
宗
教
哲
学
へ

　
　
　
　
　
「
証
言
」
と
い
う
問
題
系
か
ら
一

（一

j

杉
村
靖
彦

「
宗
教
哲
学
」
の
現
在

　
現
代
に
お
い
て
、
「
宗
教
哲
学
」
と
呼
び
う
る
思
索
が
存
立
し
う
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
考
察

を
動
か
す
も
っ
と
も
包
括
的
な
問
い
を
あ
え
て
言
葉
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
問
い
の
究
明
の

た
め
に
踏
み
出
す
べ
き
最
初
の
一
歩
を
確
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
　
見
、
宗
教
哲
学
の
基
礎
を
あ
ら
た
め
て
点
検
す
る
と
い
っ
た
類
の
考
察
が
鼠
指
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
事
柄
は
、
そ
れ
と
は
微
妙
だ
が
本
質
的
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
な
る

ほ
ど
、
あ
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
基
礎
を
点
検
し
直
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
当
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ソ
の
安
定
性
が

危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
意
識
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
で
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
現
に
存
立
し
、
そ
の
名
の
下
で
思
考
が
実
践

さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
な
お
自
明
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
土
台
を

堅
固
に
し
ょ
う
と
い
う
努
力
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
か
り
に
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

が
本
性
的
に
基
礎
づ
け
を
拒
む
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
、
そ
れ
が
実
際
に
存
立
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
い
を
さ
し
は
さ
ま

な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

宗
教
哲
学
へ
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し
か
し
、
上
の
問
い
は
、
そ
も
そ
も
「
察
教
哲
学
」
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ソ
自
体
が
そ
の
自
明
性
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
地
点
か

ら
漏
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
単
に
問
う
者
の
個
人
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
哲
学
と
宗
教
の
双
方
が
そ
こ
に
置
か
れ

て
い
る
現
在
（
現
代
）
を
如
実
に
反
映
し
つ
つ
立
ち
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
何
が
起
こ
っ
て
お
り
、
い
か
な
る
思
索
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
最
小
限
必
要
な
見
通
し
を
得
て
お
く
た
め
に
、
二
つ
の
文
章
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
論
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
一

つ
は
西
谷
啓
治
の
知
的
自
伝
と
も
言
う
べ
き
エ
ッ
セ
イ
「
私
の
哲
学
的
発
足
点
」
か
ら
、
も
う
一
つ
は
晩
年
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
異
様

な
宗
教
論
「
信
と
知
－
理
性
の
限
界
上
で
の
『
宗
教
輪
の
二
五
泉
一
」
か
ら
で
あ
る
。

私
は
自
分
の
問
題
が
宗
教
の
次
元
で
の
み
解
決
を
得
ら
れ
る
は
ず
だ
と
承
知
し
な
が
ら
、
し
か
も
哲
学
へ
迂
回
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
が
そ
れ
を
要
求
し
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
後
に
段
々
と
は
っ
き
り
し
た
こ
と
だ
が
、
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
に
は
、
宗
教
だ
け
か
ら
も
哲
学
だ
け
か
ら
も
一
少
な
く
と
も
従
来
、
宗
教
を
哲
学
か
ら
区
署
す
る
、
宗
教
の
本

質
的
な
立
場
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
か
ら
も
、
哲
学
を
宗
教
と
区
心
す
る
、
哲
学
の
本
質
的
な
立
場
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

だ
け
か
ら
も
一
解
決
さ
れ
が
た
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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今
や
宗
教
の
名
に
お
い
て
語
り
、
〔
宗
教
を
〕
反
映
す
る
よ
う
な
仕
方
、
宗
教
的
な
仕
方
で
宗
教
を
反
省
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
い
て

は
、
宗
教
を
語
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
〔
…
…
〕
一
瞬
の
問
宗
教
的
な
帰
属
を
宙
吊
り
に
す
る
た
め
で
あ

れ
、
宗
教
と
関
係
を
絶
つ
こ
と
は
、
蕾
か
ら
ず
っ
と
、
ま
さ
し
く
も
っ
と
も
本
来
的
な
信
仰
、
な
い
し
は
も
っ
と
も
根
源
的
な
癌
性
が

も
つ
資
力
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
宗
教
で
あ
り
う
る
も
の
、
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
に
宗
教
の
名
に
お
い
て
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語
ら
れ
、
な
さ
れ
、
こ
の
世
界
と
歴
史
の
内
で
到
来
す
る
も
の
を
、
で
き
る
な
ら
ぽ
葬
宗
教
的
（
潔
癖
蔭
2
ω
Φ
）
、
さ
ら
に
は
反
宗
教



的
（
鐸
讐
α
q
δ
二
ω
Φ
）
な
仕
方
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
宗
教
が
自
ら
の
名
を
反
省
B
反
映
（
み
禍
患
〇
三
村
）
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時
に
は
そ
の
名
を
受
け
入
れ
担
う
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

　
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
　
…
つ
の
文
章
は
、
ス
タ
イ
ル
も
そ
の
狙
い
も
た
が
い
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
従
来

「
宗
教
哲
学
」
の
名
の
下
で
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
き
た
営
為
に
対
す
る
根
源
的
な
異
議
申
し
立
て
を
提
示
し
つ
つ
も
、
単
に
「
宗
教
を
考
え

る
」
こ
と
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
哲
学
の
双
方
に
深
く
関
わ
る
ま
っ
た
く
新
た
な
思
索
へ
と
歩
を
進
め
よ
う
と
す
る
と
い
う
姿

勢
に
お
い
て
、
こ
の
二
人
の
書
き
手
に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
哲
学
研
究
の
場
に
お
け
る
「
宗
教
哲
学
」
の
一
般
的
な
定
義
を
大
雑
把
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
「
実
定
宗
教
が
提
供
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
的
事
象
を
理
性
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
考
察
し
直
し
、
そ
の
意
味
や
本
質
を
捉
え
出
す
哲
学
的
営
み
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

明
ら
か
に
こ
れ
は
、
西
洋
近
代
の
産
物
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
カ
ン
ト
や
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
ら
を
祖
と
し
て
一
八
世
紀
か
ら
一
九

世
紀
の
変
わ
り
目
に
出
現
し
た
思
考
形
態
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
情
に
照
ら
し
て
み
れ
ぽ
、
こ
の
定
義
に
は
い
さ
さ
か
狭
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
実
際
、
あ
る
宗
教
的
立
場
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
思
想
家
が
哲
学
的
な
道
具
立
て
を
用
い
て
自
ら
の
思
索
を
展
開
す
る
「
宗
教
的
哲
学
」

（
パ
ス
カ
ル
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
）
も
ま
た
、
た
い
て
い
の
場
合
宗
教
哲
学
に
数
え
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、

哲
学
と
宗
教
の
緊
張
的
連
関
と
い
う
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
初
め
て
生
じ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
え
て
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
と
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
の
歴
史
的
出
会
い
と
い
う
、
西
洋
の
精
神
的
伝
統
に
と
っ
て
の
基
底
的
な
出
来
事
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
啓
示
さ
れ
た
神
へ
の
信
仰
と
の
複
雑
な
絡
み
合
い
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
「
哲
学
者
の
神
」
論
、
お
よ
び
そ
れ
を
核
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
形
而
上
学
的
思
索
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
宗
教
哲
学
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
上
で
挙
げ
た
二
つ
の
引
用
も
ま
た
、
こ
う
し
た
宗
教
哲
学
の
問
題
圏
全
体
を
は
っ
き
り
と
踏
ま
え
た
上
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
の

次
元
で
の
み
解
決
さ
れ
る
は
ず
の
問
題
を
「
哲
学
へ
迂
回
」
し
て
問
う
と
い
う
西
谷
の
構
え
、
そ
し
て
哲
学
者
と
し
て
「
宗
教
を
語
る

宗
教
哲
学
へ
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（
O
巴
Φ
＝
鋤
邑
風
§
）
」
と
い
う
デ
リ
ダ
の
立
場
設
定
は
、
従
来
の
意
味
で
の
宗
教
哲
学
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
ら
が
語
る
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
は
、
そ
う
し
た
宗
教
哲
学
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
い
る
問
題
の
立
て
方
自
体
を
根
底
か
ら
問
い
直
さ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
が
絡
み
つ
い
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
ら
の
企
て
が
切
り
開
こ
う
と
す
る
方
向
性
は
、
従
来
の
宗
教

哲
学
の
そ
れ
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
西
谷
の
場
合
、
哲
学
へ
の
迂
回
は
、
思
索
に
確
固
た
る
拠
点
を
与
え
る
ど
こ
ろ
か
、
「
宗
教
だ
け
か
ら
も
哲
学
だ
け
か
ら
も
解

決
さ
れ
が
た
い
も
の
」
に
直
面
さ
せ
る
た
め
の
経
路
と
な
っ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
に
お
い
て
も
、
「
信
と
知
」
論
文
の
團
題
で
、
カ
ン
ト
の
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ヘ
　
　
　
へ

『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
血
が
「
単
な
る
理
性
の
限
界
上
で
の
宗
教
（
冨
邑
軽
8
犠
§
勘
ミ
駐
§
冨
ω
冨
見
Φ
長
潮
ω
o
コ
）
」

と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
宗
教
を
語
る
」
と
い
っ
て
も
、
出
来
上
が
っ
た
デ
リ
ダ
哲
学
を
宗
教
と
い
う

特
殊
な
主
題
に
応
用
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
レ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
的
」
な
語
彙
と
問
題
系
を
媒
体
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

哲
学
を
内
か
ら
解
体
す
る
哲
学
と
い
う
デ
リ
ダ
思
想
の
核
心
部
が
よ
り
先
鋭
的
に
語
り
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
宗
教
の

名
に
お
い
て
」
生
起
す
る
事
柄
を
「
非
宗
教
的
、
さ
ら
に
は
反
宗
教
的
」
な
仕
方
で
説
明
す
る
一
方
で
、
宗
教
と
名
乗
る
こ
と
す
ら
な
い
事

柄
を
宗
教
と
の
連
関
で
問
い
出
す
と
い
う
逆
説
的
な
姿
勢
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
引
用
文
を
通
し
て
、
哲
学
と
宗
教
の
双
方
に
関
わ
る
思
索
が
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
地
点
に

ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
か
が
透
か
し
見
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
従
来
の
意
味
で
の
「
宗
教
哲
学
」
は
二
重
の
意
味
で
問

い
質
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
で
、
現
代
の
哲
学
に
と
っ
て
、
近
代
の
宗
教
哲
学
の
よ
う
に
、
諸
々
の
宗
教
的
事
象
を
吟
味
検
討
し
、
そ
の
意
味
や
本
質
を
「
あ
る

べ
き
宗
教
」
と
し
て
再
構
成
で
き
る
よ
う
な
強
さ
を
自
ら
に
認
め
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
雷
っ
て
よ
い
。
西
谷
が
「
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
」
と
言
い
、
デ
リ
ダ
が
「
理
性
の
限
界
無
漏
と
言
う
と
き
に
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
単
に
哲
学
が
外
的
な
脅
威
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
「
哲
学
の
危
機
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
表
現
は
、
圓
収
不
可
能
な
否
定
性
を
自
ら
の
内
に
認
め
ざ
る
を
え



な
く
な
っ
た
思
索
自
身
の
あ
り
方
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
う
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
そ
れ
自
身
の
根
底
的
な
問
い
直
し
を
そ
の

本
質
的
な
構
成
要
素
と
す
る
に
至
っ
た
「
弱
い
」
哲
学
の
姿
な
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
宗
教
的
事
象
を
吟
昧
検
討
す
る
と
言
っ
て
も
、
現
代
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
あ
る
事
象
が
「
宗
教
的
」
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の

前
提
と
す
る
こ
と
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
何
を
も
っ
て
「
宗
教
的
」
と
奮
う
の
か
、
そ
の
基
準
そ
の
も
の
が
揺
ら
い
で
い
る
。

そ
れ
は
、
宗
教
を
語
る
言
説
に
対
す
る
構
築
主
義
的
な
批
判
に
よ
っ
て
露
わ
に
さ
れ
る
よ
う
な
、
認
識
論
的
な
揺
ら
ぎ
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
口
に
し
、
西
谷
も
別
の
所
で
用
い
て
い
る
「
非
宗
教
」
や
「
反
宗
教
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を

言
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
単
に
宗
教
に
敵
対
的
な
態
度
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
の
宗
教
自
体
が
ま
す
ま
す
尋
常

な
ら
ざ
る
振
幅
を
は
ら
み
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
宗
教
か
ど
う
か
自
体
を
問
わ
せ
る
よ
う
な
不
確
定
性
が
ま
す
ま
す
増
幅
し
つ
つ
あ
る
状
況
を

雷
い
当
て
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
二
人
は
、
哲
学
自
体
の
根
底
的
問
い
直
し
と
宗
教
自
体
の
根
底
的
問
い
直
し
と
が
交
差
す
る
地
点
を
自
ら
の
思
索
の
居
場
所
と

　
　
　
　
　
（
4
）

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
思
索
者
自
身
の
位
置
す
る
「
現
在

（
現
代
）
」
を
全
面
的
に
受
け
止
め
つ
つ
遂
行
さ
れ
る
よ
う
な
思
索
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
思
索
が
現
代
と
い
う
特
定

の
時
代
に
拘
束
さ
れ
た
相
対
主
義
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
の
歴
史
的
意
昧
を
き
わ
め

て
重
く
受
け
止
め
た
西
谷
に
と
っ
て
は
、
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
」
が
根
本
の
課
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、
「
信
と

知
し
論
文
を
始
め
と
す
る
晩
年
の
デ
リ
ダ
の
諸
論
考
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
存
在
史
（
ω
①
ぎ
ω
α
q
Φ
ω
o
ぼ
。
簿
①
ご
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
諸

問
題
と
結
び
つ
け
て
破
天
荒
に
語
り
直
し
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ラ
テ
ン
化
（
ヨ
O
づ
仙
凶
鋤
一
門
叶
圓
づ
一
ω
p
o
ひ
一
〇
昌
）
」
と
い
う
概
念
を
前
面
に
押
し
出
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
二
人
の
姿
勢
に
見
ら
れ
る
の
は
、
原
理
的
思
索
の
レ
ベ
ル
で
西
洋
哲
学
の
全
体
に
対
峙
し
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
根
底
か

ら
規
定
し
て
い
る
根
源
的
な
歴
史
性
に
ま
で
思
索
を
届
か
せ
よ
う
と
い
う
企
て
で
あ
る
。
彼
ら
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
企
て
が
初
め
て

可
能
と
な
り
か
つ
急
務
と
な
っ
た
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
、
自
ら
が
そ
こ
に
立
つ
「
現
在
（
現
代
）
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宗
教
哲
学
へ

六
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し
か
し
、
彼
ら
の
立
ち
位
置
を
こ
の
よ
う
に
描
き
出
す
な
ら
ぽ
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

哲
学
と
宗
教
の
双
方
が
根
底
か
ら
問
い
質
さ
れ
る
よ
う
な
地
点
に
自
ら
が
立
た
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
し
か
も
そ
れ
を
、
西
洋
か
ら
発
し
て

世
界
大
の
展
開
を
決
定
的
に
し
た
歴
史
的
趨
勢
の
到
達
点
と
し
て
の
「
現
在
（
現
代
）
」
と
見
な
す
よ
う
な
立
場
は
、
い
か
な
る
思
索
を
も

不
可
能
に
す
る
袋
小
路
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
谷
や
デ
リ
ダ
の
成
し
遂
げ
た
事

自
体
が
こ
う
し
た
疑
念
へ
の
生
き
た
反
論
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
答
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
必
ず
し
も
彼
ら
の
思
想
の
全

て
を
受
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
者
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
こ
の
疑
問
を
や
り
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
、

彼
ら
が
全
く
の
袋
小
路
に
見
え
る
地
点
か
ら
何
か
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
思
索
の
こ
の
よ
う
な
開
始

（
あ
る
い
は
再
開
）
は
、
一
体
い
か
に
し
て
生
起
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
鍵
を
探
る
た
め
に
は
、
哲
学
と
宗
教
が
根
底
か
ら
問
い
質
さ
れ
て
い
る
と
言
う
場
合
の
「
問
い
」
の
経
験
そ
の
も
の
に
立
ち
戻
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
根
底
か
ら
問
い
質
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
渦
中
に
あ
る
者
に
そ
れ
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
、
そ
う
し
て
そ
の
問
い
が
形
を
得
て
、
問
い
尋
ね
る
営
み
へ
と
足
掛
り
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
、
も
し
そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ

り
う
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
が
思
索
の
可
能
性
の
最
小
限
の
損
保
と
な
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
代
に
お

い
て
も
な
お
「
宗
教
哲
学
」
な
る
営
み
が
成
立
す
る
こ
と
の
保
証
が
得
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
と
哲
学
の
双
方
に

本
質
的
に
関
わ
る
思
索
の
可
能
性
を
今
日
に
お
い
て
追
究
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
撤
退
の
果
て
に
そ
の
よ
う
な
地
点

を
見
出
す
と
こ
ろ
が
ら
始
め
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
考
が
「
宗
教
哲
学
へ
」
と
題
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
言
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
は
単
に
、
従
来
の
意
味
で
の
宗
教
哲
学
の
否
定
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
意
味
で
の
「
解
体
（
囲
）
①
ω
け
婦
瓢
湖
《
け
一
〇
コ
）
」
に
近
い
営
み
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
も
先
の
引
用
で
、

そ
も
そ
も
宗
教
と
関
係
を
絶
つ
こ
と
自
体
が
、
も
っ
と
も
本
来
的
な
信
仰
が
含
み
も
つ
資
力
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
問
い



か
け
て
い
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
「
宗
教
哲
学
へ
」
の
思
索
の
可
能
性
を
問
う
こ
の
企
て
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の

宗
教
哲
学
の
遺
産
と
無
縁
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
単
純
に
伝
統
の
継
承
と
い
っ
た
形
で
そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
徹
底
的
な
断
絶
を
は
さ
ん
で
、
こ
の
遺
産
を
換
骨
奪
胎
し
、
「
リ
サ
イ
ク
ル
」
す
る
と
い
っ
た
ね
じ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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た
関
わ
り
方
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
と
宗
教
が
根
底
か
ら
問
い
質
さ
れ
て
い
る
と
言
う
場
合

の
「
問
い
」
そ
の
も
の
は
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
所
在
を
告
げ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
死
の
問
い
の
現
在
、
悪
の
問
い
の
現
在

　
さ
て
、
ま
ず
は
考
察
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
問
い
を
上
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
み
た
が
、
こ
の
問
い
か
け
が
な
お
荘
漠
た
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
ま
ま
で
は
取
り
付
く
島
も
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
。
問
題
と
な
る
状
況
を
さ
し
あ
た
り
「
問
い
」
と
し
て
性
格

づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
一
口
に
問
い
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
と
次
元
の
問
い
が
あ
り
う
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
度
外
視
し
て
問
い
一
般

を
分
析
し
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
「
根
底
か
ら
問
い
質
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
哲
学
と
宗
教
は
つ
ね
に
根
底
的

な
問
い
に
関
わ
っ
て
き
た
と
も
言
え
る
わ
け
で
、
こ
こ
で
雷
う
「
根
底
か
ら
の
問
い
質
し
」
と
従
来
の
「
根
底
的
な
問
い
」
と
の
区
別
と
連

関
が
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ぽ
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
状
況
が
わ
れ
わ
れ
に
リ
ア
ル
に
触
れ
て
く
る
そ
の
接
触
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
補
助
線
を
引
い
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
「
死
の
問
い
」
と
「
悪
の
問
い
」
と
い
う
補
助
線
で
あ
る
。
死
の
問
い
は
「
生
死
」
、
悪
の
問
い
は
「
善
悪
」

と
い
う
よ
り
広
大
な
問
題
系
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
生
死
と
善
悪
と
い
う
の
は
、
古
来
哲
学
と
宗
教
の
接
点
と
な
っ
て
き

た
事
柄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
学
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
く
哲
学
と
学
の
外
に
軸
足
を
置
く
宗
教
と
が
、
も
っ
と
も
具
体
的
か
つ
根

本
的
な
仕
方
で
接
し
合
う
場
面
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
一
口
に
生
死
や
差
量
ゆ
と
言
っ
て
も
、
生
と
死
、
善
と
悪
を

宗
教
哲
学
へ
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単
に
並
列
的
に
扱
っ
た
り
、
生
に
対
し
て
死
、
善
に
対
し
て
悪
を
単
に
否
定
的
・
欠
如
的
に
位
置
づ
け
た
り
す
る
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
も
っ
と
も
良
質
の
思
索
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
「
死
を
想
う
」
こ
と
が

生
の
意
味
（
単
な
る
生
命
に
限
ら
ず
「
永
遠
の
生
」
と
呼
ば
れ
る
次
元
も
含
め
て
）
を
問
い
求
め
る
た
め
の
決
定
的
な
通
路
と
な
り
、
悪
の
深

み
を
直
視
す
る
こ
と
が
善
の
希
求
を
純
粋
な
も
の
と
す
る
不
可
欠
の
条
件
に
な
る
、
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
哲
学
と
宗
教
を
襲
う
件
の
「
根
底
的
な
問
い
質
し
」
の
様
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
「
死
」
と

「
悪
」
が
現
代
に
お
い
て
い
か
な
る
姿
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
問
い
質
し
が
ど
れ
ほ
ど
根
底
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
「
死
の
問
い
」
と
「
悪
の
問
い
」
の
現
在
の
姿
の
う
ち
に
自
ず
と
映
し
込
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
問
い
が
た
が
い
に
無
関
係
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
根
底
的
な
問
い
質
し
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
を
告
げ
て
い
る
か
を
探
り
出
す
た
め
に
は
、
死
の
問
い
と
悪
の
問
い
と
が
絡

み
合
い
、
接
し
合
う
様
子
を
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
不
町
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
以
下
、
論
者
自
身

が
こ
れ
ま
で
親
し
ん
で
き
た
二
〇
世
紀
以
降
の
仏
独
哲
学
を
・
王
た
る
材
料
と
し
な
が
ら
考
察
を
遂
行
し
て
い
き
た
い
。

　
1
　
死
の
問
い
と
二
〇
世
紀
の
哲
学
“
一
入
称
の
死
、
二
人
称
の
死

　
思
想
史
に
お
い
て
は
、
現
代
と
そ
れ
以
前
と
を
分
か
つ
深
い
切
れ
圏
を
歴
史
の
内
に
劾
み
込
ん
だ
出
来
事
と
し
て
、
し
ば
し
ば
第
一
次
世

界
大
戦
に
字
句
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
門
現
代
」
の
始
ま
り
は
、
世
紀
の
変
わ
り
圏
か
ら
や
や
ず
れ
て
、

一
九
二
〇
年
代
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
初
め
て
「
世
界
大
戦
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
歴
史
的
世
界
の
大
規
模
な

地
殻
変
動
を
受
け
て
、
「
九
二
〇
年
代
に
は
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
文
学
や
芸
術
、
あ
る
い
は
政
治
・
社
会
運
動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
、

近
代
霊
義
へ
の
深
い
懐
疑
と
薪
た
な
方
向
へ
の
胎
動
が
マ
グ
マ
の
よ
う
に
噴
出
し
て
き
た
。
哲
学
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
現
代
哲
学
の
出

立
点
と
な
る
大
き
な
変
動
が
こ
の
時
期
に
計
時
多
発
的
に
見
ら
れ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
変
動
を
顕
在
化
さ
せ
る
重
要



な
ト
ポ
ス
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
死
の
問
い
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
は
単
に
死
が
テ
ー
マ
と
し
て
前
面
に
出
て
き
た
と
い
う
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
哲
学
が
ま
さ
し
く
死
と
い
う
事

象
に
蹟
き
、
自
ら
の
あ
り
方
の
全
面
的
な
転
換
を
迫
ら
れ
た
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ヴ
ィ
ッ
チ
が
大
著
『
死
』
で
用
い
た
有
名
な
区
分
を
便
宜
上
参
照
す
れ
ぽ
、
コ
人
称
の
死
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
文
脈
で
も
っ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

画
期
的
か
つ
徹
底
的
な
考
察
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
は
、
や
は
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
（
　
九
二
七
）
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
『
存
在
と
時
問
』
は
、
周
知
の
通
り
、
西
洋
哲
学
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
「
存
在
の
問
い
」
を
そ
の
大
本
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る

壮
大
な
企
て
の
書
で
あ
る
が
、
こ
の
企
て
の
着
手
点
と
な
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
つ
ど
現
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
現
存
在

θ
p
ω
Φ
ぎ
）
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
存
在
の
存
在
の
意
味
を
問
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
存
在
の
問
い
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
の
思
索
の
転
変
を
超
え
て
一
貫
し
て
保
持
し
て
い
る
根
本
洞
察
で
あ
る
と
言
え
る
。
現
存
在
が

「
現
－
存
在
（
U
騨
－
。
。
Φ
ぎ
）
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
存
在
忘
却
が
存
在
歴
史
的
な
運
命
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
期

に
お
い
て
も
、
そ
の
点
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
『
存
在
と
時
間
』
の
実
存
論
的
分
析
に
お
い
て
は
、
存
在
の
問
い
そ
の
も
の
の
練
り
上
げ
を
目
指
し
つ
つ
現
存
在
の
存
在
の

意
味
を
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
中
心
的
な
課
題
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
究
明
作
業
に
よ
っ
て
、
存
在
忘
却
と
縁
を
切
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
実
存
論
的
分
析
の
進
展
と
と
も
に
、
現
存
在
の
存
在
が
い
つ
も
す
で
に
「
飛
び
越
さ
れ
て
」
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
、
何
ら
か
の
偶
然
や
怠
慢
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
現
存
在
の
存
在
体
制
に
由
来
す
る
事
柄
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
一
体
い
か
に
し
て
現
存
在
の
存
在
自
体
の
意
味
を
捉
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
が
最
大
の
難
問
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
死
と
い
う
主
題
を
も
ち
だ
し
て
く
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
難
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
は
、

宗
教
哲
学
へ

六
九
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現
存
在
が
根
本
的
に
は
「
死
へ
の
存
在
（
ω
Φ
剛
づ
l
N
落
筆
ー
日
O
創
Φ
）
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
部
（
第
一
部
第
二

篇
）
を
規
定
す
る
こ
の
洞
察
が
意
味
す
る
の
は
、
端
的
に
憂
え
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
つ
ど
「
現
に
」
在
る
こ
と
は
、
直
ち
に
「
死
へ
と
／

死
に
臨
ん
で
」
在
る
こ
と
、
死
が
た
え
ず
自
ら
に
切
迫
し
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
在
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
単
に
死
を
め

ぐ
る
実
存
的
な
反
省
で
は
な
く
、
現
存
在
の
存
在
体
鰯
に
関
わ
る
実
存
論
的
分
析
の
極
点
で
得
ら
れ
た
洞
察
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら

ぽ
、
こ
こ
で
決
定
的
な
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
前
半
部
（
第
…
部
費
一
篇
）
で
は
、
現
存
在
の
存
在

体
制
が
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
描
き
出
さ
れ
、
そ
の
様
態
が
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
現
存
在
が
「
現
に
在

る
」
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ね
に
「
存
在
驚
能
（
o
。
①
巨
a
弓
Φ
膨
）
」
の
相
の
下
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
現
存
在
が
根
本
的

に
「
死
へ
の
存
在
」
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
を
構
成
す
る
存
在
罵
能
性
の
い
ず
れ
に
も
、
そ
れ
ら
を
「
終
わ
り
」
に
直
接
さ
せ
る
端
的
な

不
可
能
性
が
貼
り
つ
い
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
終
わ
り
」
を
さ
ら
に
根
拠
づ
け
、
意
味
づ
け
る
も
の
は
何
も
な
い
。
こ
う

し
て
、
死
へ
の
存
在
の
概
念
と
と
も
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
有
限
性
の
哲
学
」
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
死
へ
の
存
在
と
い
う
概
念
は
、
現
存
在
の
存
在
自
体
の
意
味
を
問
う
と
い
う
企
て
を
頓
挫
さ
せ
る
も
の
に
し
か
な

る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
決
定
的
な
芸
園
を
遂
げ
る
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
は
、
こ
の
死
が
他
の
誰
に
よ
っ
て
も
け
っ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

代
行
さ
れ
え
な
い
「
自
己
の
死
」
だ
と
い
う
単
純
な
事
実
で
あ
る
。
死
が
自
己
の
死
で
あ
る
と
い
う
こ
の
一
点
に
お
い
て
、
死
が
突
き
つ
け

る
端
的
な
不
可
能
性
は
、
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
と
い
う
逆
説
的
な
姿
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
死
へ
の
存
在
と
い
う
体
制
に
は
、

死
と
い
う
不
鳶
能
性
を
自
己
固
有
の
可
能
性
と
し
て
「
引
き
受
け
る
」
こ
と
へ
の
呼
び
か
け
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ

ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

死
は
、
そ
の
つ
ど
現
存
在
自
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
一
つ
の
存
在
可
能
性
で
あ
る
。
死
と
と
も
に
、
現
存
在
自
身
は
、
自

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
の
も
っ
と
も
固
有
な
存
在
可
能
性
に
お
い
て
自
ら
に
切
迫
し
て
い
る
。
こ
の
可
能
性
に
あ
っ
て
は
、
現
存
在
に
は
端
的
に
自
ら
の
世



界
内
存
在
が
問
題
と
な
る
。
現
存
在
の
死
と
は
、
も
は
や
現
存
在
し
え
な
い
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
現
存
在
が
自
己
自
身
の
そ
の
よ

う
な
可
能
性
と
し
て
そ
れ
自
身
に
対
し
て
切
迫
す
る
と
き
、
そ
の
現
存
在
は
、
自
ら
の
も
っ
と
も
固
有
な
存
在
可
能
へ
と
金
面
的
に
指

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
同
時
期
の
講
義
に
見
出
さ
れ
る
印
象
的
な
言
い
回
し
を
引
け
ば
、
現
存
在
の
ω
二
筥
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ω
⊆
旨
　
ヨ
。
亭

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

び
§
曾
ω
な
の
で
あ
る
。
現
存
在
を
構
成
す
る
他
の
全
て
の
可
能
性
が
死
の
切
迫
に
お
い
て
問
い
に
曝
さ
れ
る
と
し
て
も
、
自
己
の
死
と
い

う
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
に
特
有
の
確
実
性
（
O
①
鼠
賊
簿
）
1
全
て
の
町
能
性
が
問
い
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
の
確
実
単
一

だ
け
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。
ま
さ
し
く
こ
こ
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
の
存
在
が
そ
の
「
全
体
性
（
○
き
斗
Φ
δ
」
「
根
源
性
a
「
－

ω
只
冒
α
q
一
凶
二
陣
一
け
ご
「
本
来
性
（
田
α
q
三
二
凶
。
莫
Φ
ε
」
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
特
権
的
な
契
機
を
嘗
て
と
る
。
真
の
意
味
で
現
存
在
「
自
身
」

の
存
在
可
能
（
「
自
己
存
在
可
能
（
o
D
巴
び
ω
誘
蝕
早
く
α
8
①
ロ
）
」
）
は
、
「
死
へ
の
先
駆
的
覚
悟
性
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
逆
説
的
な
可
能
性
に
お
い

て
の
み
、
現
存
在
自
身
に
と
っ
て
全
面
的
に
「
透
見
し
う
る
（
9
噌
9
臨
9
菖
ひ
q
）
」
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
全
て
を
「
死
へ
の
存
在
」
と
い
う
原
場
面
へ
と
引
き
戻
し
、
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
根
本
制
約
と
す
る
よ
う
な
「
根
源
的

有
限
性
」
の
思
索
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
然
、
徹
底
性
と
一
面
性
を
合
わ
せ
も
つ
こ
の
よ
う
な
思
索
に
対
し
て
は
、
当
初
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
と
様
態
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
死
の
問
い
の
扱
い
方
に
関
係
す
る
批
判
は
、
そ
の
多
く
が

有
限
性
の
厳
し
い
徹
底
へ
の
実
存
的
レ
ベ
ル
で
の
反
動
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
数
々
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の
中
で

も
、
と
く
に
死
の
問
い
と
哲
学
の
根
底
的
問
い
と
の
連
関
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
け
っ
し
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
連
の
考
察
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
お
け
る
身
体
性
や
稲
互
人
格
性
、
あ
る
い
は
社
会
性
の
軽
視
を
問
い
質
し
つ
つ
、
コ
一
人
称
（
汝
）

の
死
」
の
固
有
の
意
義
へ
と
注
意
を
促
す
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
か
ら
そ
の
よ
う
な
方
向
へ
と
思
索
を
展
開
さ
せ
た
哲

学
者
は
幾
人
も
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
原
点
に
位
置
す
る
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
近
年
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ハ
イ

宗
教
哲
学
へ

七
一
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デ
ガ
；
の
同
時
代
人
に
、
少
し
ば
か
り
光
を
当
て
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
人
物
と
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
で
あ
る
。

　
「
我
在
り
」
の
意
味
を
「
死
へ
の
存
在
」
に
求
め
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、
『
存
在
と
時
間
』
と
岡
年
に
刊
行
さ
れ
た
騨
形
而
上
子
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

記
』
に
お
い
て
、
マ
ル
セ
ル
は
そ
れ
を
「
私
と
は
私
の
身
体
で
あ
る
」
と
い
う
定
式
で
捉
え
よ
う
と
し
た
。
す
な
お
ち
、
「
私
の
身
体
で
あ

る
」
と
い
う
存
在
様
式
は
、
思
考
の
対
象
と
な
る
諸
々
の
「
所
与
（
α
o
旨
①
Φ
ω
）
」
と
同
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
ら
を
現
出
さ
せ
る
「
絶
対
媒
介
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
「
私
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
o
Φ
O
ρ
δ
冨
ω
畿
ω
と
（
「
私
が
も
っ
て
い

る
も
の
（
8
ρ
毒
噺
衷
）
」
で
は
な
く
）
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
現
存
在
の
存
在
意
味
、
そ
の
「
我
在
り
」

は
、
。
。
慧
営
　
ヨ
。
注
び
§
9
の
と
い
う
角
度
か
ら
で
は
な
く
、
身
体
的
存
在
と
し
て
の
私
が
自
ら
の
任
意
に
左
右
で
き
な
い
「
根
源
的
贈
与

（仙

B
路
。
は
ぴ
q
ぎ
巴
お
）
」
の
「
座
（
ω
圃
審
）
」
と
な
る
と
い
う
事
態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
の
身
体
的
存
在
を
軸
と
し
て

生
起
す
る
思
索
の
こ
の
よ
う
な
転
換
を
、
マ
ル
セ
ル
は
「
第
一
の
反
省
」
（
対
象
化
し
分
析
す
る
思
索
）
か
ら
「
第
二
の
反
省
」
（
再
建
し
回

復
す
る
思
索
）
へ
の
転
圓
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
う
し
て
敢
行
さ
れ
る
転
換
に
よ
っ
て
、
死
の
問
い
が
マ
ル
セ
ル
の
思
索
圏
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
そ
こ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
、
死
の
問
い
へ
の
通
路
が
切
り
開
か
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
ま

さ
し
く
こ
の
文
脈
で
、
私
が
「
汝
」
と
呼
び
か
け
う
る
者
の
死
、
「
二
人
称
の
死
」
が
、
独
自
の
哲
学
的
意
義
を
帯
び
て
浮
上
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
前
提
と
な
る
の
は
、
私
が
「
身
体
で
あ
る
」
こ
と
に
お
い
て
生
起
す
る
の
と
同
質
の
思
索
転
換
が
、
二
人
称
的
関
係
に
お
け
る
地

者
と
の
「
出
会
い
」
の
核
心
を
も
な
し
て
い
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
出
会
っ
た
他
者
を
よ
り
ょ
く
知
ろ
う
と
し
て
、
「
名
前
は
～
」
「
齢

は
P
」
「
趣
味
は
2
」
と
質
問
す
る
と
き
、
私
は
他
者
を
自
ら
の
意
の
ま
ま
に
で
き
る
情
報
と
し
て
扱
い
、
三
人
称
の
「
そ
れ
」
の
地
位
に

追
い
や
っ
て
い
る
。
だ
が
、
出
会
い
に
お
け
る
他
者
は
、
私
が
「
汝
」
と
呼
び
か
け
う
る
相
手
で
あ
り
、
か
つ
私
に
「
汝
偏
と
呼
び
か
け
う

る
主
体
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
つ
ね
に
「
所
与
」
か
ら
「
能
与
（
一
①
　
鳥
O
謬
跡
餌
詳
叶
）
」
へ
と
反
転
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
意
味



で
、
他
者
と
の
出
会
い
も
ま
た
、
私
の
存
在
を
存
在
の
根
源
的
贈
与
の
「
座
」
へ
と
転
じ
さ
せ
る
特
権
的
な
契
機
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
哲
学
的
思
索
の
命
運
が
出
会
い
に
託
さ
れ
る
場
合
、
他
者
が
死
に
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
恐
る
べ
き
問

題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
親
密
に
交
わ
り
、
「
汝
」
と
呼
び
慣
わ
し
た
相
手
で
あ
れ
、
死
が
そ
の
者
を
私
か
ら
永
遠
に
奪
い
去

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
「
汝
」
は
死
に
よ
っ
て
結
局
「
そ
れ
」
へ
と
帰

す
る
こ
と
に
な
り
、
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
の
賭
け
金
と
な
る
件
の
転
換
は
、
そ
こ
で
挫
折
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も

は
や
こ
れ
は
、
自
己
の
「
死
へ
の
先
駆
」
を
も
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
彼
な
り
の
仕

方
で
「
現
象
学
」
を
標
榜
し
て
い
た
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
、
死
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
の
外
か
ら
、
魂
の
不
滅
性
に
関
す
る
思
弁
や
教
義
を

も
ち
込
む
と
い
う
の
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
マ
ル
セ
ル
の
思
索
に
と
っ
て
の
最
大
の
難
所
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
ま
さ
に
こ
の
局
薗
で
マ
ル
セ
ル
が
頼
み
の
綱
と
し
て
も
ち
出
し
て
く
る
の
が
、
対
象
な
い
し
事
物
の
不
滅
性
と
は
次
元
を
異
に
す
る
「
絆

の
不
滅
性
（
剛
層
一
b
P
ヨ
O
H
汁
蝉
一
一
叶
⑪
匹
二
一
圃
Φ
昌
）
」
と
い
う
着
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
不
滅
性
が
語
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
「
他
者
の
死
」
と
い
う

事
象
が
否
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
死
者
」
と
な
っ
た
汝
と
後
に
残
っ
た
私
と
の
絆
の
あ
り
方

で
あ
る
。
こ
の
絆
を
確
保
さ
せ
る
唯
一
の
媒
体
と
し
て
、
マ
ル
セ
ル
は
「
記
憶
の
忠
実
性
（
｛
帥
α
働
一
一
け
働
）
」
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

「
我
－
そ
れ
」
関
係
を
「
我
－
汝
」
関
係
へ
と
引
き
戻
す
出
会
い
の
転
換
力
を
、
マ
ル
セ
ル
は
つ
ね
に
、
対
象
知
の
厳
密
性
と
は
区
別
さ
れ

る
「
忠
実
性
」
と
い
う
存
在
様
態
に
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
忠
実
性
は
、
汝
の
死
の
後
に
は
「
死
者
の
記
憶
」
と
い
う
形
で
引
き

継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
対
象
知
の
流
儀
で
事
実
認
定
さ
れ
る
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
拒
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
記
憶
と
化
し
た
出
会
い
は
、
我
と
汝
の
絆
を
「
そ
れ
」
の
次
元
に
よ
る
汚
染
か
ら
浄
化
さ
れ
た
形
で
留

め
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
他
者
の
死
を
め
ぐ
る
マ
ル
セ
ル
の
思
索
は
、
最
終
的
に
は
そ
の
よ
う
な
希
望
へ
と
自
ら
を
委
ね
る

の
で
あ
る
。
「
誰
か
を
愛
す
る
と
は
、
『
汝
よ
、
お
前
は
死
な
な
い
だ
ろ
う
』
と
意
う
こ
と
だ
」
。
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
核
心
を
表
現
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
し
て
有
名
な
こ
の
台
詞
は
、
そ
の
よ
う
な
希
望
の
表
明
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
な
思
索
の
進
め
方
は
、
マ
ル
セ
ル
の
根
本
関
心
で
あ
る
「
存
在
論
的
神
秘
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
そ
れ
な
り
の
一
貫
性

を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
者
の
死
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
は
な
お
詰
め
の
甘
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
問
題

で
あ
る
の
は
、
愛
す
る
死
者
の
記
憶
の
忠
実
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
批
判
的
契
機
が
組
織
的
に
欠
落
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
｝
世
を
風
靡
し
た
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
は
、
彼
の
死
後
急
速
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
よ

う
な
批
判
的
契
機
の
欠
如
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
と
は
い
え
、
他
者
の
死
と
い
う
問
題
を
哲
学
の
中
へ
と
呼
び
込
み
、
死
者
の
記
憶
と

い
う
問
題
系
を
切
り
開
い
た
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
彼
の
功
績
は
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
「
追
悼
」
や
「
喪
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
が
氾
濫
す

る
昨
今
の
状
況
を
見
て
も
、
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
に
は
、
ま
だ
ま
だ
活
用
し
て
い
く
べ
き
多
く
の
富
が
埋
も
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
2
　
不
可
能
な
死
？
∴
死
の
人
格
性
の
決
定
的
曖
昧
化

　
以
上
、
現
代
哲
学
の
出
発
点
に
お
い
て
、
哲
学
自
体
の
全
面
的
な
再
規
定
の
企
て
と
連
動
し
つ
つ
死
の
問
い
が
と
っ
た
姿
を
、
コ
入
称

の
死
」
と
「
二
人
称
の
死
」
と
い
う
二
つ
の
角
度
か
ら
照
ら
し
出
し
て
み
た
。
だ
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
て

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
場
合
、
は
た
し
て
今
紹
介
し
た
考
察
は
十
分
に
納
得
の
い
く
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
る
ほ
ど
そ
こ
に
は
、
剥
ぎ
出
し
に
な
っ
た
死
の
問
い
へ
と
惚
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
問
い
の
衝
撃
を
ま
と
も
に
受
け
と
め
つ
つ
自
ら

の
営
み
を
根
底
か
ら
規
定
し
直
そ
う
と
す
る
哲
学
の
姿
を
冤
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
は
た
し
て

死
の
問
い
は
な
お
そ
れ
ほ
ど
確
固
た
る
輪
郭
を
も
ち
続
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
の
議
論
で
は
、
「
私
の
死
」
や
「
汝
の
死
」
と
い
っ
た

こ
と
が
白
明
の
事
柄
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
は
、
死
の
そ
の
よ
う
な
「
人
称
性
擁
人
格
性

（
口
①
H
ω
O
部
鵠
効
臨
け
⑩
）
」
自
体
の
曖
昧
化
が
決
定
的
な
仕
方
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
世
界
規

模
で
進
展
す
る
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
尖
端
に
位
置
す
る
高
度
資
本
主
義
社
会
で
は
、
死
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
・
社
会

空
間
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
け
ら
れ
、
病
院
に
押
し
込
め
ら
れ
て
医
療
的
操
作
の
対
象
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
葬
送
儀
礼
に
も
顔
の
見
え
な
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

消
費
経
済
の
論
理
が
浸
透
し
、
戦
争
に
お
い
て
す
ら
、
誰
か
が
誰
か
を
殺
す
と
い
う
対
決
の
場
面
は
明
確
な
像
を
結
び
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
ご
く
表
面
的
な
描
写
を
寄
せ
集
め
た
だ
け
で
も
、
死
を
自
己
の
も
っ
と
も
「
固
有
」
の
可
能
性
と
し
て
、
あ
る
い
は
他
者
へ
の

「
忠
実
」
が
問
わ
れ
る
試
金
石
と
し
て
受
け
と
め
る
よ
う
な
立
場
が
そ
の
ま
ま
で
維
持
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
状
況
が
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的

現
在
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
感
知
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
死
そ
の
も
の
を
厄
介
払
い
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能

で
あ
る
。
死
の
問
い
が
そ
の
輪
郭
を
失
い
、
そ
の
問
い
自
体
が
脱
落
し
て
い
く
か
に
見
え
る
わ
れ
わ
れ
の
状
況
は
、
い
か
に
逆
説
的
に
聞
こ

え
よ
う
と
も
、
死
の
脅
威
が
か
っ
て
な
い
仕
方
で
遍
在
化
・
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
が
ゆ
え
に
ま
す
ま
す
不
可
視
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
事

態
の
裏
面
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
実
際
、
二
〇
世
紀
後
半
の
現
代
哲
学
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
と
深
い
と
こ
ろ
で
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、
死
の
問
い
（
と
そ
の
脱
落
）
を

さ
ら
に
徹
底
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
死
の
人
称
性
と
固
有
性
の
本
質
的
な
曖
昧
さ
を
暴
露
す
る
よ
う
な
思
索
が
出
て
き
て

い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
上
で
紹
介
し
た
考
察
と
の
関
連
で
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
つ
の
例
に
着
目
し
つ
つ
、
「
死
の
問
い
の
現
在
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
も
う
一
歩
切
り
込
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
二
つ
と
は
、
一
つ
は
晩
年
の
デ
リ
ダ
が
『
ア
ポ
リ
ア
』
（
一
九
九
六
）
等
で
展
開
す

る
『
存
在
と
時
間
』
の
批
判
的
読
解
、
も
う
一
つ
は
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
他
者
の
死
」
を
め
ぐ
る
考
察
で
あ
る
。

　
デ
リ
ダ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、
現
存
在
の
も
っ
と
も
固
有
な
可
能
性
と
し
て
の
「
自
己
の
死
」
、
お
よ
び
こ
の
可
能
性
の
護
り
手
と
し

て
の
「
先
駆
的
覚
悟
性
」
と
い
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
の
核
心
部
に
ま
っ
す
ぐ
切
り
込
ん
で
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

認
め
た
「
確
実
性
」
が
、
単
に
死
を
・
王
題
と
し
た
考
察
の
一
テ
ー
ゼ
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
源
的
有
限
性
の
哲
学
の
死
命
を
決
す
る

拠
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
デ
リ
ダ
は
知
り
尽
く
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
こ
と
の
意
味
を
高
く
見
積
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
上

で
デ
リ
ダ
は
、
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
定
式
化
が
、
「
自
己
の
死
」
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
を
最
後
の
と
こ
ろ
で
取

り
逃
が
し
て
い
る
こ
と
を
露
わ
に
し
ょ
う
と
す
る
。
こ
の
デ
リ
ダ
の
洞
察
を
集
約
す
る
一
節
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
「
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
し
て
の
死
へ
の
存
在
の
も
っ
と
も
近
い
近
さ
（
魚
Φ
鼠
9
ω
8
Z
讐
Φ
α
Φ
ω
ω
Φ
凶
⇒
ω
豊
ヨ
6
。
山
Φ
巴
ω
罎
α
か
q
浮
穿
①
一
け
）
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー

宗
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の
言
い
回
し
に
註
釈
す
る
よ
う
な
形
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〈
と
し
て
〉
〔
「
可
能
性
と
し
て
の
死
へ
の
存
在
」
の
「
と
し
て
」
〕
が
意
味
す
る
の
は
、
可
能
性
が
不
可
能
性
と
し
て
暴
露
さ
れ
る
と

岡
時
に
、
そ
こ
へ
の
突
入
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
不
可
能
性
の
可
能
性
と
い
う
逆
説
的
な
可
能
性
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
不
可
能
性
と
し
て
の
可
能
性
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
現
存
在
自
身
の
死
と
は
、
現
存
在
に
も
っ
と
も
固
有
な
可
能
性
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
不
可
能
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
（
も
っ
と
も
固
有
な
）
可
能
性
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
も
っ
と
も
固
有
で
な

い
可
能
性
で
あ
る
、
と
私
な
ら
ば
言
う
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
け
っ
し
て
そ
う
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
）
。
〈
と
し
て
〉
は
最
高
度
に
思
考

不
可
能
な
も
の
を
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
な
お
く
そ
の
も
の
と
し
て
（
巴
ω
ω
o
｝
畠
Φ
）
V
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の

よ
う
に
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
不
嘗
能
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
（
も
っ
と
も
固
有
な
）
可
能
性
は
、
〈
そ
の
も
の

と
し
て
〉
現
れ
た
と
し
た
ら
す
ぐ
さ
ま
姿
を
消
し
て
し
ま
う
し
か
な
い
も
の
で
は
な
い
か
、
〈
そ
の
も
の
と
し
て
〉
は
あ
ら
か
じ
め
闇

に
沈
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
本
質
的
な
消
失
に
よ
っ
て
、
現
存
在
を
他
か
ら
区
幸
す
る
全
て
の
も
の
が
当
の
現
存
在
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

う
の
で
は
な
い
か
〔
…
…
〕
、
と
。

　
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
「
不
可
能
性
の
薯
能
性
」
は
「
不
可
能
性
と
し
て
の
斑
能
性
（
宮
ω
ω
羨
琴
働
§
§
定
心
ヨ
o
o
ψ
ω
薫
一
ま
）
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
自
己
の
死
が
、
現
存
在
の

〈
現
〉
を
構
成
す
る
一
切
の
関
わ
り
（
讐
…
）
を
潰
え
さ
せ
る
「
不
可
能
土
偏
の
事
柄
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
不
可

能
性
は
、
も
っ
と
も
固
有
な
自
己
存
在
可
能
（
ω
捧
げ
簿
ω
Φ
四
三
《
α
弓
①
賢
）
と
し
て
現
存
在
自
身
に
引
き
受
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
「
死
へ
の
存

在
」
の
「
へ
（
讐
）
」
を
も
刺
し
抜
く
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
不
可
能
性
と
可
能
性
が
「
と
し
て
」
で
結
ぼ
れ
る
と
い
う
事
態

は
、
端
的
な
意
味
で
「
ア
ポ
リ
ア
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
自
ら
の
死
を
自
ら
の
死
「
と
し
て
」
引
き
受
け
る
と
い
う
現
存



在
の
営
為
に
反
響
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
場
合
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現
存
在
の
固
有
性
目
本
来
性
（
］
円
一
α
q
①
嵩
匡
一
〇
げ
閑
Φ
｛
け
）
を
決
す
る
も
の
と

み
な
し
た
こ
の
営
為
は
、
も
っ
と
も
固
有
な
も
の
か
も
つ
と
も
固
有
で
な
い
も
の
か
が
本
質
的
に
「
決
定
目
決
断
不
可
能
（
ぎ
融
。
達
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

巨
①
）
」
な
局
面
を
体
現
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
ω
窪
8
ヨ
。
ユ
げ
§
含
ω
「
と
し
て
」
確
保
さ
れ
る
は
ず
の
現
存
在
の
自
己
性
は
、
こ
の
「
と
し
て
」
が
け
っ
し
て
「
そ
の
も
の

と
し
て
（
P
一
ω
　
ω
O
一
〇
げ
Φ
）
」
現
出
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
存
在
を
他
か
ら
区
劉
す
る
た
め
の
拠
点
で
は
あ
り
え
な
く
な
る
。
デ
リ

ダ
の
こ
の
よ
う
な
洞
察
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
の
要
の
部
分
を
揺
り
動
か
さ
ず
に
は
い
な
い
。
実
際
彼
は
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
実
存

論
的
分
析
論
を
規
定
す
る
諸
々
の
「
境
界
画
定
（
》
び
σ
q
お
嵩
§
ひ
q
）
」
（
存
在
論
的
／
存
在
的
、
実
存
論
的
分
析
論
／
他
の
諸
学
問
、
現
存
在
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

動
物
、
等
々
）
が
撹
乱
さ
れ
る
さ
ま
を
執
拗
に
描
き
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
今
問
題
に
し
て
い
る
「
死
の
問
い
の
現
在
扁
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
以
上
の
考
察
は
、
も
っ
ぱ
ら
死
の
問
い
が
問
い
と
し
て
消
失
し
て
い

く
さ
ま
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
考
察
が
、
同
時
に
「
死
へ
の
存
在
」
と
い
う
考

え
の
徹
底
化
の
帰
結
で
も
あ
る
こ
と
を
け
っ
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
死
へ
の
」
の
「
へ
」
に
刻
み
込
ま
れ
た
不
可
能
性
に
ど
こ
ま

で
も
寄
り
添
お
う
と
す
る
こ
の
徹
底
化
は
、
ま
さ
し
く
「
〈
不
可
能
な
死
〉
の
問
い
」
と
い
う
形
で
死
の
問
い
を
そ
の
極
点
ま
で
追
究
し
て

い
こ
う
と
す
る
企
て
で
も
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
デ
リ
ダ
も
雷
及
し
て
い
る
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
な
ら
っ
て
、
「
必
然
的
な
不
可
能
な
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

（
ヨ
。
耳
ぎ
℃
o
ω
ω
諺
㊦
融
8
ω
ω
巴
お
）
」
の
問
い
と
表
現
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
死
に
ま
つ
わ
る
端
的
な
不
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
自

己
の
死
を
そ
れ
「
と
し
て
」
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
「
本
来
的
な
現
存
在
」
の
真
相
だ
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
現
存
在

が
い
つ
も
す
で
に
「
不
可
能
な
死
」
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
晩
年
の
デ
リ
ダ
が
「
亡

霊
（
賦
コ
8
ヨ
ρ
お
く
①
三
楽
）
」
と
い
う
異
様
な
語
彙
を
も
ち
出
し
て
く
る
理
由
は
、
こ
の
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
一
般
に
亡
霊
と
は
、
す
で
に
死
ん
で
い
な
が
ら
（
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
、
け
っ
し
て
自
ら
の
死
を
自
己
の
「
可
能
性
」

と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
者
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
読
解
は
、
現
存
在
の
自
己
性
が
「
あ
る
根
源
的
な
喪

宗
教
哲
学
へ

七
七
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（
1
9
）

（
弩
匹
Φ
包
。
ユ
ウ
q
冒
鋤
冨
）
を
起
点
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
露
わ
に
す
る
。
こ
の
構
造
的
な
幽
霊
性
（
魯
①
o
q
巴
藏
）
に
よ
っ
て

そ
も
そ
も
一
種
の
「
死
後
生
（
ω
二
村
一
く
一
く
簿
郎
O
①
）
」
を
生
き
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
現
存
在
は
自
ら
の
死
へ
と
先
駆
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の

　
（
2
0
）

で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
デ
リ
ダ
に
即
し
て
見
て
き
た
「
必
然
的
な
不
可
能
な
死
」
と
い
う
発
想
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
に
お
い
て
も
、
つ
ね
に
表

に
出
て
く
る
主
題
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
い
わ
ば
見
え
ざ
る
軸
と
し
て
作
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
早
い
時
期
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
定
式
を
「
可
能
性
の
不
可
能
性
」
へ
と
反
転
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
単
な
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
が
、
「
死
へ
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
へ
の

目
覚
め
に
「
存
在
の
意
味
」
へ
の
特
権
的
な
通
路
を
見
出
そ
う
と
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
企
て
さ
え
も
が
維
持
で
き
な
く
な
る
（
非
）
場
所
か
ら

出
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
（
非
）
場
所
と
は
、
無
名
で
非
人
称
の
「
あ
る
（
一
一
《
曽
）
」
と
し
て

形
容
さ
れ
る
局
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
「
存
在
者
な
き
存
在
」
が
、
も
は
や
存
在
の
意
味
を
問
う
こ
と
す
ら
も
許
容
し
な
い
端

的
な
「
無
意
味
」
な
い
し
は
「
悪
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
は
ら
む
こ
の
主
張
自
体
に
つ
い
て
は
さ
ら
に

詳
し
い
考
察
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
余
裕
は
な
い
。
目
下
の
論
述
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
〈
あ
る
〉
へ
の
参
与

が
、
ま
さ
に
「
死
の
不
可
能
性
」
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
あ
る
〉
が
そ
っ
と
触
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
恐
擁
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
恐
怖
に
お
い
て
は
、
主
体
は
ま
さ
し
く
そ
の
主
体
性
を
、
燗
人

と
し
て
実
存
す
る
能
力
を
奪
い
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
・
斜
体
は
人
格
を
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
恐
怖
と
は
〈
あ
る
〉
へ
の
参
与

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
否
定
の
た
だ
中
で
〔
そ
の
否
定
か
ら
〕
反
転
す
る
〈
あ
る
〉
へ
の
、
「
出
口
な
き
」
〈
あ
る
V
へ
の
参
与
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

そ
れ
は
い
わ
ぽ
死
の
不
可
能
性
で
あ
っ
て
、
死
の
無
化
作
用
に
お
い
て
さ
え
も
実
存
が
遍
く
充
満
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
死
の
不
可
能
性
が
、
単
に
死
が
問
題
に
な
り
え
な
い
と
い
う
消
極
的
な
事
態
を
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
死
が
そ
れ
を
可
能
性
と
し
て
引
き
受
け
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
に
肉
迫
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
全
く
の
無
防
備

で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
刻
み
込
ま
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
存
在
者
と
区
別
さ
れ
る
存

在
自
体
を
問
う
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
存
在
自
体
を
赤
裸
な
「
あ
る
（
一
一
鴇
餌
）
」
に
ま
で
引
き
戻
す
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
異
様
な
思
索
は
、
わ

れ
わ
れ
の
可
能
性
と
し
て
自
己
化
さ
れ
え
な
い
以
上
主
題
化
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
は
ず
の
こ
の
「
必
然
的
な
不
可
能
な
死
」
を
、
一
瞬

垣
間
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
後
期
に
あ
ら
た
め
て
死
の
問
い
を
考
察
の
主
題
と
し
て
も
ち
出
し
て
く
る
と
き
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
自
己
の
死
」
の
ア
ポ
リ

ア
を
突
き
詰
め
て
い
く
デ
リ
ダ
と
は
違
っ
た
道
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
「
他
者
の
死
」
が
第
一
に
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

強
調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
マ
ル
セ
ル
の
切
り
開
い
た
道
を
引
き
継
い
で
い
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
マ

ル
セ
ル
の
考
察
の
中
心
点
が
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
「
汝
」
は
死
者
と
な
っ
て
も
な
お
私
の
内
で
「
生
き
て
」
い
る
の
だ
と
い
う

洞
察
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
あ
く
ま
で
他
者
の
「
死
」
を
第
一
の
問
題
と
す
る
。
と
く
に
『
存
在
の
彼
方
』
（
一
九
七
四
）

以
降
は
、
彼
の
哲
学
の
根
本
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
他
者
と
の
「
対
面
」
自
体
が
、
当
の
他
者
の
死
を
い
つ
も
す
で
に
内
に
刻
み
込
ん
だ
事
象
と

し
て
提
示
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
し
て
、
「
他
者
へ
の
無
限
責
任
」
を
告
げ
る
彼
の
語
り
口
は
そ
の
誇
張
法
的
性
格
を
増
し
、
あ
た
か
も
他
者

は
す
べ
か
ら
く
潜
在
的
な
「
死
者
」
で
あ
り
、
他
者
に
面
す
る
私
は
不
当
な
「
生
き
残
り
（
ω
⊆
同
く
一
く
鋤
昌
什
）
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
展
開
は
、
そ
の
根
底
に
「
〈
不
可
能
な
死
〉
の
問
い
」
を
透
か
し
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
解

可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
主
著
『
金
体
性
と
無
限
』
（
一
九
六
一
）
以
来
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
全
体
性
の
暴
力
」
を
西
洋

哲
学
の
根
底
に
、
ひ
い
て
は
存
在
が
存
在
す
る
こ
と
の
根
底
に
見
て
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
暴
力
と
は
、
戦
争
や
殺

人
と
い
っ
た
事
柄
が
も
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
印
象
と
は
裏
腹
に
、
必
ず
し
も
逆
ら
う
者
を
む
り
や
り
抹
殺
す
る
よ
う
な
直
戴
な
力
の
み

宗
教
哲
学
へ

七
九
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に
限
局
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
全
体
性
の
金
体
化
作
用
は
、
全
て
の
存
在
者
を
そ
の
自
己
同
一
性
自
体
か
ら
引
き
抜
き
「
動
員

（
鷺
P
O
σ
一
一
凶
ω
Φ
同
）
」
す
る
と
こ
ろ
に
存
し
て
お
り
、
こ
の
動
員
は
、
そ
の
こ
と
が
当
の
存
在
者
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
え
な
い
ほ
ど
に
徹
底
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
全
体
性
の
「
項
」
と
化
し
た
存
在
者
は
、
た
え
ず
死
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
「
自
ら
の
死
を
死
ぬ
」
と

い
う
可
能
性
自
体
を
奪
い
取
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
全
体
性
は
、
「
不
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

な
死
」
を
分
泌
し
つ
つ
も
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
「
理
性
の
行
使
そ
の
も
の
し
と
し
て
粛
々
と
作
動
す
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
う
い
つ
た
経
緯
の
金
て
を
暴
露
し
告
知
す
る
契
機
；
そ
の
意
味
で
全
体
性
の
「
裂
け
霞
（
讐
虚
無
①
ご
と
も
い
う
べ
き
契
機

一
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
顔
（
≦
ω
簿
α
q
Φ
）
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

顔
と
は
私
の
側
か
ら
の
一
切
の
意
味
付
与
に
先
立
っ
て
他
者
が
私
に
面
し
て
く
る
「
仕
方
」
で
あ
り
、
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
訴
え

（
巷
℃
9
そ
の
も
の
だ
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
特
異
な
主
張
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
他
者
の
人
格
の
か
け
が
え
の
な
さ

を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
へ
と
さ
ら
さ
れ
た
顔
は
、
む
し
ろ
他
者
が
人
格
以
下
の
「
裸
性
（
≧
舞
戸
）
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ

て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
顔
は
、
私
が
我
知
ら
ず
存
在
論
的
暴
力
の
結
節
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
私
に
そ
の
責
め
を
負
わ
せ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
倫
理
の
出
発
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
者
の
顔
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
件
の
「
不
可
能
な
死
」
の
現
象
i
よ
り
詳
し
く
い
え
ぽ
、
「
誰
も
自
ら
の

死
を
死
ね
な
い
」
こ
の
世
界
が
夏
時
に
「
不
可
能
な
死
」
に
遍
く
浸
透
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
証
示
さ
れ
る
「
仕
方
」
一
だ
と
い
っ

て
も
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
他
者
を
死
者
と
岡
　
面
し
て
い
く
か
の
よ
う
な
後
年
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
展
開
は
、
そ
も
そ
も
こ
こ
に
由
来
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
者
の
死
（
あ
る
い
は
可
死
性
）
を
め
ぐ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
察
の
鰻
霞
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
自
己

の
死
の
固
有
性
に
代
え
て
他
者
の
死
の
國
有
性
に
優
位
を
認
め
る
点
に
見
る
よ
う
な
解
釈
は
、
皮
相
な
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
自
体
が
、
け
っ
し
て
固
有
化
で
き
な
い
死
の
不
可
能
性
が
告
げ
知
ら
さ
れ
る
仕

方
な
の
で
あ
っ
て
、
他
者
の
顔
の
唯
　
無
二
性
と
は
、
こ
の
仕
方
が
そ
の
つ
ど
の
対
面
に
お
い
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で



し
か
な
い
。
『
存
在
の
彼
方
』

め
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
次
の
よ
う
に
描
き
直
さ
れ
た
「
顔
」
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
う
し
た
考
察
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
受
け
と

顔
と
は
ま
さ
し
く
現
象
性
が
離
脱
〔
解
体
〕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
暴
虐
す
ぎ
て
現
出
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で

は
余
り
に
弱
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
象
「
以
下
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
非
－
現
象
で
あ
る
も
の
。
顔
の
暴
露
と
は
裸
性
一
形

（
栢
）
を
ま
と
わ
ぬ
も
の
ー
ー
、
自
己
放
棄
、
老
い
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
裸
性
よ
り
も
さ
ら
に
裸
。
貧
し
さ
、
織
が
刻
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

た
皮
膚
。
綴
く
ち
や
の
皮
膚
、
自
己
自
身
の
痕
跡
。

　
以
上
、
デ
リ
ダ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
察
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
死
の
問
い
の
現
在
」
が
わ
れ
わ
れ
を
あ
る
種
の
限
界
状

況
へ
と
連
れ
行
く
さ
ま
を
覗
き
見
る
こ
と
が
で
ぎ
た
。
デ
リ
ダ
は
「
死
へ
の
存
在
」
と
し
て
の
現
存
在
を
亡
霊
化
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

か
ら
二
人
称
的
親
し
さ
を
奪
い
去
っ
て
、
そ
の
顔
を
「
死
せ
る
時
間
（
8
厳
O
ω
日
。
答
）
」
の
通
過
の
痕
跡
と
し
て
の
搬
に
ま
で
切
り
縮
め
て

し
ま
う
。
亡
霊
と
搬
、
こ
の
二
つ
の
（
昨
）
現
象
は
、
人
称
性
と
非
入
称
性
の
あ
わ
い
に
あ
っ
て
、
死
の
問
い
が
極
大
化
し
不
可
視
化
す
る

こ
と
で
そ
の
問
い
が
問
い
と
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
局
面
を
指
示
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
奇
矯
な

術
語
を
核
に
し
て
編
み
上
げ
ら
れ
る
言
説
が
、
哲
学
と
し
て
破
格
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
大
仰
で
レ
ト

リ
カ
ル
な
物
雷
い
が
、
地
道
に
一
つ
ず
つ
考
察
を
積
み
上
げ
て
い
く
思
索
の
歩
み
を
台
無
し
に
し
、
哲
学
を
空
洞
化
し
か
ね
な
い
も
の
と
し

て
し
ば
し
ぼ
猜
疑
の
眼
差
し
で
見
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ

哲
学
の
変
形
が
、
単
に
恣
意
的
で
独
断
的
な
言
語
遊
戯
と
し
て
企
て
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
こ
に

見
ら
れ
る
の
は
、
哲
学
を
根
底
か
ら
問
い
質
す
問
い
自
体
が
そ
の
輪
郭
を
不
確
か
に
し
つ
つ
ま
す
ま
す
深
く
な
っ
て
い
く
中
で
、
逃
れ
行
く

問
い
の
尻
尾
を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
身
を
よ
じ
る
よ
う
な
企
て
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
宗
教
哲
学
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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と
は
い
え
、
亡
霊
や
搬
と
い
っ
た
術
語
を
た
だ
合
言
葉
の
よ
う
に
連
関
づ
け
る
だ
け
で
は
、
デ
リ
ダ
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
作
り
上
げ
た
奇
妙

な
言
説
空
聞
に
閉
じ
込
も
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
問
い
と
し
て
の
自
ら
の
輪
郭
を
不
確
か
に
し
つ
つ
ま
す
ま
す
深
く
な
っ

て
い
く
問
い
、
自
分
で
自
分
を
消
去
し
て
い
く
か
の
よ
う
な
こ
の
問
い
は
、
は
た
し
て
な
お
問
い
と
し
て
維
持
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
文
の
第
一
の
課
題
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
点
の
究
明
に
存
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
究
明
作
業
の
た
め
に
は
、
こ
こ
ま
で
辿
っ
て
き

た
死
の
問
い
と
い
う
補
助
線
と
照
雨
さ
せ
つ
つ
、
も
う
一
本
の
補
助
線
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
思
お
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪

の
問
い
と
い
う
補
助
線
で
あ
る
。
（
続
）

　
注

（
1
）
　
西
谷
啓
治
「
私
の
哲
学
的
発
足
点
」
、
『
宗
教
と
非
宗
教
の
間
舳
、
岩
波
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
六
年
、
二
四
九
頁
。

（
2
）
　
宣
8
¢
①
ω
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紆
層
《
男
。
冨
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凶
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ω
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切
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譜
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G
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昌
”
8
一
ゼ
勺
。
一
募
ω
る
0
8
も
。
ω
。
。
－
ω
㊤
。

（
3
）
　
こ
の
よ
う
に
、
狭
義
の
「
宗
教
哲
学
」
と
「
宗
教
的
哲
学
」
お
よ
び
「
哲
学
的
神
学
」
と
の
重
な
り
と
ズ
レ
を
検
討
す
る
こ
と
を
適
し
て
、
宗
教
哲

　
学
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
思
索
の
意
味
の
広
が
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
論
法
は
、
ジ
ャ
ン
・
グ
レ
ー
シ
ュ
の
次
の
著
作
に
示
唆
を
受
け
た
も
の

　
で
あ
る
。
匂
㊦
鋤
謬
○
目
虫
ω
o
劉
卜
偽
昏
N
譜
的
ミ
～
ミ
誉
ミ
ミ
鳶
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塞
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ミ
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ミ
p
卜
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§
受
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ミ
ミ
智
辱
ミ
範
§
ミ
ミ
蒔
ご
深
戸
。
ヨ
Φ
㌍
℃
餌
ユ
ρ

　
O
①
算
岱
⊃
0
8
．

（
4
）
　
宗
教
と
哲
学
の
双
方
に
関
わ
る
根
底
的
問
い
直
し
と
の
連
関
で
「
現
代
の
宗
教
哲
学
」
を
考
え
る
と
い
う
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

　
拙
論
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
杉
村
靖
彦
「
哲
学
者
の
神
」
、
岩
波
講
座
宗
教
四
隅
根
源
へ
　
思
索
の
習
険
㎞
、
　
一
　
一
＝
二
…
一
六
〇
頁
一
篇
溝
ω
¢
7
欝
○

　
ω
q
9
鼠
¢
刃
》
二
《
U
暗
瓢
簿
毫
Ψ
一
髪
”
〈
韓
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Φ
《
9
臨
8
8
7
δ
号
一
鶴
譜
M
㎞
喩
§
》
鋤
＆
o
【
餌
困
，
象
配
当
幽
》
層
奪
ミ
ミ
ミ
ミ
爲
ミ
魁
ミ
慧
全
9
ミ
ぎ
9
鳩
§
醤
祭
日
黛

　
き
ミ
。
零
§
§
ミ
舞
○
門
巴
⊆
簿
①
ω
0
9
0
一
〇
略
い
①
9
興
ω
o
団
｝
ぞ
◎
ε
¢
三
く
。
邑
¢
る
8
⑦
噌
Ψ
δ
山
8
．

（
5
）
　
実
際
、
『
岩
波
講
座
家
教
㎞
シ
リ
…
ズ
の
全
｝
○
巻
を
対
象
に
し
た
書
評
論
文
で
、
論
者
の
長
谷
千
代
子
は
、
注
（
4
）
に
記
し
た
拙
論
「
哲
学
者

　
の
神
」
に
言
及
し
た
際
に
、
「
近
代
的
「
我
」
お
よ
び
「
神
」
と
い
う
リ
ソ
ー
ス
の
解
体
と
再
利
用
の
試
み
」
と
い
う
表
現
で
拙
論
の
趣
旨
を
要
約
し
て



　
い
る
。
次
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。
長
谷
千
代
子
「
「
宗
教
」
と
「
宗
教
的
扁
な
も
の
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
宗
教
研
究
』
三
四
八
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇

　
〇
六
年
六
月
、
＝
○
頁
。

（
6
）
　
＜
冨
島
ヨ
貯
智
艮
鮎
⑩
く
淳
。
芦
卜
鰹
§
o
算
勺
霞
昼
霊
。
目
B
p
「
δ
P
一
㊤
①
①
■
〔
仲
澤
紀
雄
訳
『
死
』
、
み
す
ず
書
房
〕

（
7
）
　
竃
費
片
肱
踏
鉱
匹
①
α
q
ひ
q
Φ
5
⑦
鳴
§
ミ
蕊
野
禽
鋒
8
自
び
ぎ
ぴ
q
Φ
詳
鼠
・
2
一
Φ
ヨ
①
累
悉
く
Φ
犠
p
。
ひ
q
”
繍
p
二
典
お
鷲
山
㊤
。
。
蒔
同
様
の
意
義
を
認
め
う
る
仕
事
と
し
て
、

　
た
と
え
ば
ロ
ー
ゼ
ソ
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
『
贈
い
の
星
』
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
閏
冨
昌
N
幻
。
。
・
魯
N
≦
Φ
蚤
b
ミ
い
繕
§
魯
鳩
、
肉
、
舞
袋
薦
”
雷
a
r
閃
高
下
写

詮
昼
ω
⊆
ξ
冨
罎
℃
し
8
緊
一
㊤
O
。
。
．
）
。
「
新
し
い
思
考
扁
を
標
榜
す
る
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
宗
教
哲
学
の
書
は
、
そ
も
そ
も
著
者
が
第
一
次
大
戦
中
に
前
線
か

　
ら
母
の
も
と
に
少
し
ず
つ
書
き
送
っ
た
原
稿
か
ら
成
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
述
は
、
「
私
の
死
扁
を
起
点
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
体
系
の
全
体
性
に

破
産
宣
告
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
共
有
す
る
時
代
状
況
、
お
よ
び
両
者
の
思
想
的
親

　
縁
性
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ー
ド
ン
の
次
の
著
作
が
委
曲
を
尽
く
し
て
論
じ
て
い
る
。
℃
簿
興
田
圃
O
o
a
o
ジ
沁
8
§
N
ミ
鳴
膏
§
蹴
ミ
ミ
餐
直
穿
ミ
恥
§

冒
§
蹄
ミ
§
織
O
ミ
§
§
き
§
諸
悪
ミ
”
b
σ
Φ
碁
δ
ミ
い
。
ω
》
轟
Φ
『
＼
ピ
。
欝
α
o
斜
d
巴
く
Φ
邑
蔓
。
眺
O
p
。
＝
｛
o
ヨ
一
鋤
牢
Φ
ω
ω
b
O
8
．

（
8
）
　
竃
鋤
三
昌
国
Φ
こ
⑦
ひ
q
ひ
q
①
5
の
鳴
ミ
§
亀
浴
鐘
o
P
o
剛
⇔
■
も
』
切
O
。

（
9
）
ζ
掌
。
芸
評
頃
。
幕
α
q
α
q
①
5
ぎ
、
§
§
§
§
ミ
O
§
ミ
§
鴨
翁
浴
§
禽
§
讐
Q
壽
ρ
多
気
巳
含
昼
≦
菖
。
厭
圃
。
屡
。
器
毒
四
8
㍉
曾
P
唱
誌
。
。
メ
〔
常

俊
宗
三
郎
他
訳
『
時
間
概
念
の
歴
史
へ
の
序
説
』
、
創
文
社
）

（
0
1
）
　
○
鋤
σ
ユ
鉱
鼠
O
同
O
Φ
押
冒
ミ
§
貸
、
§
§
曹
鳶
ミ
魯
勺
鋤
ユ
ω
噂
O
P
ゆ
＝
凶
B
餌
憎
P
一
㊤
卜
Q
刈
”
筍
■
い
b
σ
Q
Q
．
気
海
嶋
唯
義
訳
『
形
而
上
学
R
［
記
』
、
マ
ル
セ
ル
著
作
舶
果
一
、
春

秋
社
〕

（
1
1
）
　
O
p
。
酵
一
色
言
霞
。
卑
ぎ
§
o
ミ
笥
貯
き
勺
巽
一
ω
㍉
歌
臼
薮
℃
鷲
一
、
》
ω
ω
o
。
冨
二
8
℃
泳
ω
Φ
瓢
8
匹
Φ
○
餌
σ
ユ
Φ
一
ζ
震
。
鼻
一
㊤
O
。
。
も
」
㊤
A
■
〔
山
崎
庸
一
郎
他
訳

　
『
旅
す
る
人
間
』
、
マ
ル
セ
ル
著
作
集
四
、
春
秋
社
〕
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
も
と
も
と
彼
の
劇
の
登
場
人
物
に
語
ら
せ
た
台
詞
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
先
鋭
的
な
考
察
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
西
谷
修
の
諸
著
作
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
谷
修
『
戦
争
論
』
（
講
談
社
学

　
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
、
『
不
死
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
憾
（
増
補
版
、
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
1
3
）
　
冨
8
¢
①
ω
U
Φ
ヨ
α
P
》
短
日
塁
§
ミ
蕊
醤
的
ぎ
譜
ミ
“
鳶
画
§
ミ
賊
§
帖
§
§
貯
誌
識
融
y
勺
費
一
ω
讐
O
p
一
一
辰
ρ
お
り
ゆ
〔
港
道
隆
訳
『
ア
ポ
リ
ア
　
死
す
…

　
「
真
理
の
諸
限
界
」
を
〔
で
／
相
〕
待
－
期
す
る
一
騙
、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
〕

（
1
4
）
　
言
胃
け
冒
出
①
凱
詔
ひ
q
9
留
§
噛
§
蹴
浴
蝕
8
．
o
一
酔
‘
℃
b
8
．

（
1
5
）
　
奪
ミ
‘
P
憲
㎝
山
卜
。
9

宗
教
哲
学
へ

八
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
五
号

八
四

（
1
6
）
　
ち
な
み
に
、
「
決
定
不
可
能
性
（
言
叡
。
ご
餌
び
懸
け
①
ご
と
い
う
術
語
は
、
デ
リ
ダ
思
想
の
全
展
開
に
お
い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
デ
リ
ダ
の
考
察
は
、
こ
の
術
語
に
託
さ
れ
た
発
想
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
の
関
係
と
い
う
角
度
か
ら
照
ら
し
出
し
て
く

　
れ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

（
1
7
）
　
と
く
に
現
存
在
と
動
物
と
の
境
界
線
の
曖
昧
化
へ
と
導
く
デ
リ
ダ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。
杉
村
靖
彦
門
人
間
の
門
手

前
扁
ヘ
ー
特
異
性
の
問
い
の
行
方
一
」
、
『
ア
ル
ケ
ー
拙
一
五
号
、
関
西
哲
学
会
、
一
五
一
二
九
頁
。

（
1
8
）
　
「
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
鷺
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
、
記
憶
の
彼
方
の
過
去
に
お
い
て
、
鷺
の
も
の
で
は
な
い
死
を
死
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
〔
…
…
〕
こ
の
不
確
か
な
死
、
つ
ね
に
先
行
し
、
現
在
な
き
過
去
を
証
し
す
る
死
は
、
け
っ
し
て
個
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ハ
…
…
〕
必
然
的
な
不

　
可
能
な
死
〔
…
…
〕
。
」
（
鎧
拶
窺
8
Φ
b
ウ
冨
9
7
0
r
卜
．
騨
ミ
ミ
“
辱
へ
職
勢
塞
西
諺
℃
簿
ユ
ρ
O
巴
露
歪
霞
斜
お
○
。
9
℃
．
δ
o
。
側
）

（
1
9
）
　
冨
8
二
①
ω
O
①
鼠
匹
斜
毎
讐
篭
塗
8
・
o
圃
f
℃
篇
一
回
■

（
2
0
）
　
こ
こ
か
ら
デ
リ
ダ
は
、
死
へ
の
先
駆
を
起
点
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
展
開
す
る
根
源
艶
事
間
性
に
つ
い
て
も
、
「
蝶
番
の
外
れ
た
（
o
幕
。
ご
。
ぎ
け
）
時

間
」
、
す
な
わ
ち
「
享
宴
（
餌
轟
。
ぽ
。
鼠
①
）
」
な
い
し
は
「
不
時
（
o
o
簿
巴
里
ご
窃
）
」
の
穣
の
下
に
根
本
的
に
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
。
「
〔
…
〕
生
は
つ

　
ね
に
あ
ま
り
に
も
短
い
の
で
、
そ
こ
で
〔
生
と
死
は
〕
一
方
が
他
方
を
待
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
而
方
が
一
緒
に
そ
こ
へ
と
、
そ
の
待
ち
合
わ
せ
へ

　
と
到
着
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
死
と
は
不
可
能
な
る
岡
時
性
の
名
、
わ
れ
わ
れ
が
同
時
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
の
に
、
わ
れ
わ
れ
が
と
も
に
そ
れ
を
（
そ
こ
で
）
待
っ
て
い
る
（
待
ち
合
わ
せ
て
い
る
）
よ
う
な
不
可
能
性
の
名
で
あ
る
。
〔
…
…
）
つ
ま
り
、
同
じ
時

　
に
お
い
て
、
同
蒔
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
錯
時
を
（
に
お
い
て
）
、
こ
の
不
晴
を
（
に
お
い
て
）
待
っ
て
い
る
（
待
ち
合
わ
せ
て
い
る
）
の
で
あ
る
」

　
（
H
葛
鳥
・
二
）
噸
に
。
。
）
。
ち
な
み
に
、
こ
の
引
用
文
で
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
ω
．
餌
欝
窪
黛
Φ
卿
…
と
い
う
表
現
は
、
「
現
存
在
自
身
は
そ
の
も
っ
と
も
固
有

　
の
存
在
可
能
に
お
い
て
死
に
切
迫
し
て
い
る
」
と
い
う
『
存
在
と
時
間
㎞
の
一
節
（
℃
■
霧
O
）
の
「
…
…
に
切
迫
し
て
い
る
（
ヨ
間
け
…
ω
剛
。
げ
ω
け
の
｝
6
葺
）
扁
の

仏
訳
語
（
両
二
二
餌
量
。
一
二
三
ユ
コ
Φ
靴
師
一
の
「
罪
公
式
版
」
に
よ
る
）
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
仏
訳
語
が
再
帰
動
詞
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
層
塾
し
て
、

　
そ
こ
に
生
と
死
が
「
待
ち
倉
う
」
と
い
う
含
意
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
の
た
え
ざ
る
切
迫
と
い
う
も
と
も
と
の
文
脈
を
大
き
く
逸
脱
す
る
考
察

　
を
意
図
的
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
北
国
毒
蛾
皿
鼠
く
ぎ
。
。
ト
Q
ミ
§
鷺
Q
こ
ぐ
ミ
蚕
評
誘
㌔
¢
抑
。
2
一
．
O
霧
竃
ぴ
q
①
福
富
？
お
。
。
。
。
り
掌
綬
よ
。
。
も
』
曽
〔
原
田
佳
彦
訳
珍
問
と
他
春
騙
、

　
法
政
大
学
出
版
局
〕

（
2
2
）
　
閏
ヨ
四
七
峯
逢
い
点
く
ぎ
餌
ρ
b
鴨
N
、
§
傍
～
§
聴
勧
N
、
§
酵
ミ
ミ
唱
山
家
凶
。
幽
し
．
＜
嘱
ぎ
し
㊤
ミ
山
り
刈
◎
。
博
℃
．
一
〇
ρ
〔
西
谷
修
訳
隅
実
存
か
ら
実
存
者
へ
臨
、
講
談
社
学



　
術
文
庫
〕
。
こ
こ
で
は
〈
あ
る
〉
へ
の
参
与
が
「
恐
怖
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
世
界
内
存
在
そ
の
も
の
を
露
わ
に
す

　
る
根
本
気
分
を
不
安
と
名
づ
け
、
も
つ
ぼ
ら
世
界
内
部
的
な
存
在
者
に
関
わ
る
恐
怖
か
ら
区
別
し
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
を
踏
ま
え
た
上
で
の

　
こ
と
で
あ
る
。

（
2
3
）
　
「
自
己
自
身
の
痕
跡
と
し
て
の
顔
は
、
私
の
責
任
へ
と
命
じ
ら
れ
る
が
、
過
つ
者
と
し
て
の
私
は
そ
れ
を
捉
え
損
ね
て
し
ま
う
。
あ
た
か
も
、
顔
が

　
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
私
の
責
任
で
あ
り
、
私
は
生
き
残
る
と
い
う
罪
を
犯
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
。
」
（
国
過
冷
§
¢
①
H
い
0
＜
ぎ
餌
ρ
ト
ミ
ミ
ミ
§
鑑

　
嚢
、
ミ
鳶
§
§
－
§
ミ
§
N
、
鴨
鴇
§
q
食
い
馬
蝉
契
や
鼠
’
Z
圃
甘
O
捧
H
㊤
謹
も
．
に
α
．
〔
合
田
正
人
訳
『
存
在
の
彼
方
へ
扁
、
講
談
社
学
術
文
庫
〕
）

（
2
4
）
　
切
営
⇒
志
ま
①
一
い
曾
ぽ
餌
ω
一
§
ミ
凡
穂
ミ
箇
ミ
§
外
雰
の
ミ
恥
ミ
N
、
§
融
識
。
ミ
魯
り
四
匿
錯
ρ
ζ
．
窯
剛
旨
。
捨
H
O
①
一
も
」
〈
－
タ
〔
熊
野
純
彦
訳
『
全
体
性
と

無
限
睡
、
岩
波
文
庫
〕
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
全
体
性
」
概
念
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
杉
村
靖
彦
「
無
力
に
お
け

　
る
責
任
一
「
人
権
」
の
手
蔚
へ
」
、
『
哲
学
㎞
第
五
六
号
、
日
本
茶
学
会
、
二
〇
〇
五
年
、
ハ
ニ
ー
九
七
頁
。

（
2
5
）
　
国
白
8
雪
葛
一
慰
≦
轟
ρ
》
ミ
鳶
｝
§
§
鳳
§
、
鴨
ミ
§
§
－
§
ミ
§
、
、
8
の
§
ら
魯
8
．
9
け
曾
も
■
に
b
。
．

（
2
6
）
　
国
日
ヨ
9
。
量
軽
い
0
≦
轟
ρ
§
ミ
初
汐
ミ
凡
ミ
ぎ
｝
o
P
g
f
P
N
O
一
ト
ミ
鳶
§
§
牒
ミ
、
勲
ミ
ミ
§
－
§
ミ
§
N
．
題
恥
§
ら
食
。
戸
皇
f
℃
．
一
ω
。
。
■
こ
の
文
脈

　
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
錯
時
（
鋤
轟
。
ぽ
。
ヨ
Φ
と
や
「
不
－
時
（
8
暮
お
み
Φ
ヨ
℃
ω
）
」
と
い
っ
た
術
語
を
時
間
の
根
底
的
な
様
態
を
表
す
も
の
と
し
て
も

　
ち
出
し
て
い
る
。
注
（
2
0
）
で
紹
介
し
た
デ
リ
ダ
の
『
ア
ポ
リ
ア
晦
で
の
論
述
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
す
ぎ
む
ら
・
や
す
ひ
ご
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
／
宗
教
哲
学
）

宗
教
哲
学
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　　　　　　　Dialetheic　Monism

Restructuring　Later　N　ishitani　（Part　1）

　　　　　　Yasuo　DEGucHI

Associate　Professor　of　Philosophy

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　aims　to　interpret　Keiji　Nishitani’s　philosophy　expressed　in　his　“Emp－

tiness　and　That－ls－Ness”　（1982）　as　dialetheic　｝nonism，　as　1　call　it，　and　to　modify

it　by　incorporating　a　version　of　Paraconsistent　logic　in　an　attempt　to　solve　the

problems　that　he　left　unanswered．　ln　the　first　part　of　this　paper，　it　is　argued　that

）L“Tishitani’s　position　is　a　sort　of　neutral　monism，　but　that　he　had　yet　to　provide　a

definition　of　neutrality　that　was　capable　of　distinguishing　his　position　from

mentalism　and　the　double　aspect　theory，　ancl　to　gixre　reasons　why　the　neutral

monistic　worldview　was　more　fundamental　than　the　dualistic　one．　1　then　try　to　give

natural　formulations　of　the　logical　structures　that　Nishitani　ascribed　to　each　of

two　stages　of　his　neutral　world，　i．e．，　the　artistic　and　religious　stages，　as　1　call　them

I　do　this　using　the　notation　of　first　order　logic　and　set　theory．　1　will　mal〈e　explicit

the　contradiction　in　the　artistic　stage　that，　1　claim，　he　admitted　implicitly．

Vers　une　＜＜　philosophie　de　la　religion　＞＞　d’　aujourd’hui

　　　A　partir　de　la　prob16matique　du　temoigRage　（lere　partie）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　加7

　　　　　　　　　Yasuhiko　SUGIMuRA

Professeur　associe　de　philosophie　de　la　religion

　　　　　　　　　　　　ln＄titut　des　lettres

　　　　　　　　　　　Universit6　de　Kyoto

　　La　philosophie　de　la　religion，　comprise　au　sens　etroit　de　ce　terme，　s’est　6tablit

vers　la　fin　de　1’6poque　des　Lumieres，　au　tournant　du　18e　au　19e　sielcle．　Cela　designe

2



en　g6n6ral　ce　genre　de　r6flexion　qui　consiste註aborder　par　la　d6marche　rationnelle

la　signlfication　ou　valeur　des　ph6nom6nes　relevant　des　religions　positives．11　nous

sembIe　pourtant　que　la　possibilit6　meme　de　cette　discipline　est　profond6ment　mise

en　bran歪e　a　notre　6poque．　D’une　part，　pour　Pacte　de　phi至osopher，量1　devient　de　plus

en　p至us　in6vitable　de　contenir　en　lui－meme　une　certaine　autocritique　radicalis6e，

comme　indiquent　en　particulier　des　repr6sentants　de　la　philosophie　frangaise

contemporaine．　Aussi　s’agit－il　d’une　philosoph宝e　trop《faible》pour　pouvolr

reconstituer　ce　que　devrait　etre　la　religion　en　son　essence．　D’autre　part，　les　crit6res

m色mes　se玉on　lesquels　quelque　chose　est　dit《re玉lgieux》tendent　2　etre　de　plus　en

plus　incertains．　Ce　n’est　pas　seulernent　la　question　de　la　critique　constructiviste　qui

se　d6veloppe　au　niveau色pist6mologique　autour　de　la　d色finition　de　la　religion．　Il

s’agit　plut6t　d’une　incertitude　essentielle　dans　Ia（王uelle　Ie　religieux　et　I’a－religieux

ou　rir－r61igieux　sont　intricablement　li6s（Derrida）。

　　L’objectif　g6n6ral　de　cette　s6rie　de　recherches，　dont　Ie　pr6sent　article　est　la

premi6re　partie，　est　de　discerner　pr6cis益ment　dans　cette　double　mise　en　question　ce

qui　amorce　une　forme　in6dite　de　la　pens6e　qu’on　pourrait　appeler《philosophie　de

la　relig量on　d’aujourd’hui》．翫se　placant　dans　ce　questionnement　abyssal　qui

affecte　tant　Ia　philosophie　que　la　religion，　notre　r6flexion　doit　commencer　par　se

demander　oU　et　comment　ce　questionnement　meme　s’6prouve　comme　te1．　Afin

d’entamer　cette　tache　de　maniδre　concr6te，　nous　choisissons　comme　ses　fils　con－

ducteurs　les　deux　prob16matiques　qui　constituent　depuis　longtemps　sources　intaris－

sables　d’interrogation　pour　la　philosophie　et　la　religion：la　mort　et　le　mal。　Quel　est

donc　la　situation　sp益cifiquement　contemporaine　qui　d6termine　notre　rapport　a　ces

deux　n6gativit6s　fondamentales～Dans　cette　premiere　partie，　nous　traitons　de　la

question　de　la　mort　en　se　r6f6rant　a　certains　penseurs　contemporains，　tels　que

Heidegger，　Marce1，　L6vinas，　et　Derrida．　D’abord，　en　examinant　l’id6e　heideggerien－

ne　de　Sθ初zz〃n　Tode　et　les　m6ditations　sur　la　mort　d’autrui　d6velopp6es　par

Marcel，　nous　nous　proposons　de　d6gager　deux　manieres　cruciales　dont　1’interroga－

tion　philosophie　s’est　reformu16e　fondamentalement，　au　commencement　de　la

philosophie　contemporaine，　en　relation　avec　la　prob16matique　de　la　mort．　La

situation　socio－historique　oU　nous　sommes　actuellement　semble　toutefois　nous

obliger　de　nous　m6fier　de　la　personnalit6　meme　de　la　mort，　soit　a　la　premi6re

personne（su7n鋭。励襯4πs　chez　Heidegger），　soit　a　la　deuxibme　personne（1e

mort　aim色chez　Marce1）．Nous　devons　donc　nous　attaquer　ensuite　a　cette　transfor－

mation　de　la　question　de　la　mort，　qui　risque　de　rendre　ambigu　la　figure　meme　de

la　question，　sous　le　signe　de　ce　que　Blanchot　appelle《Ia　mort　n6cessaire　impossible》，

et　en　r6f6rence註しevinas　et　Derrida　qui　d6veloppent　cette　id色e　chacun　a　sa　fagon．

　　へ（Asuivre）
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