
ケ
ρ
一
㊤
㊤
H

U
ω
国
…
U
圃
Φ
o
器
昌
ω
一
、
⑪
窪
ρ
閃
蝉
《
黛
。
一
，
負
一
り
○
。
N
勺
¢
閏
I
O
二
9
。
匹
ユ
σ
q
ρ
一
㊤
縮

勺
○
　
　
勺
「
o
一
似
ひ
q
o
目
α
コ
①
餌
冨
O
げ
費
騨
少
い
⇔
U
剛
跨
曾
①
コ
O
Φ
’
一
〇
Q
。
①

図
U
　
H
刃
澄
g
怠
曾
簿
馳
8
讐
博
。
淳
熟
Φ
o
冨
8
冨
ω
砦
口
器
ω
①
『
H
導
踏
Φ
己
Φ
ひ
Q
α
q
興
Φ
二
p
9
9
0
一
ご
曾
9
0
短
ρ
勺
C
閃
山
覧
ヨ
⑪
け
冨
ρ
δ
。
。
㊤

○
＜
　
…
い
P
O
「
O
一
ω
仙
①
山
二
く
δ
凶
σ
一
ρ
い
餌
O
凶
映
0
お
鵠
O
ρ
一
り
㊤
γ
℃
C
男
一
㊤
り
①

国
U
　
…
畢
四
耳
住
9
ヨ
Φ
雰
ω
鉱
血
、
§
Φ
9
9
0
ヨ
曾
。
δ
ひ
Q
δ
伍
①
冨
儀
8
簿
剛
o
P
℃
¢
閃
出
℃
巨
⑩
け
菰
ρ
6
零

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

U
ω
　
…
U
Φ
ω
β
8
同
O
罫
国
け
＝
ユ
Φ
ω
ω
皿
民
H
Φ
ω
℃
げ
②
日
○
ヨ
α
欝
Φ
ω
ω
9
0
辞
二
誌
ω
】
℃
⊂
閃
噛
卜
o
O
O
一

（
こ
の
研
究
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
門
あ
る
。
）

注

（
1
）
　
閃
鼠
Φ
α
誌
。
置
Z
凶
簿
N
ω
0
7
ρ
ω
餌
藁
葺
画
O
ゲ
①
毒
曾
需
ρ
内
ユ
け
剛
ω
0
7
①
ω
ε
＆
①
づ
餌
¢
ω
ひ
q
鋤
び
ρ
山
蔓
け
2
ユ
Φ
O
葦
葺
㊦
び
お
○
。
O
｝
閑
ω
》
ρ
P
蔭
。
。
O
ム
○
。
b
。
’
U
凶
Φ

蹄
α
菖
。
げ
Φ
＜
凝
ω
ω
Φ
唇
。
ゴ
9
。
沖
『
悦
ば
し
き
知
識
』
一
二
五
番
、
一
八
八
二
。

（
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
現
れ
な
い
も
の
の
現
象
学
へ
の
転
回
と
神
観
念
の
浮
上
と
い
う
点
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
D
・
ジ
ャ
ニ
コ
ー
は
、
こ
れ
を
フ

　
ラ
ソ
ス
現
象
学
の
「
神
学
的
転
回
」
と
称
し
て
い
．
る
。
U
o
巨
註
ρ
器
富
急
。
磐
鼻
U
Φ
け
〇
ニ
ヨ
p
。
簿
昏
⑪
o
δ
ぴ
q
5
二
Φ
匹
Φ
一
9
。
℃
げ
曾
9
5
曾
。
δ
ひ
Q
δ
坤
彗
O
p
。
貯
ρ

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

一
一
五



折
潤
学
研
脚
究
　
牌
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五
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万

一
一
六

轡
、
①
o
す
戸
お
㊤
9
彼
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
さ
ら
に
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
も
、
現
れ
な
い
も
の
の
現
象
学
が
現
象
学
を
無
定
義
概
念
に
し
て

　
い
く
こ
と
を
危
惧
し
て
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
。
U
o
ヨ
同
字
ρ
ρ
δ
冒
三
＄
＆
”
い
9
勺
菰
8
仏
誕
。
一
〇
ひ
q
凶
①
脅
馬
立
ρ
国
劇
壇
§
ω
号
一
、
曾
げ
r
お
㊤
。
。
．

（
3
）
　
宰
い
．
寓
舞
閂
。
ジ
霞
〇
二
鈴
＝
ω
一
、
⑪
霞
ρ
勺
効
鼠
ω
男
餌
寓
碧
，
匹
お
。
。
卜
。
讐
も
。
Φ
＆
℃
¢
戸
H
り
り
H
．

（
4
）
　
興
門
①
〈
ぎ
鋤
ρ
〉
鼻
器
ヨ
Φ
一
辞
ρ
『
⑪
『
Φ
o
窪
自
。
『
9
籔
匹
。
一
げ
ω
ω
曾
o
ρ
Z
一
瞥
。
豊
田
〇
課
讐
℃
」
×
．

（
5
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
先
行
研
究
が
参
考
の
資
料
と
な
る
。
0
9
ご
凶
鼠
（
猿
。
冨
三
〇
聾
戸
◎
国
。
こ
。
ケ
q
α
q
興
窪
悶
轟
一
嗣
8
同
．
菊
O
o
貫
戸
国
艮
お
ひ
閂
。
コ
ρ

　
〉
ぎ
ぎ
三
一
巳
6
一
”
b
o
O
O
一
．

（
6
）
　
飽
満
的
現
象
に
つ
い
て
、
現
象
学
と
の
関
連
か
ら
の
マ
リ
オ
ン
の
詳
細
な
叙
述
は
以
下
の
も
の
。
け
3
暮
臨
9
ヨ
少
的
ω
ω
鉱
（
一
、
∈
δ
℃
7
傷
コ
。
日
貸
。
δ
9
q
圃
①

　
島
①
す
鳥
9
高
階
9
y
℃
¢
憶
－
じ
弓
O
凶
ヨ
竃
融
ρ
翻
り
ご
）
』
③
胡
－
ω
悼
9
そ
こ
で
は
マ
リ
オ
ン
は
、
直
観
と
概
念
の
相
応
の
程
度
に
よ
っ
て
現
象
性
の
三
形
態
を
区
分

　
し
て
お
り
、
カ
ン
ト
の
理
性
理
念
の
よ
う
に
概
念
に
直
観
が
不
足
す
る
場
合
を
「
直
観
欠
乏
的
現
象
悩
乱
9
ゴ
α
器
ω
冨
恥
く
門
。
ω
⑦
【
聖
運
巴
誠
9
ご

　
（
め
O
ら
。
一
〇
）
、
工
紫
不
残
酷
の
よ
う
に
概
念
（
コ
ン
セ
プ
ト
）
に
合
わ
せ
て
作
成
さ
れ
る
も
の
を
「
共
岡
適
正
現
象
見
愚
欝
。
ヨ
叡
鵠
。
ω
急
⑦
臼
・
○
評
0
9
爵
ヨ
毎
ご

　
（
的
U
。
。
に
）
、
カ
ン
ト
の
美
事
的
理
念
の
よ
う
に
概
念
が
提
示
す
る
以
上
に
藏
観
が
与
え
る
直
観
過
剰
の
現
象
を
「
直
観
飽
満
的
現
象
剛
旨
曾
9
ゴ
9
0

ω
讐
罎
①
焦
．
一
議
昆
鉱
9
θ
し
（
国
O
b
。
♂
）
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
○
①
ω
鶏
9
，
0
罫
℃
C
や
N
O
窯
で
も
さ
ら
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
増
加
が
、
　
　
概
念
へ
の

　
直
観
の
趨
過
、
飽
満
的
現
象
と
法
外
な
そ
の
贈
与
1
が
重
要
で
あ
る
」
（
O
O
り
●
》
＜
㊦
再
δ
ω
①
ヨ
①
一
食
く
）
。

（
7
）
　
た
だ
し
こ
う
し
た
概
念
に
、
概
念
を
超
え
た
も
の
・
超
カ
テ
ゴ
リ
…
と
さ
れ
る
門
存
在
」
を
含
め
ら
れ
る
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
マ
リ
オ
ン
の

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
遡
の
妥
当
性
・
有
効
性
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
8
）
　
こ
の
一
．
蝉
「
o
の
欝
（
⑦
）
偏
を
定
冠
詞
で
は
な
く
代
名
詞
と
し
て
と
れ
ば
、
神
で
な
い
神
（
O
δ
鷹
ω
き
ω
Φ
爾
o
O
凹
①
ε
と
も
読
み
う
る
。

（
9
）
　
実
際
、
デ
リ
ダ
の
論
文
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
で
の
批
判
の
中
心
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
直
面
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　
デ
リ
ダ
は
そ
れ
を
「
需
語
の
問
題
偏
（
聾
）
一
①
一
）
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
語
観
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
慈
身
の
雷
述
形
式
を
可
能
に
す
る
条
件
に
関
す
る
超
越
論
的
問

　
題
）
と
し
て
指
摘
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
無
慮
覚
さ
・
素
朴
さ
を
「
経
験
主
義
」
と
し
て
難
じ
た
。
』
，
0
2
，
肖
・
置
2
ピ
、
伽
。
葺
二
H
，
o
象

　
幣
島
自
騨
。
婦
ざ
ρ
ω
①
三
一
”
ち
禽
二
∪
」
①
押
P
昏
。
鍾
．

（
1
0
）
　
こ
の
マ
リ
オ
ン
の
批
判
（
一
九
七
七
）
に
対
し
て
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
の
再
反
論
が
、
糊
実
存
か
ら
実
存
考
へ
幅
で
の
第
二
版
序
文
（
一
九
七
七
）

　
で
な
さ
れ
て
い
る
。
「
「
実
存
冠
し
の
う
ち
に
、
人
間
的
存
在
考
の
う
ち
に
、
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
存
在
者
の
存
在
者
性
」
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
よ
う
な
も
の
の

　
う
ち
に
、
存
在
の
隠
蔽
と
「
隠
れ
」
で
は
な
く
善
や
神
へ
の
｝
段
階
を
垣
間
見
る
こ
と
、
諸
存
在
者
閥
の
関
係
の
う
ち
に
「
終
焉
し
つ
つ
あ
る
形
而
上
学
」



　
と
は
溺
の
も
の
を
垣
間
見
る
こ
と
、
は
存
在
を
犠
牲
に
し
て
存
在
者
を
特
権
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
名
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
差
異
の
諸
項
を
単
に
逆
転
す

　
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
〔
こ
こ
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
注
と
し
て
「
ジ
ャ
ン
ー
リ
ュ
ヅ
ク
・
マ
リ
オ
ン
の
そ
の
注
目
す
べ
き
著
作
欄
偶
像
と
距
離
』

　
に
お
い
て
想
定
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
文
を
記
し
て
い
る
。
〕
。
こ
の
逆
転
化
は
、
存
在
論
よ
り
古
い
倫
理
へ
と
開
く
こ
と
で
存
在
論
的
差
異
の
彼
方
の
意

　
味
巨
多
を
意
味
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
運
動
の
最
初
の
一
歩
で
し
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
。
¢
い
①
＜
ぎ
曽
ρ
U
巴
．
Φ
胤
ω
け
⑦
9
①
巴
”
Φ
×
凶
ω
鐙
暮
し
．
＜
ユ
P
お
Φ
ρ

　
P
一
b
。
．

（
1
1
）
　
不
安
と
倦
怠
の
類
似
と
相
違
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
｝
九
二
九
年
講
演
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」
へ
の
マ
リ
オ
ン
の
分
析
の
な
か
で
も
考
察

　
さ
れ
て
い
る
。
知
総
二
〇
鉱
8
卑
α
o
舞
江
。
⇔
図
①
o
冨
唇
｝
δ
ω
ω
霞
諺
岳
ω
2
一
曽
頃
Φ
こ
Φ
ひ
q
ぴ
q
2
簿
ポ
O
冨
コ
。
ヨ
σ
昌
9
0
讐
①
も
』
総
－
ま
蒔
不
安
も
倦
怠
も
、
個
々

　
の
存
在
者
で
は
な
く
「
存
在
者
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
濠
欝
簿
量
霧
雪
8
室
嵩
叶
色
（
菊
U
卜
。
⊆
・
ご
、
つ
ま
り
「
全
体
性
と
し
て
の
存
在
者
籏
㌶
纂
①
路

ω
9
け
9
記
田
蝕
」
（
凋
U
卜
。
㎝
㊤
）
、
「
存
在
者
全
体
訂
8
＄
一
剛
鼠
号
一
．
蝉
餌
暮
し
（
即
U
詣
。
。
）
、
に
接
近
す
る
と
き
に
生
ず
る
気
分
で
あ
る
。
「
倦
怠
は
、
存
在
者
を

　
そ
の
全
体
量
拐
ω
o
コ
Φ
嵩
Φ
ヨ
三
①
に
お
い
て
接
近
さ
せ
る
、
と
い
う
の
は
倦
怠
は
全
て
の
存
在
者
を
純
然
た
る
無
差
異
化
さ
れ
た
不
変
性
に
還
元
す
る

　
か
ら
で
あ
る
」
（
p
弓
U
卜
。
B
）
。
「
倦
怠
と
同
様
に
不
安
は
、
個
々
の
存
在
者
に
固
定
さ
れ
な
い
」
（
沁
U
ま
b
。
）
。
た
だ
し
倦
怠
で
は
倦
怠
し
て
い
る
当
人
自
身

　
は
、
無
差
別
化
さ
れ
る
個
々
の
存
在
者
の
う
ち
で
唯
一
無
傷
に
残
さ
れ
て
特
権
的
位
置
を
持
つ
も
の
で
あ
る
点
で
、
自
己
自
身
に
も
こ
の
無
差
別
化
が
及

　
ぶ
不
安
の
徹
底
さ
と
は
相
違
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
倦
怠
に
お
い
て
私
が
存
在
者
難
破
の
無
傷
な
観
客
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
と
は
違
っ
て
、
不
安
で
の
私

　
は
存
在
者
の
無
規
定
そ
の
も
の
の
只
中
に
い
る
」
（
両
U
卜
。
①
ω
）
。

（
1
2
）
　
日
本
語
訳
は
『
聖
書
』
新
共
同
訳
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
一
。

（
1
3
）
　
写
δ
費
圃
0
7
≧
o
欝
ω
9
ρ
ω
餌
日
二
剛
0
9
芝
角
罵
Φ
溶
ユ
賦
ω
∩
冨
ω
ε
島
魯
曇
霞
自
⊃
σ
ρ
芝
巴
酔
淫
欲
Φ
O
歪
旨
Φ
さ
一
㊤
。
。
ρ
営
ω
〉
。
。
導
署
．
鵯
ω
ふ
課
噛

（
1
4
）
　
P
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
『
テ
ス
ト
氏
隔
粟
津
則
雄
訳
、
福
武
文
庫
、
八
　
頁
。

（
1
5
）
　
マ
リ
オ
ン
の
こ
の
悪
に
つ
い
て
の
論
文
（
一
九
七
九
）
は
、
そ
の
三
年
後
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
悪
に
つ
い
て
の
論
文
「
無
用
な
苦
し
み
」
（
一
九
八
二
）

　
と
、
現
代
に
お
け
る
悪
の
合
理
化
不
可
能
と
神
の
不
在
と
い
う
通
啓
す
る
問
題
意
識
に
根
ざ
し
て
い
る
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。
国
。
U
Φ
〈
ヨ
動
ρ
．
已
曽
ω
o
駕
や

　
坤
讐
日
8
ぎ
三
＝
Φ
．
．
」
一
ρ
国
暮
お
μ
ざ
話
．
国
ω
ω
巴
ω
ω
二
「
一
①
冨
拐
興
幽
－
一
、
国
二
㌶
ρ
○
鎚
ω
。
。
Φ
F
竈
露
｝
℃
℃
幽
｝
O
刈
山
H
P

（
1
6
）
　
旨
U
Φ
三
島
ρ
、
．
≦
9
2
8
旨
旨
轡
碧
ξ
ω
圃
ρ
器
…
Φ
ω
ω
鉱
ω
蚤
一
管
℃
ぼ
δ
ω
o
℃
三
Φ
α
雨
箏
ヨ
◎
髭
色
　
い
①
＜
ぎ
9
。
ω
．
ド
ヨ
胃
Φ
o
臨
ε
話
①
巳
⇔
二
戸
騨
①
9
ρ

勺
鉾
β
ω
Φ
昆
㍉
ま
刃
も
P
同
寒
－
卜
。
b
。
。
。
ち
h
P
一
難
碇
全
体
性
と
無
限
輪
で
は
、
驚
嘆
す
べ
き
ほ
ど
、
隠
喩
の
利
用
が
、
つ
ね
に
で
は
な
い
に
し
ろ
非
常
に
頻

繁
に
、
修
辞
的
濫
用
の
彼
方
で
、
言
説
の
き
わ
め
て
重
要
な
諸
々
の
動
き
を
パ
ト
ス
の
う
ち
に
収
め
て
い
る
。
」
評
乱
箆
0
8
葺
》
口
窪
。
ヨ
Φ
簿
・
ピ
①
9
霞
①

否
定
神
学
化
す
る
哲
学

一
一
七



哲
学
研
究
　
第
五
衝
七
十
六
号

一
　
八

　
角
震
首
，
①
ヨ
Φ
暮
ρ
雌
．
⑪
嘗
o
o
⊆
9
『
伍
①
団
α
o
ぽ
ω
ω
o
湿
。
①
隔
月
冨
ヨ
p
き
巴
い
Φ
〈
岩
畳
ρ
℃
¢
到
お
㊤
メ
9
弓
P
吋
㌣
駆
。
9
日
号
の
文
献
で
は
、
合
田
正
人
「
レ

　
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
言
語
陰
謀
」
1
・
2
、
解
説
と
し
て
所
収
の
訳
書
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
存
在
の
彼
方
へ
』
朝
日
出
版
社
、
一
九

　
九
〇
、
解
説
頁
三
六
七
－
四
七
八
頁
。
久
米
博
欄
隠
喩
論
　
思
索
と
試
作
の
あ
い
だ
』
思
潮
社
、
一
九
九
二
、
八
九
1
　
〇
五
頁
（
第
六
章
　
存
在
の
彼

方
ー
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
隠
喩
論
）
。
斎
藤
慶
典
「
責
任
と
正
義
　
あ
る
い
は
、
語
り
え
ぬ
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て
」
所
収
『
思
想
魅
一
九
九
七
・
四
、
エ
マ

　
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
山
石
波
津
閏
店
、
一
～
＝
一
1
一
四
〇
頁
。

（
1
7
）
　
旨
U
Φ
講
置
辞
閃
。
目
。
Φ
鳥
①
一
〇
凶
．
い
①
《
鳴
。
瓢
氏
Φ
∋
①
暮
ヨ
望
ω
甑
〇
二
①
島
⑩
一
．
碧
得
。
噌
剛
叡
y
O
雲
門
伽
ρ
冠
り
逡
．
脱
構
築
は
正
義
に
直
接
に
で
は
な
い
が
「
斜
め
か

　
ら
儀
Φ
鍵
ゆ
9
ρ
o
配
β
二
〇
」
取
り
組
み
、
不
可
能
な
理
念
で
あ
る
「
正
義
の
欲
望
に
夢
中
閃
電
。
血
①
o
Φ
縁
。
。
瞭
窪
①
甘
ω
甑
8
」
な
も
の
だ
と
の
主
張
が
さ
れ

　
て
い
る
。
℃
●
N
①
二
）
■
繍
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
せ
き
ね
・
さ
お
り
　
龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
／
宗
教
学
）



　La　philosophie　conternporaine

　　　　　et　la　th6010gie　negative

la　philosophie　religieuse　de　J－L．　Marion

　Saori　SEKINE

Part－time　lecturer

Ryukoku　University

　　Malgr6　la　〈mort　de　Dieu＞　de　Nietzsche，　1’idee　de　Dieu　occupe　une　place　impor－

tante　dans　la　philosophie　contemporaine．　On　peut　remarquer　cette　tendance　ti　la　fin

de　XXeme　siecle　en　France；　notammant　les　phenom6nologues　qu’on　appelle

〈ph6nomEnologie　de　1’inapparent＞：　E．Levinas，　J．Derrida　et　J－L．Marion．　Mais

quand　ils　parlent　de　Dieu，　toujours　leurs　discours　se　servent　de　la　forme　negative，

comme　〈Dieu　sans　1’etre＞　（Marion），　〈Dieu　non　contamin6　par　1’etre＞　（Levinas）．

Il　faut　bien　se　rendre　compte　que　ce　style　de　discours　est　proche　de　la　theologie

negative．　Cet　article　a　pour　but　de　mettre　en　lumiere　la　cause　et　les　effets　de　cette

proximit6　en　prennant　pour　exemple　la　philosophie　religieuse　de　J－L．Marion

comme　un　exernple．

　　Le　propre　de　sa　pens6e　repose　sur　1’opposition　entre　1’idole　et　1’ic6ne．　Selon　ses

ceuvres　L’idole　et　la　distance　（1977）　et　Dieu　sans　1’eAtre　（1982），　1’idole　tient　a

identifier　le　divin　avec　le　visible，　alors　que　1’ic6ne　tente　de　rendre　visible　1’invisible

comme　tel　en　renvoyant　a　un　autre　que　lui－meme．　Or，　le　concept　mame　peut

fonctionner　comme　1’idole．　Marion　nomme　cette　attitude　1’idolAtrie　conceptuelle

qu’on　trouve　souvent　dan’ 刀@1’histoire　de　la　philosophie：　Selon　lui，　beaucoup　de

philosophes　determinerent　Dieu　par　des　concepts　：　Causa　sui　et　le　moteur　immobile

dans　la　philosbphie　ancienne，　1’etant　suprame　dans　le　Thomisme　au　moyen　2ge　et

l’etant　moral　chez　Kant　et　Nietzsche．

　　En　critiquant　cette　1’idolatrie　conceptuelle　dans　la　philosophie，　Marion　souligne

la　transcendence　absolu　de　Dieu　par　rapport　a　notre　pensee，　et　il　tente　de　r6inter－

preter　la　〈mort　de　Dieu＞　comme　Dieu　immensurable．　C’est　1’etre　que　Dieu　trans－

cende，　c’est－a－dire，　〈Dieu　sans　1’etre＞．　Son　discours　s’approche　donc　de　la

theologie　negative．

　　Il　me　semble，　en　consequence，　qu’apparaissent　deux　problemes　：　Le　premier　est

l’aporie　de　parler　de　Dieu　qui　doit　etre　1’ineffable　et　le　deuxieme　est　le　risque　du

nihilisme，　c’est－a－dire　1’absence　de　Dieu　ti　cause　de　la　fid61ite　a　la　transcendence

absolue　de　Dieu．　Pour　affronter　le　premier　probleme，　les　philosophes　comme

5



Marion，　Levinas　et　Derrida　ont　recours　a　la　rh6torique　et　pour　affronter　le

deuxieme，　ils　se　dirigent　vers　la　reflexion　6thique．　La　rhetorique　et　1’6thique　sont

des　caractξristi（1しles　des　ph韮osophies　qui　se　rapprochent　de　la　th6010gie　n6gative．

On　The　Semantic　Tyuth　and　lts　Pathology

　　　　　　　　　　　　　　　Al〈iko　KANEDA

Graduate　Student　of　Philosophy　and　History　of　Science

　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　I〈yoto　University

　　It　is　known　that　the　concept　of　truth　behaves　pathologically．　The　simple　exam－

ple　is　the　liar　sentence，　“This　sentence　is　false，”　“Thich　says　reflectively　it　is　false

and　its　vicious　circle．　lt　is　pointed　out　that　the　circularity　of　truth　causes　pathologi－

cal　behavior　and　that　there　are　intuitively　paradoxical　sentences　when　the　combi－

nation　of　the　naive　concept　of　truth　and　a　circular　expression　such　as　the　liar

sentence　is　present　in　a　language．　However，　since　we　indeed　use　circular　expres－

sions　in　everyday　languages，　the　concept　of　truth　used　in　our　daily　communication

must　behave　pathologically．

　　The　theory　of　truth　in　analytical　philosophy　is　formally　founded　by　Alfred

Tarski’s　semantic　theory　of　truth　and　formal　semantics．　Tarski　reveals　the　logical

property　of　truth　through　the　analytical　of　pathological　behavior　of　truth　in　order

to　define　an　inconsistent　truth　predicate　for　scientific　investigations．　The　defect　of

his　theory　is　that　we　have　to　abandon　many　normative　roles　of　truth　in　conipensa－

tion　for　the　inconsistency　of　truth．　Then，　every　semantic　theory　of　truth　following

his　theory　should　addresses　the　two　incompatible　questions：　how　do　we　define　the

ordinary　concept　of　truth　and　how　do　we　define　the　nonpathological　truth？　ln　this

point，　Tarski’s　formal　device　to　outlaw　the　circular　expression　ef　truth　leads　us　to

classify　the　sentence　into　two　classes，　the　nonpathological　sentence　and　the　patho－

logical　sentence．　The　question　will　arise　from　the　philosophical　points　of　view　what

principle　we　need　to　classify　the　sentence．　lf　we　can　understand　the　principle，　we

will　gixre　the　better　account　for　the　pathology　of　truth　and　it　might　help　us　to

understand　the　concept　of　truth　itself．

　　With　reference　to　tliese　introductory　remarks，　the　first　aim　of　this　paper　is　to
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