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「
証
雷
」

と
い
う
問
題
系
か
ら
一
三
）

杉
村
靖
彦

　
前
号
に
掲
載
さ
れ
た
本
稿
前
半
部
で
は
、
ま
ず
最
初
に
、
「
宗
教
哲
学
」
な
る
思
索
が
置
か
れ
て
い
る
「
現
在
」
に
つ
い
て
西
谷
啓
治
や

デ
リ
ダ
の
雷
葉
を
手
掛
か
り
に
考
察
し
、
哲
学
と
宗
教
が
根
底
か
ら
問
い
質
さ
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
「
問
い
」
の
経
験
そ
の
も
の
に
ま
で

撤
退
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
思
索
を
再
起
動
す
る
手
立
て
を
探
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
の
姿
を
リ

ア
ル
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
補
助
線
と
な
り
う
る
も
の
が
「
死
の
問
い
」
と
「
悪
の
問
い
」
で
あ
る
と
見
て
、
「
死
の
問
い
の
現
在
」

を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
着
手
し
た
。
そ
の
際
、
現
代
哲
学
の
出
立
点
に
お
い
て
、
死
の
問
い
を
そ
の
剥
ぎ
出
し
の
姿
で
受
け
止
め
そ
こ
か
ら
哲

学
自
体
の
根
底
的
な
再
規
定
を
企
て
た
思
索
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
マ
ル
セ
ル
を
取
り
上
げ
た
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
現
在
に
お

い
て
は
、
彼
ら
の
思
索
が
自
明
細
し
て
い
る
「
私
の
死
し
や
「
汝
の
死
」
の
人
格
性
自
体
の
曖
昧
化
が
決
定
的
な
仕
方
で
進
行
し
、
死
の
脅

威
が
か
っ
て
な
い
ほ
ど
に
遍
在
化
す
る
中
で
、
死
の
問
い
は
そ
の
輪
郭
を
失
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
と
連
動
す

る
思
索
と
し
て
、
「
不
可
能
な
死
」
を
執
拗
に
問
う
デ
リ
ダ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
察
を
検
討
し
た
。

　
今
回
の
論
考
で
は
、
三
選
の
上
尾
で
予
告
し
た
よ
う
に
、
死
の
問
い
の
現
在
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
察
と
交
差
さ
せ
る
形
で
、
「
悪
の

問
い
の
現
在
」
に
つ
い
て
諭
じ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
本
論
文
の
元
と
な
っ
た
二
〇
〇
七
年
＝
月
の
京
都
哲
学
会
の
公
開
講
演

宗
教
哲
学
へ

】
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二

で
は
触
れ
な
か
っ
た
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
の
準
備
を
す
る
中
で
、
こ
の
話
題
を
組
み
入
れ
る
と
、
論
文
の
後
半
部
を
大
幅
に

書
き
足
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
分
量
が
膨
ら
み
す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
、
悪
の
問
い
に
つ
い
て
の
論
及
は
断
念

し
、
公
開
講
演
会
で
提
示
し
た
と
お
り
の
筋
道
で
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
度
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
考

察
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
た
論
考
と
し
て
ま
と
め
て
、
ま
た
別
の
機
会
に
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
　
証
言
と
い
う
問
題
系
か
ら

　
1
　
「
証
し
」
か
ら
「
証
言
」
へ

　
前
節
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
皮
切
り
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
デ
リ
ダ
に
至
る
ま
で
、
「
死
の
問
い
の
現
在
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
手
助

け
と
な
る
よ
う
な
諸
考
察
を
辿
っ
て
み
た
。
そ
れ
を
通
し
て
見
え
て
き
た
の
は
、
問
い
と
し
て
の
輪
郭
を
不
確
か
に
し
つ
つ
ま
す
ま
す
深
く

な
っ
て
い
く
か
の
よ
う
な
こ
の
問
い
の
有
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
様
子
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
鐵
」
で
し
か
な
い
顔
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
、

デ
リ
ダ
は
「
亡
霊
」
と
い
う
形
象
に
託
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
表
現
に
留
ま
り
、
そ
れ
ら
を
た
だ
振
り
園
す
だ

け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
表
現
を
通
し
て
か
ろ
う
じ
て
捉
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
問
い
の
把
握
形
態
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
た
め
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
す
れ
ぽ
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
今
一
度
、
前
章
の
議
論
全
体
の
起
点
と
な
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
蒔
間
価
へ
と
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
ま
さ
し
く
そ
の
実
存
論
的
分
析
論
の
要
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
今
の
問
い
か
け
と
連
関
づ
け
る
こ
と
で
そ
の
画
期
的
な
意
義
が
露
わ
に
な

る
一
つ
の
概
念
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
も
に
五
四
節
か
ら
六
二
節
で
登
場
す
る
「
証
し
（
ゆ
Φ
器
二
ひ
q
巷
σ
q
）
」
と
い
う
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
存
在
と
時
間
拙
の
読
解
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
自
体
が
注
圏
を
浴
び
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
し
か
し
、

先
に
紹
介
し
た
「
死
へ
の
存
在
」
「
不
可
能
性
の
再
能
性
」
「
先
駆
的
覚
悟
性
」
な
ど
を
め
ぐ
る
考
察
が
、
証
し
と
呼
ば
れ
る
事
態
か
ら
切
り

離
し
て
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
考
察
の
狙
い
は
、
単
に
死
に
つ
い
て
の
見
解
を
提
示
す



る
こ
と
で
は
な
く
、
現
存
在
の
存
在
「
全
体
」
が
当
の
現
存
在
自
身
に
対
し
て
露
わ
に
な
る
さ
ま
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
決
定

的
な
契
機
と
さ
れ
た
の
が
、
現
存
在
が
自
ら
の
死
を
「
自
ら
の
も
っ
と
も
固
有
な
可
能
性
」
と
し
て
、
先
駆
整
準
悟
性
に
お
い
て
引
き
受
け

る
と
い
う
営
み
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
営
み
が
遂
行
さ
れ
告
知
さ
れ
る
仕
方
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
が
「
自
ら
を
証
し
す

る
（
臨
9
び
Φ
N
Φ
二
ひ
q
窪
）
」
こ
と
と
し
て
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
現
存
在
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
根
底
的
問
い
と
も
い
う
べ
き

ω
⊆
旨
ヨ
。
ユ
σ
§
費
ω
と
い
う
有
り
よ
う
は
、
認
識
で
も
直
観
で
も
経
験
で
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
証
し
」
と
い
う
仕
方
で
告
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ぽ
次
の
よ
う
に
雷
わ
れ
て
い
る
。

今
や
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
〔
死
へ
の
〕
先
駆
と
い
う
の
は
、
け
っ
し
て
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
て
現
存
在
に
押
し
つ
け
ら

れ
た
可
能
性
な
の
で
は
な
く
、
現
存
在
の
内
で
証
し
さ
れ
た
あ
る
実
存
的
な
存
在
可
能
の
様
式
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現

存
在
が
自
己
自
身
を
覚
悟
し
た
も
の
と
し
て
本
来
的
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
に
対
し
て
要
求
す
る
存
在
可
能
で
あ
る
。
先
駆
と
は
、
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へ

宙
に
浮
い
た
振
る
舞
い
で
「
あ
る
」
の
で
は
な
く
、
実
存
的
に
証
し
さ
れ
た
覚
悟
性
の
内
に
覆
蔵
さ
れ
た
可
能
性
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

共
に
証
し
さ
れ
た
覚
悟
性
の
本
来
性
の
可
能
性
と
し
て
概
念
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
証
し
と
い
う
術
語
が
、
ま
さ
し
く
死
の
問
い
が
問
い
と
し
て
保
持
さ
れ
つ
つ
自
ら
を
告
げ
る
仕
方

を
言
い
当
て
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
反
問
が
あ
る
に

ち
が
い
な
い
。
前
稿
で
「
死
の
問
い
の
現
在
」
を
論
じ
つ
つ
述
べ
た
よ
う
に
、
死
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
索
自
体
が
さ

ら
に
根
底
か
ら
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
す
れ
ぽ
、
死
の
問
い
の
告
知
様
態
と
し
て
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
も
ち
出
さ
れ
て
き
た
証
し

の
概
念
も
ま
た
、
有
効
性
を
失
う
は
ず
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
『
存
在
と
時
間
』
以
降
は
こ
の
術
語
を
ほ
と
ん

ど
用
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

宗
教
哲
学
へ

三
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し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
に
は
、
彼
自
身
が
十
分
に
統
御
で
き
な
か
っ
た
種
々
の
ポ
テ
ソ
シ
ャ
リ
テ
ィ
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
通
し
て
、
す
で
に
名
前
を
挙
げ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
デ
リ
ダ
を
は
じ
め
と
し
て
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
批
判
的
受
け
取
り
直
し
を
通
し
て
自
ら
の
思
索
を
展
開
し
て
き
た
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
辿
り
着
い

た
一
つ
の
問
題
系
に
、
新
た
な
光
を
投
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
証
言
（
聖
裁
。
蒔
き
α
q
ρ
N
①
¢
α
q
訊
ω
）
」

と
い
う
問
題
系
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
証
言
と
い
う
主
題
が
も
ち
出
さ
れ
展
開
さ
れ
る
仕
方
と
そ
の
思
想
的
背
景
は
、
各
人
に
お

い
て
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
へ
の
批
判
的
関
わ
り
を
参
照
軸
と
し
て
彼
ら
の
言
説
を
た
が
い
に
重

ね
合
わ
せ
て
み
れ
ぽ
、
共
通
の
構
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
共
通
の
構
図
は
、
現
代
に
お
い
て
「
宗

教
哲
学
へ
」
と
向
か
う
思
索
の
最
初
の
　
歩
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
本
論
文
の
狙
い
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
有
望
な
指
針
に
な
り
う
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
論
述
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
紙
幅
の
関
係
上
一
つ
一
つ
の
論
点
に
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
の
分
欝
能
な
か
ぎ
り
包
括
的
な
説
明
を
試
み
て
い
き
た
い
。

　
2
　
証
し
概
念
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
そ
の
宗
教
的
含
意

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
に
つ
い
て
、
問
い
た
だ
さ
れ
る
べ
き
事
柄
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
㎎
存
在
と
時
問
晦
に
お
い
て
、
哲

学
自
体
の
「
解
体
」
と
軌
を
一
に
し
て
進
む
「
存
在
の
問
い
の
仕
上
げ
」
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
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
現
存
在
を
現
存
在
「
と
し
て
」
丸
ご
と
透
見
さ
せ
る
契
機
で
あ
る
「
証
し
」
は
、
ま
さ

し
く
存
在
の
問
い
を
問
い
と
し
て
仕
上
げ
て
い
く
究
明
作
業
を
足
元
で
照
ら
す
光
源
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
、

現
存
在
が
「
死
へ
の
存
在
」
と
し
て
そ
の
よ
う
に
証
し
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
疑
い
が
差
し
挟
ま
れ
る
や
い
な
や
、
問
い
が
問
い
と
し
て
照
ら

し
出
さ
れ
る
仕
方
を
「
証
し
」
と
し
て
捉
え
る
道
は
塞
が
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
が
問
題
で
あ
っ
た
。

　
た
し
か
に
、
『
存
在
と
時
間
』
の
論
述
を
見
る
と
、
自
己
の
証
し
と
い
う
発
想
自
体
が
現
存
在
自
身
の
死
の
確
実
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ



て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
証
し
と
い
う
営
み
は
、
自
己
の
死
へ
の
先
駆
的
覚
悟
性
（
国
暮
ω
。
鑓
。
ω
ω
Φ
昌
Φ
凶
け
）
と
し
て
の
「
決

断
（
国
暮
ω
o
冨
δ
§
ひ
Q
）
」
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
現

存
在
が
自
ら
を
死
へ
の
存
在
と
し
て
「
証
し
」
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
出
来
事
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
証
し
と

は
何
を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
デ
リ
ダ
が
『
ア
ポ
り
こ
の
中
で
行
っ
て
い
る
以
下
の
指
摘
が
き
わ
め
て
啓
発

的
で
あ
る
。

こ
の
存
在
可
能
性
〔
死
〕
は
、
単
に
確
言
し
た
り
記
述
し
た
り
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
本
質
的
な
不
断
の
切

迫
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
証
し
（
証
言
）
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
証
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
証
し
（
証
言
）
と
は
単
な
る
確
認
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
実
存
論
的
分
析
論
の
諸
言
表
は
、
根
源
的
に

は
指
令
的
で
規
範
的
な
も
の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
醤
表
が
分
析
－
現
象
学
的
な
証
し
と
い
う
様
式
に
お
い
て

で
は
あ
る
が
一
す
る
の
は
、
あ
る
還
元
不
可
能
な
指
令
性
で
あ
っ
て
、
可
能
存
在
と
し
て
の
存
在
に
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
密
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
自
己
の
証
し
」
が
事
実
確
認
的
（
O
O
昌
ω
け
鋤
け
一
く
Φ
）
な
認
定
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
現
存
在
の
自
己
自
身
に
対
す
る
行
為
遂
行
的
（
o
①
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弓
）

眺
o
H
目
9
賢
く
①
）
な
指
令
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
こ
と
は
、

そ
う
し
て
「
証
し
」
さ
れ
た
事
柄
を
軸
に
存
在
の
問
い
そ
の
も
の
に
着
手
し
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
が
、
不
変
の
獲
得
物
を
手
に

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
存
論
的
分
析
論
が
究
極
的
に
は
証
し
の
℃
Φ
ほ
。
撃

ヨ
窪
。
Φ
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
成
果
を
さ
ら
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
い
直
す
た
め
に
、
こ
の

弓
Φ
猟
。
目
盛
き
。
Φ
を
別
の
仕
方
で
や
り
直
す
と
い
う
可
能
性
が
つ
ね
に
開
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
・
丸
、
自
己
の
死
の
確
実
性

宗
教
哲
学
へ

五
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山ノ、

に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
晃
解
を
根
底
的
に
批
判
し
つ
つ
、
証
し
と
い
う
問
題
系
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
た

し
か
に
デ
リ
ダ
が
示
し
た
よ
う
に
、
「
現
存
在
自
身
に
も
っ
と
も
固
有
の
死
」
が
「
不
可
能
な
死
」
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
画
定
す
る
諸
々
の
基
礎
的
な
境
界
線
は
不
可
避
的
に
撹
乱
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
自
体
は
、
そ

こ
で
問
題
と
な
る
不
可
能
性
が
自
ら
を
告
げ
る
仕
方
に
即
し
て
、
な
お
「
証
し
」
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
の
対
決
を
通
し
て
自
ら
の
思
索
を
紡
い
で
き
た
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
証
言
論
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
証
し
論
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
ら
は
彼
の
証
し
概
念
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
た

ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
自
己
の
証
し
と
い
う
発
想
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
論
的
分
析
論
を
規
定
す
る
境
界
画
定
が
撹
乱
さ
れ
て
も
な
お
有
効
で
あ
り
う

る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
、
と
く
に
本
論
文
の
問
題
設
定
と
の
連
関
で
注
目
す
べ
き
別
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
も
論
及
し
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
端
的
に
醤
え
ば
、
証
し
と
い
う
語
彙
の
「
宗
教
的
」
含
意
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
術
語
が
、
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
含
意
を
背
負
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
魍
存
在
と
時
間
』
の
と
あ
る
注
で
、
実
存
論
的
概
念
と
し
て
の
「
責
め
（
ω
9
神
島
）
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
概
念
に
含

ま
れ
る
責
め
と
の
区
別
が
問
題
に
な
る
文
脈
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
存
在
の
存
在
男
茎
に
根
源
的
に
属
し
て
い
る
〈
責
め
あ
る
こ
と
［
責
め
あ
る
存
在
］
〉
は
、
神
学
的
に
理
解
さ
れ
た
〈
堕
落
ノ
状
態
〉

と
は
十
分
に
区
割
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
神
学
は
、
実
存
論
的
に
規
定
さ
れ
た
く
責
め
あ
る
こ
と
［
責
め
あ
る
存
在
］
〉
の
内
に
、
こ

の
〈
堕
落
ノ
状
態
〉
の
事
実
的
な
可
能
性
の
存
在
論
的
条
件
を
見
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
状
態
の
理
念
に
含
ま
れ
て
い
る
責
め
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

全
く
独
自
な
様
式
を
も
っ
た
事
実
的
な
罪
過
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
有
の
証
し
を
も
つ
が
、
そ
の
証
し
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
と
っ
て
原
則
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
。



　
こ
の
注
は
、
本
文
の
論
述
を
踏
ま
え
て
、
「
責
め
」
か
ら
そ
の
神
学
的
連
関
を
漂
白
し
て
実
存
論
的
概
念
へ
と
練
成
す
べ
き
必
然
性
を
強

調
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
引
用
文
を
読
む
と
、
こ
の
狙
い
を
は
み
出
る
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
神
学
的
な
意
味
で
の
責
め
が
「
固
有
の
証
し
」
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
経
験
に
と
っ
て
原
則
的
に

閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
」
こ
と
が
付
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
言
い
が
偶
発
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
同
時
期

の
講
演
「
現
象
学
と
神
学
」
を
読
め
ば
分
か
る
。
そ
こ
で
は
、
今
問
題
に
な
っ
た
よ
う
な
神
学
的
固
有
性
が
、
も
っ
と
明
確
に
、
神
学
独
自

の
実
証
性
〔
実
定
性
〕
を
呈
示
す
る
と
い
う
文
脈
で
論
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
こ
の
実
証
性
〔
実
定
性
〕
の
中
核
に
「
十
字
架
に
か

け
ら
れ
た
神
」
と
い
う
出
来
事
が
置
か
れ
た
上
で
、
「
こ
の
出
来
事
が
そ
の
特
有
の
歴
史
性
に
お
い
て
証
し
さ
れ
る
の
は
た
だ
聖
書
的
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
と
っ
て
の
み
で
あ
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
信
仰
の
証
し
の
固
有
性
を
こ
れ
ほ
ど
強
調
し
、
神
学
的
言

説
と
実
存
論
的
分
析
論
と
の
境
界
画
定
に
お
い
て
き
わ
め
て
細
心
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス

ト
教
的
含
意
の
明
白
な
こ
の
証
し
と
い
う
術
語
を
、
も
っ
と
も
重
要
な
実
存
論
的
概
念
の
一
つ
と
し
て
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
哲
学
者
の
個
人
史
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
複
雑
な
関
係
の
表
れ
と
し
て

扱
え
る
問
題
で
も
あ
る
。
だ
が
、
上
で
述
べ
た
証
し
概
念
の
第
一
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
連
関
づ
け
て
考
え
る
な
ら
ぽ
、
事
柄
が
違
っ
た

相
の
下
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
存
論
的
分
析
論
の
境
界
画
定
の
成
否
を
決
す
る
事
態
そ
の
も
の
ー

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
対
し
て
は
あ
く
ま
で
「
先
キ
リ
ス
ト
教
的
（
〈
O
属
O
げ
H
一
ω
叶
一
一
〇
げ
）
」
と
い
わ
れ
る
実
存
論
的
次
元
の
核
心
一
が
証
し
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
表
現
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
混
乱
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
が
形
成
す
る
境
界
画
定
の
た
だ
中
で
、
す
で
に
そ
れ
を
内
か
ら
侵
食
す
る
問
い
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
な
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
の
も
う
一
つ
の
ポ
テ
ソ
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
認
め
る

宗
教
哲
学
へ

七
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こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
本
論
文
で
そ
の
追
究
の
端
緒
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
「
宗
教
哲
学
へ
」
の
行
程
に
と
っ
て
、
き
わ
め

て
示
唆
的
な
事
態
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
代
に
お
い
て
哲
学
と
宗
教
を
刺
し
抜
く
根
底
的
な
問

い
に
立
ち
返
り
、
そ
れ
を
表
現
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
時
、
す
で
に
「
宗
教
的
含
意
」
を
背
後
に
も
つ
言
葉
の
活
力
を
動
員
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
情
を
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
な
ら
ぽ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
論
に
対
す
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
の
証
言
論
の
関
係
を
、
よ
り
立
ち

入
っ
た
仕
方
で
照
ら
し
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
総
じ
て
彼
ら
は
、
証
し
や
証
言
と
い
っ
た
術
語
の
宗
教
的
・
神

学
的
背
景
に
つ
い
て
き
わ
め
て
自
覚
的
で
あ
り
つ
つ
も
、
神
や
信
仰
と
い
っ
た
事
柄
を
よ
り
大
胆
に
一
も
ち
ろ
ん
極
度
に
ね
じ
れ
た
形
で

で
は
あ
る
が
i
自
ら
の
思
索
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
危
険
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ス
現
象
学
の
神
学
的
転
回
」
な
ど
と
受
払
し
て
済
ま
せ
ら
れ
な
い
思
索
の
本
質
的
な
努
力
が
作
動
し
て
い
る
の
を
見
て
と
る
べ
き
で
あ
る
。

い
っ
た
い
彼
ら
は
何
を
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
を
携
え
て
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
特
異
な
証
言
論
の
中

に
分
け
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
3
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
証
言
論
一
諸
考
察
の
布
置

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
真
摯
に
対
蒔
し
つ
つ
自
ら
の
思
索
を
紡
ぎ
上
げ
て
き
た
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
の
中
で
、
証
雷
と
い
う
概
念

に
重
要
な
地
位
を
与
え
る
に
至
っ
た
例
を
数
え
上
げ
る
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
ナ
ベ
ー
ル
、
リ
ク
！
ル
、
ア
ン
リ
、
デ
リ
ダ
、
リ
オ
タ
ー

ル
等
、
た
だ
ち
に
幾
人
も
の
名
前
が
挙
が
っ
て
く
る
。
上
で
断
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
三
弦
を
も
つ
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ら
の
哲
学
に
踏
み
込
ん
で
、
そ
の
中
で
証
言
概
念
が
果
た
す
役
翻
を
確
認
し
て
い
く
と
い
っ
た
作
業
を
遂
行
す
る
だ
け
の
余
裕
は
な
い
。
ま

た
、
証
言
と
い
う
問
題
系
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
の
批
判
的
捉
え
直
し
と
い
う
哲
学
的
議
論
に
お
い
て
問
わ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は

な
く
、
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
証
人
」
を
ひ
と
つ
の
範
型
と
す
る
よ
う
な
現
代
の
歴
史
的
状
況
へ
の
切
実
な
関
わ
り
か
ら
出
て
き
た
も
の



で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
哲
学
の
み
な
ら
ず
文
学
、
歴
史
学
、
精
神
分
析
思
想
な
ど
で
も
新
た
な
問
い
の
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う

い
っ
た
問
題
の
広
が
り
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
論
文
で
は
、
上
に
挙
げ
た
哲
学
者
た
ち
の
考
察
を
論
者
の
責
任
に
お

い
て
た
が
い
に
結
び
つ
け
て
、
証
言
と
い
う
問
題
自
体
の
布
置
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
作
業
に
専
心
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
開
発
す
る
よ
う
な
形
で
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
に
お
け
る
「
宗
教
哲
学
へ
」
の

思
索
の
起
動
点
と
な
り
う
る
問
い
の
あ
り
方
が
透
か
し
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
、
証
言
と
い
う
術
語
が
西
洋
語
と
し
て
含
み
う
る
意
味
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
見
通
し
を

つ
け
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
術
語
は
無
色
透
明
な
哲
学
用
語
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
を
重
層
的
に
背
負
っ

た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
小
限
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
や
ア
ガ
ソ
ベ
ン
、
ギ
ソ
ズ
ブ
ル
ク
ら
に
な
ら
っ
て
、
8
ω
け
δ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ω
毛
興
ω
8
ω
、
ヨ
9
。
答
胃
と
い
う
、
「
証
人
」
を
意
味
す
る
三
つ
の
ラ
テ
ン
語
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
バ
ソ
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
『
イ
ン
ド
ー
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
制
度
語
彙
集
』
に
よ
れ
ば
、
8
ω
臨
ω
と
は
け
Φ
民
ω
ぼ
ω
（
第
三
者
）
に
由
来
し
、
二
者
間
の

係
争
に
お
い
て
第
三
者
の
立
場
に
立
つ
者
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
ギ
ン
ズ
ブ
ル
ク
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
一
人
だ
け
の
証
人
は
法
廷
で
は

証
人
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
古
来
の
法
的
伝
統
を
反
映
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
司
法
的
な
文
脈

で
の
証
言
に
連
な
る
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ω
唇
興
ω
8
ω
は
、
あ
る
重
大
な
出
来
事
の
「
後
に
／
超
え
て
（
ω
¢
O
Φ
吋
）
」

「
存
続
す
る
（
ω
追
回
Φ
）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
生
き
残
り
」
と
い
う
歴
史
的
・
倫
理
的
な
意
味
を
は
ら
ん
で
く
る
。
ア
ガ
ソ

ベ
ソ
が
、
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
証
人
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
証
人
」
の
有
り
よ
う
を
こ
の
語
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。
ち
な
み
に
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、
こ
の
「
生
き
残
り
」
と
い
う
意
味
が
「
自
分
が
立
ち
会
っ
た
こ
と
の
な
い
過
去
の
真
実

を
見
分
け
る
特
劉
な
視
力
」
と
い
う
意
味
に
拡
張
さ
れ
て
、
ω
巷
興
ω
§
δ
（
「
迷
信
」
に
転
じ
る
以
前
の
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
）
と
い
う

語
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
。
そ
こ
ま
で
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
語
の
う
ち
に
一
種
の
宗
教
的
な
意
味
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ

が
、
何
よ
り
も
宗
教
的
な
含
意
が
際
立
っ
て
く
る
の
が
、
筥
胃
什
胃
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
語
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
k
§
噴
o
n
に
遡
る
が
、
そ

宗
教
哲
学
へ

九



哲
学
研
究
　
筆
型
五
菖
八
十
六
号

一
〇

の
動
詞
形
の
蓑
§
§
似
e
は
文
字
通
り
「
証
し
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
信
仰
の
証
し
、
神
へ
の
証
し
、
神
に
よ
る
証
し
と
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
で
繰
り
返
し
新
約
聖
書
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
後
こ
の
語
は
、
迫
害
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
死
を
表
す
と
い
う
方
向

へ
と
特
化
さ
れ
て
い
き
、
死
に
よ
っ
て
自
ら
の
信
仰
を
証
し
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
以
上
、
三
つ
の
ラ
テ
ン
語
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
証
言
と
い
う
術
語
が
背
負
う
複
数
の
意
味
系
列
を
駆
け
足
で
辿
っ
て
み
た
。
こ
の
よ
う

な
意
味
の
錯
綜
が
背
後
に
あ
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
の
ポ
テ
ソ
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
活
嗣
し
た
批
判
的
受
け
取

り
直
し
と
し
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
諸
々
の
証
言
論
を
ま
と
め
上
げ
る
な
ら
ぽ
、
証
言
と
い
う
事
象
は
ど
の
よ
う
な
像
を
結
ぶ
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
か
。
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
あ
え
て
大
胆
な
整
理
を
施
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
、
三
つ
の
軸
に
沿
っ
て
説
明
し
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
㈲
　
証
人
で
あ
る
こ
と
一
不
－
可
能
な
問
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
』
（
二
〇
〇
〇
）
の
「
証
言
の
本
質
的
分
析
」
と
題
さ
れ
た
箇
所
で
、
リ
ク
ー
ル
は
証
言
に
独
特
の
事
実
性
に
関

す
る
印
象
的
な
テ
ー
ゼ
か
ら
自
ら
の
考
察
を
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
証
人
と
は
自
分
を
証
人
と
呼
ぶ
者
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ

る
。
証
言
と
は
、
単
に
「
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
事
実
認
定
に
と
ど
ま
る
嘗
み
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
デ
リ
ダ
の
よ
う

に
「
翌
翌
と
は
証
拠
（
嘆
2
〈
Φ
）
で
は
な
い
」
と
言
う
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
「
証
言
に
固
有
の
性
格
は
、
そ
れ
が
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
あ
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
・
手
張
を
証
言
主
体
の
自
己
指
承
か
ら
切
り
離
せ
な
い
点
に
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
証
言
に
お
い
て
は
、

「
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
事
実
認
定
の
裏
側
に
「
私
は
そ
こ
に
い
た
（
匂
、
騨
鉱
ω
邑
」
と
い
う
「
自
己
指
示
（
磐
8
ム
0
ω
確

昌
⇔
ぎ
ε
」
が
貼
り
付
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
己
謹
書
が
証
言
の
事
実
性
の
究
極
的
な
拠
り
所
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
自
ら

を
証
人
と
呼
ぶ
」
と
い
う
営
み
に
し
か
支
え
を
も
た
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
証
人
と
は
、
通
常
ま
ず
最
初
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
よ
う
な
8
ω
け
δ
と
し
て
の
証
人
を
大
き
く
越
え
る



も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
証
言
の
営
み
は
、
二
者
間
の
係
争
に
際
し
て
判
断
の
た
め
の
証
拠
資
料
を
提
供
す
る
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
。
証
拠
を
提
供
す
る
者
の
存
在
の
唯
一
性
と
全
体
性
が
丸
ご
と
託
さ
れ
る
営
み
で
あ
っ
て
こ
そ
、
真
の
意
味
で
証
雷
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
証
言
の
営
み
は
、
誰
し
も
が
確
認
で
き
る
証
拠
を
挙
げ
て
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
場
面
で
こ
そ
、
切
実
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
言
わ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
証
し
と
い
う
語
を
も
ち
だ
す
「
死
へ
の
存
在
」
と
し
て
の
自
己
の
引
き
受
け
と
い
う
局
面
は
、
こ
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
た
証
言
概

念
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
、
リ
ク
ー
ル
の
言
う
証
人
の
自
己
指
示
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
の
行
為

遂
行
的
性
格
に
関
す
る
先
の
言
明
と
大
き
く
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
前
稿
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
デ
リ
ダ
に
即
し
て
論
及
し
た
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
を
始
め
と
し
て
こ
こ
で
参
照
す
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
た
ち
の
証
言
論
は
、
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
自
「
ロ
の
死
の
引
き
受
け
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
論
の
中
心
契
機
に
鋭
い
批

判
の
目
を
向
け
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
証
人
の
自
己
指
示
と
い
っ
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現
存
在
の
本
来
的
自
己

に
認
め
た
よ
う
な
「
透
見
性
」
を
そ
こ
に
期
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
自
己
指
示
と
は
、
む
し
ろ
証
人
の
存
在
が
丸

ご
と
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
我
知
ら
ず
」
生
起
し
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
私
は
証

人
だ
」
と
声
に
出
し
て
名
乗
る
振
舞
い
に
限
ら
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
証
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
図
や
決
断
す
ら
も
前
提
と
し
な

い
。
リ
ク
ー
ル
の
師
で
あ
る
ナ
ベ
！
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
人
聞
は
証
言
し
よ
う
と
意
志
す
る
こ
と
な
く
証
言
で
き
る
存
在
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
い
う
こ
と
を
含
ん
だ
証
言
概
念
が
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
局
面
を
言
い
表
す
た
め
に
、
デ
リ
ダ
は
証
人
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
と
っ
て
さ
え
構
造
的
に
「
秘
密
」
で
あ
る
よ
う
な
証
言
と
い
う
極
端
な
言
い
方
に
訴
え
、
ま
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ア
ン
リ
は
冨
巳
⑪
ヨ
。
鼠
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

（
太
古
の
／
記
憶
以
前
の
）
と
い
う
形
容
詞
を
も
ち
出
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
狙
い
を
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
自
己
の
死
と
い
う
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
と
し
て
確
保
し
よ
う
と
し
た
ぎ
り
ぎ
り
の
可
能
性
す
ら
維
持
さ
れ
え
な
く
な
り
、
「
不
－

可
能
な
」
問
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
く
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
「
死
の
問
い
の
現
在
」
に
関
す
る
前
節
の
考
察
が
行
き
着
い
た
の
は
、
そ

宗
教
哲
学
へ

＝



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
六
号

一
二

の
よ
う
に
し
て
自
分
で
自
分
を
消
し
去
っ
て
い
く
か
の
よ
う
な
問
い
の
姿
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
が
な
お
自
ら
を
告
げ
知
ら
せ
て
く
る
こ
と

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
「
我
知
ら
ず
」
な
さ
れ
る
証
言
と
い
う
逆
説
的
な
様
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
素
朴
な
疑
問
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
う
し
た
不
－
可
能
性
、
秘
密
、
ぎ
ヨ
①
ヨ
。
鼠
巴
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
ぜ
単
純
に
「
誕
蓄
の
不
可
能
性
」
と
塁
塞
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
証
言
不
可
能
性
の
証
言
」
と
も
い
う
べ
き
ね

じ
れ
た
事
態
が
語
り
出
さ
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
味

で
「
証
言
」
と
い
う
雷
い
方
が
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
㈲
　
証
人
か
ら
「
証
人
の
証
人
」
へ
i
信
の
呼
び
か
け

　
今
提
起
し
た
問
い
に
関
し
て
、
上
で
名
を
挙
げ
た
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
の
考
察
に
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
符
合
が
見
て
と
ら

れ
る
。
彼
ら
の
符
合
点
を
ご
く
単
純
化
し
て
表
現
す
る
と
す
れ
ぽ
、
「
我
知
ら
ず
」
な
さ
れ
る
証
人
の
自
己
指
示
は
も
っ
ぱ
ら
「
証
人
の
導

入
」
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
生
起
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
ナ
ベ
ー
ル
が
「
証
言
と
は
く
働
き
か
ら
働
き
へ
（
熊
霧
8
餌

　
　
　
　
　
（
1
8
）

節
9
①
）
V
で
あ
る
し
と
雷
い
、
リ
ク
ー
ル
が
「
証
言
が
完
全
に
証
言
と
し
て
の
資
格
を
得
る
の
は
、
証
言
を
受
け
取
り
受
け
入
れ
る
者
が
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

す
応
答
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
」
と
言
う
時
、
彼
ら
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
事
態
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

種
の
言
い
回
し
が
損
う
も
の
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
注
意
深
く
繊
細
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
関
係
・
男
娼
的
な
人
格
概
念
の

一
変
種
と
し
て
捉
え
て
も
、
あ
る
い
は
、
証
言
ま
た
は
輿
入
の
唯
一
無
二
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
他
の
者
へ
と
「
記
憶
の
義

務
」
が
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
事
態
と
み
な
し
て
も
、
肝
心
な
点
が
取
り
逃
が
さ
れ
て
し
ま
う
。
肝
に
銘
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
㈲

で
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
第
一
の
証
人
は
、
彼
が
そ
の
証
人
と
な
る
「
不
－
驚
能
な
問
い
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
固
有
性
、
独
自

性
、
唯
一
無
二
性
に
決
定
的
な
裂
け
目
を
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
証
人
と
し
て
の
「
自
己
振
示
」
自
体
が
本
質
的
に
非
完
結
的



な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
証
人
の
証
人
」
と
い
う
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
段
階
で
、
リ
ク
ー
ル
と
デ
リ
ダ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
で
揃
っ
て
も
ち
出
し
て
く
る
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
証
人

の
自
己
指
示
の
そ
の
よ
う
な
非
完
結
性
を
、
我
知
ら
ず
自
己
自
身
を
他
者
へ
と
差
し
向
け
る
「
呼
び
か
け
（
曽
忘
9
」
と
し
て
読
み
替
え
る

と
い
う
論
点
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
る
証
言
の
本
質
的
分
析
は
、
「
私
は
そ
こ
に
い
た
」
と
い
う
第
一
の
定
式
が
「
私
を
信
じ
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
第
二
の
定
式
を
必
然
的
に
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
る
。

証
人
は
信
じ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。
証
入
は
「
私
は
そ
こ
に
い
た
」
と
言
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
「
私
を
信
じ
て
く
だ

さ
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
証
言
が
完
全
に
確
証
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
証
言
を
受
け
取
り
受
け
入
れ
る
者
の
応
答
に

よ
っ
て
の
み
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
悟
と
は
確
証
さ
れ
る
（
o
Φ
註
訟
⑪
）
だ
け
で
な
く
、
信
認
さ
れ
る
（
四
〇
－

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

o
み
島
鼠
）
も
の
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
私
を
信
じ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
意
下
す
る
の
は
、
呼
び
か
け
る
主
体
の
側
の
「
意
味
作
用
睡

言
お
う
と
す
る
意
志
（
＜
o
巳
○
騨
ム
冒
Φ
）
」
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
た
伝
達
作
業
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で

「
我
知
ら
ず
」
自
ら
が
他
者
へ
と
差
し
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
、
誇
張
的
と
も
い
う
べ
き
異
常
な
考
察
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
の
が
、
デ
リ
ダ
が
『
滞
留
』
な
ど
で
展
開
す
る

二
条
論
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
証
言
と
は
究
極
的
に
は
当
人
が
自
ら
の
秘
密
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
す
ら
で
き

な
い
ほ
ど
に
秘
さ
れ
た
秘
密
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
証
言
は
虚
構
、
偽
り
の
宣
誓
、
嘘
と
決
定
不
可
能
な
形
で
結
び
つ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

証
言
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
い
限
り
は
け
っ
し
て
証
拠
に
な
れ
ず
、
ま
た
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
デ
リ
ダ
が

こ
こ
で
ブ
ラ
ソ
シ
ョ
の
『
死
の
停
止
／
宣
告
（
目
．
諺
竃
馬
α
①
ヨ
。
ε
』
の
精
緻
な
解
釈
を
通
し
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
が
も
つ

宗
教
哲
学
へ

一
三
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と
も
切
迫
し
た
問
題
に
な
る
の
は
自
ら
の
死
へ
の
関
わ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
概
念
を
ア
ポ
リ
ア
化
し
よ
う
と
す
る
デ

リ
ダ
の
執
拗
な
批
判
的
読
解
は
、
ま
さ
に
こ
の
地
点
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
実
か
偽
り
か
が
当
の
証
人
に
も
決
定
不
可

能
で
あ
る
よ
う
な
証
言
が
、
い
か
に
し
て
な
お
「
証
言
」
で
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
局
面
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
も
ま
た
、
「
他
者

の
信
へ
の
呼
び
か
け
（
巷
℃
色
巴
餌
h
◎
乙
巴
、
道
心
Φ
）
」
を
も
ち
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
流
の
「
私
を
信
じ
て
く
だ
さ
い
」
は
、
次

の
よ
う
な
｝
見
乱
暴
な
表
現
で
語
り
出
さ
れ
る
。

私
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
私
を
信
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
信
と
証
拠
の
相
違
で
あ
り
、
こ
の
相
違
は
証
言
に
と
つ

　
真
実
か
偽
り
か
の
決
定
不
可
能
性
が
証
言
の
基
本
構
造
と
み
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
信
へ
の
呼
び
か
け
を
証
欝
の
盲
目
的
な
受
け
入

れ
の
勧
め
と
解
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
し
か
し
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
側
の
恣
意
的
な
理
解
に
全
て
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
告
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
証
人
は
彼
を
証
人
と
し
て
受
け
と
め
る
「
証
人
の
証
人
」
に
よ
っ
て
の
み
証
人
と

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
遅
延
の
構
造
は
、
定
義
上
「
証
人
の
証
入
」
自
身
に
も
、
す
な
わ
ち
彼
を
進
入
と
化
す
自
己
指

示
そ
れ
自
体
に
も
適
用
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
た
え
ざ
る
遅
延
に
よ
っ
て
証
人
と
証
人
の
証
人
と
に
開
か
れ
る

「
間
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
語
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
次
元
か
ら
見
れ
ば
否
定
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
こ
の
遅
延

の
間
隙
を
「
呼
び
か
け
し
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
と
デ
リ
ダ
は
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
「
魚
雷
」
な
る
も
の
の
核
心
を
毘
て
と

る
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
呼
び
か
け
は
、
き
わ
め
て
頼
り
な
く
、
心
許
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
何
」
を
呼
び
か
け
て

い
る
か
だ
け
で
な
く
、
「
誰
」
が
「
誰
」
に
呼
び
か
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
知
さ
え
も
が
解
体
さ
れ
、
流
動
化
せ
ざ
る
を
え



な
い
。
し
か
し
、
上
で
見
た
よ
う
に
、
証
雷
と
い
う
語
が
も
と
も
と
ω
巷
臼
ω
8
ω
や
ヨ
善
悪
旨
と
い
う
含
意
を
抱
え
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

証
人
が
滅
し
証
言
の
内
容
に
関
す
る
知
が
消
去
さ
れ
た
と
し
て
も
な
お
何
か
が
「
後
に
残
る
」
と
い
う
こ
の
構
造
こ
そ
が
、
実
は
証
雷
と
呼

ば
れ
る
の
に
も
つ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
知
の
伝
達
シ
ス
テ
ム
を
基
準
に
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
証
言
の
回

路
は
、
あ
る
か
な
き
か
定
か
で
は
な
い
も
の
と
し
か
映
ら
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
現
在
を
刺
し
抜
く
も
の
と

し
て
本
論
文
で
追
究
し
て
き
た
問
い
、
問
い
と
し
て
の
輪
郭
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
に
深
く
な
っ
て
い
く
問
い
が
か
ろ
う
じ
て
保
持
さ
れ
て

い
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
知
の
伝
達
シ
ス
テ
ム
か
ら
脱
落
し
つ
つ
作
動
す
る
こ
の
お
ぼ
ろ
げ
な
回
路
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
、
リ
ク
ー
ル
と
デ
リ
ダ
の
双
方
と
も
が
、
こ
の
呼
び
か
け
の
回
路
を
「
信
（
幡
9
0
巴
。
網
磐
。
Φ
）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て

い
る
の
は
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
証
人
の
自
己
指
示
の
破
れ
を
証
人
の
証
入
へ
の
差
し
向
け
と
転
ず
る
回
路
が
作
動
す
る
の
は
、

あ
ら
た
め
て
リ
ク
ー
ル
の
定
式
を
も
ち
出
せ
ば
、
「
私
を
信
じ
て
下
さ
い
（
食
。
く
Φ
N
－
ヨ
。
一
）
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
相
の
下
で
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
彼
ら
の
証
言
論
の
正
否
は
ま
さ
に
こ
の
「
信
」
に
掛
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
従
来
の
思
索
に
お
い
て
し
ば

し
ぼ
信
が
単
純
に
知
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
の
と
同
様
の
仕
方
で
、
哲
学
の
外
か
ら
哲
学
の
ロ
ゴ
ス
へ
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か

に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
ア
ン
リ
の
場
合
も
含
め
て
、
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
者
た
ち
の
思
索
に
は
、
哲
学
そ

の
も
の
の
「
不
可
能
性
」
な
い
し
は
「
ア
ポ
リ
ア
性
」
を
冤
届
け
る
と
、
い
う
方
向
性
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
彼

ら
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
営
み
自
体
が
、
ロ
ゴ
ス
の
条
件
を
遡
及
的
に
問
う
一
種
の
超
越
論
的
問
い
か
け
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。

不
可
能
性
や
ア
ポ
リ
ア
性
が
暴
露
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
地
点
で
、
な
お
そ
こ
か
ら
何
事
か
を
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
蓄
葉
、
い
わ

ば
ロ
ゴ
ス
の
手
前
で
い
つ
も
す
で
に
作
動
し
て
い
る
「
原
上
言
語
の
道
筋
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
、

彼
ら
は
自
ら
の
思
索
の
命
運
を
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
「
原
－
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
、
リ
ク
ー
ル
の
「
物
語
」
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

「
顔
が
語
る
」
言
葉
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
言
葉
」
等
々
は
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
詳
ら
か
に
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
こ

宗
教
哲
学
へ

一
五
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の
よ
う
な
狙
い
を
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

念
が
も
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
六

ま
さ
に
そ
う
し
た
文
脈
で
、
今
述
べ
た
よ
う
な
独
特
の
「
呼
び
か
け
」
と
し
て
の
証
言
概

　
ω
　
「
〈
神
の
死
V
以
降
の
神
」
の
証
量
m

　
以
上
の
整
理
に
よ
っ
て
、
「
証
言
不
可
能
性
の
証
雷
」
と
も
言
う
べ
き
ね
じ
れ
た
様
相
を
呈
す
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
証
言
論
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
ポ
ス
ト
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
問
題
状
況
に
お
い
て
、
哲
学
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
問
い
質
す
よ
う
な
問
い
が
告
知
さ
れ
る
場
と
な
る

と
岡
時
に
、
そ
こ
か
ら
思
索
を
新
た
に
立
ち
上
げ
て
い
く
た
め
の
起
点
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ご
く
大
づ
か
み
に
で
は
あ
る
が

示
し
え
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
起
点
が
、
証
言
と
い
う
よ
う
な
「
宗
教
的
」
含
意
を
背
負
っ
た
術
語
で
も
っ
て
は
じ
め

て
名
指
さ
れ
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
無
視
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
先
に
告
げ
て
お
い
た
よ
う
に
、
上
に
挙
げ
た
哲
学
者
た
ち
自
身
、
こ
の
宗
教
的
含
意
を
十
分
に
自
覚
し
、
い
わ
ぽ
そ
れ
と
の
聞
合

い
を
測
る
よ
う
に
し
つ
つ
自
ら
の
証
言
論
を
練
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
彼
ら
が
そ
れ
を
十
分
に
統
御
で

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
そ
う
し
た
含
意
を
も
つ
証
言
な
る
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
自
ら
の
思
索
が
自
己
統
御

を
央
い
か
ね
な
い
本
質
的
な
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
領
域
に
歩
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
あ
え
て
こ
の
術
語
を

用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
彼
ら
の
態
度
を
も
っ
と
も
印
象
的
に
映
し
出
す
事
柄
を
　
つ
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
思
索
が
、
多
く
の
場
合
そ
の
証
言

論
と
の
密
接
な
連
関
の
も
と
で
、
「
神
」
の
問
い
を
自
ら
の
内
に
呼
び
込
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
状
況
か
ら
し
て
、
最
高
完
全
存
在
者
と
し
て
の
形
而
上
学
の
神
を
呼
び
戻
す
わ
け
に
も
、
啓
示
の
神
を
前
提
に

し
て
語
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
状
況
が
「
証
言
」
の
名
の
も
と
で
追
究
さ
れ
は
じ
め
る
や

い
な
や
、
き
わ
め
て
屈
折
し
た
奇
妙
な
形
で
、
神
に
つ
い
て
の
琶
説
が
繰
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。



　
た
と
え
ば
後
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
－
神
－
論
批
判
を
金
面
的
に
受
け
入
れ
て
最
高
存
在
者
と
し
て
の
神
概
念
を
厳

し
く
退
け
な
が
ら
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
も
ち
出
し
て
く
る
（
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
考
え
る
）
「
動
詞
」
と
し
て
の
存
在
に
服
す
る
の
で
も
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

よ
う
な
「
存
在
に
汚
さ
れ
な
い
神
（
臣
2
8
⇒
o
o
獅
8
爵
濠
℃
輿
一
、
蝉
冨
）
」
を
語
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
存
在
と
は
他
の
仕
方
で
」
と

い
わ
れ
る
時
の
「
他
の
仕
方
で
（
磐
嘗
Φ
ヨ
Φ
葺
）
」
と
い
う
副
詞
が
表
現
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
様
態
と
化
し
た
神
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
現

前
す
る
こ
と
な
く
、
｝
切
の
主
題
化
の
手
前
で
「
無
－
始
原
闘
ア
ナ
ー
キ
ー
（
P
】
P
l
O
目
O
げ
凶
①
）
」
的
に
た
だ
「
通
過
す
る
（
（
。
・
④
）
8
ω
。
・
霞
）
」

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
地
位
に
ま
で
神
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
全
体
性
と
無
限
』
以
来
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲

学
が
切
り
開
い
て
き
た
他
者
か
ら
自
己
へ
の
「
倫
理
の
筋
（
貯
＃
間
ひ
q
億
①
）
」
は
、
「
神
の
痕
跡
」
、
あ
る
い
は
痕
跡
と
し
て
の
神
と
重
ね
合
わ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
証
言
と
い
う
語
が
登
場
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
に
全
面
的
に
曝

し
出
さ
れ
て
無
限
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
「
わ
れ
こ
こ
に
（
冨
Φ
＜
o
一
〇
同
）
」
と
し
て
の
倫
理
的
主
体
性
は
、
「
我
神
を
信
ず
」
な
ど
と
口
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
「
神
の
証
人
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
ナ
ベ
ー
ル
は
、
正
当
化
不
可
能
な
悪
に
対
す
る
責
任
と
い
う
問
題
を
自
己
意
識
の
発
生
場
面
に
ま
で
遡
っ
て
問
い
詰
め
て
い
く
こ
と

を
通
し
て
特
異
な
形
の
「
反
省
哲
学
」
を
展
開
し
た
思
想
家
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
超
越
」
を
語
る
こ
と
に
対
し
て
徹
頭
徹
尾
き
わ
め
て
禁

欲
的
で
あ
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
晩
年
に
は
神
の
問
い
を
集
中
的
に
考
察
す
る
よ
う
に
な
る
。
死
の
前
の
数
年
を
費
や
し
た
そ
の

苦
闘
の
跡
は
、
膨
大
な
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
、
『
神
の
欲
望
』
と
題
さ
れ
て
リ
ク
ー
ル
ら
の
手
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ナ
ベ
ー
ル

は
、
彼
の
反
省
哲
学
の
原
則
に
従
っ
て
、
悪
の
問
い
の
反
省
的
深
化
の
外
に
神
を
立
て
る
よ
う
な
神
概
念
を
徹
底
し
て
批
判
し
つ
つ
も
、
こ

の
批
判
の
源
と
な
る
「
自
己
自
身
を
問
い
と
化
す
意
識
」
を
「
神
の
欲
望
（
亀
⑪
ω
一
再
　
創
Φ
　
H
）
一
①
¢
）
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
欲
望
の
向
か
う
先
を
、
反
省
的
意
識
の
外
に
絶
対
的
な
存
在
を
立
て
る
こ
と
な
く
考
察
し
よ
う
と
細
余
曲
折
を
重
ね
た
あ
げ
く
、
「
神
的

（
臼
く
言
）
」
と
い
う
形
容
詞
で
し
か
な
い
神
と
い
う
奇
妙
な
着
想
へ
と
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。
こ
の
「
神
的
で
し
か
な
い
神
（
9
2
ρ
a
昌
．

①
戸
主
啓
Φ
2
Φ
象
く
ヨ
）
」
は
、
全
知
、
全
能
、
必
然
的
存
在
と
い
っ
た
伝
統
的
に
神
に
認
め
ら
れ
る
属
性
を
こ
と
ご
と
く
拒
絶
す
る
も
の
で

宗
教
哲
学
へ

一
七
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あ
っ
て
、
そ
れ
が
リ
ア
ル
に
な
り
う
る
場
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
悪
の
意
識
の
無
限
の
深
ま
り
を
前
提
と
し
た
他
者
と
の
独
特
の
「
選
遁

（
お
9
0
簿
お
）
」
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
、
と
ナ
ベ
ー
ル
は
言
う
。
ま
さ
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
対
面
」
に
も
似
た
こ
の
濯
遁
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

り
よ
う
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
ナ
ベ
ー
ル
は
「
証
言
の
形
而
上
学
」
の
構
想
へ
と
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
場
合
を
挙
げ
た
が
、
自
ら
の
哲
学
的
言
説
と
宗
教
的
言
説
の
区
分
を
よ
り
厳
格
に
守
り
な
が
ら
思
索

を
進
め
る
リ
ク
ー
ル
か
ら
も
、
既
成
の
宗
教
的
伝
統
と
の
関
係
が
さ
ら
に
不
鮮
明
な
デ
リ
ダ
か
ら
さ
え
も
、
彼
ら
の
証
言
論
と
の
連
関
で
模

索
さ
れ
る
独
特
の
神
論
を
取
り
出
す
こ
と
は
驚
能
で
あ
る
。
．
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
そ
う
し
た
考
察
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
根
本
的
な
問
題
と
な
る
の
は
、
神
と
い
う
語
を
も
ち
出
し
、
そ
の
内
実
を
大
き
く
変
容
さ
せ
つ
つ
展
開
さ
れ
る
こ
う
し
た

奇
妙
な
言
説
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
哲
学
と
宗
教
を
根
底
か
ら
刺
し
抜
く
問
い
、
し
か
も
よ
り

深
刻
化
し
拡
散
し
て
い
く
が
ゆ
え
に
ま
す
ま
す
輪
郭
を
不
分
明
に
し
て
い
く
問
い
、
そ
の
よ
う
な
問
い
が
な
お
問
い
と
し
て
つ
な
ぎ
と
め
ら

れ
る
地
点
を
求
め
て
、
お
れ
わ
れ
は
証
「
蕎
と
い
う
概
念
に
辿
り
着
い
た
。
だ
が
、
も
し
こ
の
概
念
が
不
可
避
的
に
「
神
」
へ
の
言
及
を
要
求

す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
こ
に
は
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
信
と
指
呼
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
次
の
指
摘

は
、
そ
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
証
言
論
が
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
問
題
を
直
裁
に
言
い
当
て
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

神
な
し
に
は
絶
対
的
な
証
人
は
い
な
い
。
証
言
に
お
い
て
呼
び
出
さ
れ
る
絶
対
的
な
証
人
は
い
な
い
。
だ
が
、
神
と
と
も
に
、
現
前
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

る
神
、
絶
対
的
な
第
三
者
（
8
尻
巴
。
。
み
の
巴
ω
）
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
証
し
は
堂
堂
的
、
無
意
昧
、
副
次
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
神
を
副
詞
や
形
容
詞
へ
と
転
形
さ
せ
て
「
存
在
す
る
の
と
は
他
の
仕
方
で
」
語
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
宿
命
を
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
る
と
は
思
え
な
い
。
証
言
と
い
う
仕
方
で
告
知
さ
れ
る
問
い
を
超
越
約
に
基
礎
づ
け
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
誰
の
手
に
も
つ
な
ぎ
止

め
て
お
け
な
い
問
い
を
問
い
と
し
て
開
い
て
お
く
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
異
様
な
転
形
を
遂
げ
た
神
が
呼
び
出
さ
れ
る
の
だ
と
し
て
も
、
い



つ
た
ん
神
と
い
う
語
が
発
せ
ら
れ
た
ら
、
や
は
り
問
い
は
問
い
か
ら
で
は
な
く
、
神
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
神
論
を
哲
学
的
に
い
か
が
わ
し
い
雷
説
と
し
て
切
り
捨
て
れ
ば
済
む
よ
う

な
話
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
ぎ
り
ぎ
り
の
問
い
が
問
わ
れ
る
場
面
で
証
し
な
い
し
は
証
言
と
い
う
術
語
を
も
ち
出
さ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
神
と
い
う
語
が
も
ち
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
究
極
的
に
は
、
従
来
こ
の
語
に
託
さ
れ
て
き
た

次
元
を
呼
び
出
さ
ず
に
は
済
ま
な
い
事
柄
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
今
し
が
た
引
用
し
た

箇
所
の
直
後
で
、
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

抑
え
き
れ
な
い
呼
び
出
し
に
よ
っ
て
、
神
は
証
人
と
呼
ば
れ
、
証
人
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
き
に
は
、
神
と
い

う
名
で
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
、
名
を
発
す
る
こ
と
も
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
つ
ま
り
は
そ
の
名
自
体
に
お
い
て
名
づ
け
え
な
い

も
の
で
あ
り
続
け
る
と
し
て
も
、
不
在
で
あ
り
続
け
、
現
に
存
在
し
な
い
ま
ま
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

で
く
生
起
目
産
出
し
え
な
い
（
砕
石
。
象
。
§
一
①
）
も
の
で
あ
り
続
け
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
こ
の
「
抑
え
き
れ
な
い
呼
び
出
し
」
を
抑
え
き
れ
な
い
も
の
と
す
る
「
欲
望
（
匹
0
ω
一
民
）
」
一
こ
れ
も
ま
た
上
に
挙
げ
た
哲
学
者
た
ち
が

共
通
し
て
用
い
て
い
る
術
語
で
あ
る
一
こ
そ
が
肝
心
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
注
視
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
何
と
か

通
路
を
与
え
よ
う
と
す
る
異
様
な
神
論
は
、
逆
に
通
路
を
塞
い
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恒
常
的
な
リ
ス
ク
も
含
め
て
、
そ
の
た
め

の
不
可
欠
な
媒
体
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
れ
は
、
従
来
の
「
哲
学
者
の
神
」
な
い
し
は
「
啓
示
の
神
」
の
残
業
に
す
ぎ
な
い
の
か
、

そ
れ
と
も
決
定
的
な
換
骨
奪
胎
の
端
緒
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
自
体
が
、
す
で
に
し
て
現
代
に
お
け
る
「
宗

教
哲
学
へ
」
の
思
索
の
始
ま
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
宗
教
哲
学
の
実
践
そ
の
も
の
で
さ
え
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
（
完
）

宗
教
哲
学
へ

一
九
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二
〇

　
　
注

（
1
）
　
そ
も
そ
も
論
者
が
「
証
し
扁
の
概
念
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
リ
ク
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
彼
の
解
釈
学
的
哲
学
の
総
括

　
の
書
で
あ
る
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
臨
（
｝
九
九
〇
）
以
来
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
概
念
を
換
骨
奪
胎
し
て
自
ら
の
思
索
の
中
軸
に
据
え
る
よ
う
に

　
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
の
独
自
性
の
あ
り
か
が
は
っ
き
り
と
見
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
証
し
の
概
念
を
め

　
ぐ
る
り
ク
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
網
p
。
ω
瓢
三
押
◎
ω
蠕
α
q
凶
ヨ
寒
冷
《
℃
o
興
∈
お
覧
三
一
〇
ω
8
三
①
α
二

　
融
ヨ
。
薦
昌
聲
ひ
q
ρ
裳
8
①
母
。
峠
鵠
①
銭
の
ぴ
q
α
q
2
餌
葺
〇
二
巴
匹
⑦
一
繭
α
仙
o
Q
①
一
げ
菖
⑦
o
。
鐙
鳳
9
ρ
y
、
浮
織
帖
N
ミ
8
沁
ミ
碍
§
お
＄
鳴
牒
ミ
鉱
ミ
醤
ミ
袋
塁
讐
Z
ρ
肩
鎖
。
ヨ
日
動
α
q
①

　
節
勺
p
三
国
o
o
Φ
二
び
b
。
O
O
α
’
杉
村
靖
彦
「
「
…
…
ま
で
生
き
続
け
る
こ
と
」
i
リ
ク
f
ル
隅
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
臨
に
お
け
る
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
論

　
争
」
一
」
、
秋
認
克
哉
・
関
口
浩
・
的
場
哲
朗
共
編
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
糧
存
在
と
時
闘
臨
の
現
在
輪
、
南
窓
歓
、
二
〇
〇
七
無
、
二
〇
九
一
一
…
二
七
頁
。

（
2
）
ζ
髪
晋
頃
①
賦
。
α
q
ひ
q
①
び
の
恥
匙
§
出
女
鈍
寮
琶
轟
①
昌
”
ζ
．
峯
Φ
ヨ
亀
重
く
9
謎
㍉
α
ρ
・
島
こ
お
・
。
刈
山
㊤
。
。
蒔
も
■
G
。
8
．

（
3
）
　
鰍
餌
O
ρ
¢
⑦
o
。
U
Φ
霞
冠
斜
毎
篭
O
篭
Q
鈎
ミ
O
ミ
圃
i
的
、
ミ
鷺
嵩
ミ
蒔
ミ
衰
飛
、
帖
§
織
器
織
篤
ミ
慧
篭
融
♪
勺
餌
ユ
自
ワ
”
○
巴
陶
綜
ρ
お
○
◎
ρ
℃
・
雛
9
［
港
道
隆
訳
咽
ア
ポ
リ

　
ァ
幽
、
人
文
書
院
］

（
4
）
　
こ
こ
で
事
実
確
認
的
／
行
為
遂
行
的
と
い
う
言
語
行
為
論
に
由
来
す
る
対
概
念
を
引
き
合
い
に
出
し
た
が
、
デ
リ
ダ
自
身
が
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
て

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
証
し
論
を
叙
述
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
○
男
冨
。
自
①
ω
0
2
門
置
斜
轟
篭
。
譜
9
ε
．
o
剛
f
P
¢
？
さ
O
噸

（
5
）
ζ
零
晋
譲
。
凶
鳥
£
ひ
q
o
さ
⑦
免
§
§
匙
浴
舳
、
－
ε
・
。
芦
唱
．
ω
8
葛
0
8
轡

（
6
）
　
竃
拶
嵩
ぎ
国
Φ
凶
住
①
σ
q
ケ
q
Φ
ぴ
《
霞
益
二
〇
∋
2
δ
一
〇
讐
①
償
渇
島
日
一
お
。
囲
◎
ひ
q
帯
》
」
鵠
で
鳶
ミ
黛
碁
Q
や
斜
O
｝
P
男
惹
三
鼠
舞
r
く
・
駁
一
◎
ω
8
門
ヨ
讐
彰
」
り
刈
9
騨
㎝
ド
m
辻

村
公
…
訳
鴨
道
標
観
、
創
文
社
］

（
7
）
O
。
巨
ゑ
曾
Φ
智
副
圃
＄
鎧
亘
ト
こ
ミ
§
§
ミ
ミ
。
、
£
§
誌
§
匙
篭
、
§
§
織
鳩
ミ
禽
譜
辱
§
§
き
b
。
ヨ
び
婁
謹
」
①
一
爵
。
巨
し
り
リ
ピ

（
8
）
　
論
者
と
は
立
場
が
異
な
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
と
イ
ス
ラ
ム
の
神
秘
主
義
を
手
引
き
に
し
た
独
自
の
「
イ
マ
ジ
ナ
ル
の
現
象
学
」
に
立
脚
し
て
こ
の
点
を
深

　
く
考
察
し
た
貴
重
な
仕
事
と
し
て
、
次
の
論
考
が
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
永
井
晋
覗
現
象
学
の
叢
雲
一
「
顕
現
し
な
い
も
の
扁
に
向
け
て
…
騙
、
知

泉
書
館
、
二
〇
〇
七
年
。

（
9
）
　
個
々
の
哲
学
者
の
思
索
と
の
関
連
で
こ
の
問
題
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
は
、
リ
ク
…
ル
に
つ
い
て
は
注
（
1
）
で
挙
げ
た
拙
論
を
、
そ
の
他
の
哲
学
者

　
に
つ
い
て
は
以
下
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
く
螢
ω
ρ
婦
巨
｝
8
ω
¢
○
困
罎
¢
即
♪
《
ピ
Φ
菰
ヨ
9
α
q
コ
曽
ひ
q
①
0
9
日
日
ヨ
。
葛
ω
舞
ぴ
q
㊦
o
臨
α
q
ぎ
曽
刷
毒
9
禽
｝
o
響
振
動
σ
孚

嵩
》
鳩
一
コ
℃
ゴ
≡
薯
0
0
琶
鉱
一
①
（
働
年
）
’
卜
Q
§
ミ
§
§
蕊
切
妻
㌔
碧
昼
0
興
h
b
。
O
O
県
杉
村
靖
彦
「
生
の
自
己
証
言
か
ら
の
対
話
ー
ヨ
ナ
ス
と
ア
ン
リ
…
」
、



　
片
柳
榮
一
編
『
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
ー
現
代
に
お
け
る
対
話
的
探
究
の
諸
可
能
性
一
』
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
五
一
｝
五
五
頁
。

（
1
0
）
　
闘
ヨ
鵠
Φ
b
ご
①
コ
＜
①
艮
ω
け
ρ
窪
目
艶
q
ら
籍
腎
黙
ミ
帖
ミ
§
偽
帖
蕊
句
職
ミ
職
S
虜
§
§
1
鳴
ミ
§
町
馬
匹
壽
免
誤
解
。
卜
9
特
。
ミ
唱
。
黛
ミ
6
帖
ひ
鳶
N
蒔
ご
弊
℃
自
重
ρ
寓
田
島
け
℃
H
り
①
㊤
　

　
O
δ
頗
δ
》
α
q
四
讐
σ
Φ
ジ
O
ミ
ミ
審
鳴
§
ミ
ミ
ト
§
審
§
鍵
卜
蒔
§
ミ
q
帖
。
鳴
こ
こ
毫
髪
§
§
食
↓
自
ぎ
ρ
切
。
一
H
舞
圃
切
。
島
コ
ひ
q
翫
㊦
芦
ら
り
。
。
■
［
上
村
忠
夫
他
訳

　
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
残
り
の
も
の
ー
ア
ル
シ
ー
ブ
と
証
人
1
』
、
月
曜
社
］
“
O
母
δ
○
貯
N
σ
二
蹟
”
《
冒
ω
け
。
ロ
①
鼠
言
Φ
ω
ω
》
L
箒
℃
き
ミ
謡
恥
ミ
恥
ミ
§
謎

　
ミ
沁
魯
§
鳴
蕊
ミ
勘
。
養
〉
ざ
恥
⑦
§
貸
切
犠
ミ
第
二
ミ
醤
ミ
⑦
o
ミ
駄
。
壽
♪
国
島
一
国
O
げ
賓
ω
鋤
黒
砂
ユ
①
α
冨
コ
α
①
「
”
0
効
ヨ
σ
二
α
ひ
q
Φ
＼
同
≦
曽
ω
ω
四
〇
げ
瓢
ω
Φ
誘
け
ω
＼
暦
。
昌
畠
o
P

　
缶
蝉
「
〈
p
o
『
伍
¢
三
く
Φ
『
ω
津
《
℃
汽
Φ
ω
ρ
H
り
㊤
b
⊃
讐
℃
。
○
◎
b
σ
1
⑩
①

（
1
1
）
　
○
眺
．
9
0
冨
．
《
k
§
焼
暮
臥
e
》
”
疑
団
ミ
識
的
ら
瀞
幻
日
謬
、
謄
さ
ミ
“
瀞
恕
へ
§
〉
愈
黛
鳴
多
寄
リ
ミ
§
鳴
§
さ
7
Φ
「
弱
く
。
詳
禺
。
目
ω
け
b
ご
巴
N
鑑
雪
像
○
①
機
7
四
日
切
○
つ
。
び
昌
似
匹
①
び

ω
葺
二
超
餌
再
＼
菌
α
ぎ
＼
ご
コ
Φ
忌
鵠
”
麟
〇
三
冨
巳
ヨ
Φ
ギ
お
㊤
b
。
・
新
約
聖
書
に
お
け
る
証
言
概
念
の
内
実
を
、
本
論
文
で
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
問
題
も
視
野
に
入
れ

　
て
幅
広
く
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
神
学
的
転
回
」
の
立
役
者
の
一
人
と
も
目
さ
れ
る
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
の
次
の
論
考
が
た
い
へ
ん

　
参
考
に
な
る
。
痢
①
P
守
ピ
O
巴
ω
O
げ
み
臨
①
ジ
．
《
Z
Φ
鼠
震
O
づ
O
ω
博
戯
O
づ
ω
の
蓬
冨
O
O
口
8
づ
δ
O
プ
門
0
鉱
①
づ
α
①
叡
ヨ
O
戯
づ
帥
α
Q
①
y
間
づ
℃
ミ
8
ω
愚
ミ
3
戸
Q
◎
o
O
”
ピ
①

織
ヨ
。
戯
冨
ひ
q
Φ
■
℃
興
ω
℃
①
o
甑
く
①
ω
碧
配
属
ρ
器
ω
冒
芭
δ
二
Φ
ω
Φ
け
8
8
δ
α
q
5
器
ω
㌔
巴
ρ
い
Φ
ω
豊
圃
9
房
島
㊦
．
三
塁
貫
“
。
O
O
窃
も
・
胡
ゐ
幽
・

（
！
2
）
　
勺
9
。
三
下
o
o
Φ
耀
き
ト
黛
§
駄
§
ミ
黍
N
、
ミ
無
9
黍
N
．
o
巣
南
勺
餌
汰
ρ
ω
Φ
閉
る
O
O
O
も
』
曾
比
O
。
。
．
（
久
米
博
多
『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
（
上
）
』
、
新
八
社
）
。

　
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
解
説
と
し
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
杉
村
靖
彦
「
証
言
か
ら
歴
史
へ
1
対
話
の
臨
界
に
立
っ
て
一
」
、

　
『
人
文
知
の
新
た
な
総
合
に
向
け
て
』
（
一
二
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多
元
的
入
文
学
の
拠
点
形
成
」
）
、
第
二
回
報
告
書
照

　
〔
哲
学
篇
2
〕
、
一
八
一
一
二
〇
二
頁
。

（
1
3
）
　
勺
餌
巳
菊
ド
。
⑦
g
び
ト
黛
§
噺
§
ミ
黍
馬
、
隷
帖
無
竃
蚕
N
、
o
袋
ミ
斜
。
唱
．
9
け
》
℃
■
N
O
餅

（
1
4
）
　
｝
Φ
倉
◎
昌
Z
Q
σ
Φ
溝
切
迫
恥
職
騨
受
職
恥
b
鰍
日
日
℃
℃
国
臥
o
o
”
》
匿
び
曲
Φ
さ
H
ゆ
①
①
（
民
伽
0
集
叡
℃
餌
「
δ
Q
陰
①
9
凱
。
雛
ω
匹
蠕
O
①
焦
①
昌
ド
リ
㊤
①
）
”
唱
．
N
刈
ω
■
ナ
ベ
ー
ル
が
遺
仙
禍
『
神

　
の
欲
望
』
で
模
索
し
た
「
証
言
の
形
而
上
学
」
な
い
し
は
「
証
言
の
解
釈
学
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
磯
鋤
ω
償
7
涛
。
ω
二
ひ
q
圃
ヨ
霞
ρ

《
い
①
叡
ヨ
。
一
ひ
q
轟
ぴ
q
①
8
諺
ヨ
Φ
．
ぜ
器
沼
ぴ
q
Φ
o
吋
一
α
q
冒
p
。
罵
Φ
、
”
。
『
魯
冷
き
Z
9
。
ぴ
Φ
誘
y
8
・
も
間
ご
杉
村
靖
彦
「
ナ
ベ
ー
ル
的
自
我
は
い
か
に
証
し
さ
れ
る
か
1

　
証
署
の
解
釈
学
に
向
か
っ
て
一
㎏
、
『
宗
教
学
研
究
室
紀
要
魅
第
四
号
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
宗
教
学
専
修
編
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
一
七
頁
。

（
1
5
）
　
O
h
寅
8
器
ω
U
Φ
艮
山
P
浮
沈
。
蕊
匂
勺
餌
「
一
ρ
O
巴
一
霞
ρ
6
㊤
。
。
．
［
湯
浅
博
雄
他
訳
『
パ
ッ
シ
ョ
ン
匝
、
未
来
社
騙
一
b
§
“
・
ミ
録
§
ミ
ミ
鴨
b
む
ミ
§
壽
鼻

℃
母
圃
ρ
○
餌
一
一
菰
ρ
竈
Φ
。
。
．
［
湯
浅
博
雄
他
訳
『
滞
留
臨
、
未
来
社
瞬

（
1
6
）
　
○
沖
国
ヨ
ヨ
鋤
昌
償
2
ピ
⑪
く
ぎ
四
ω
℃
》
自
陣
ミ
ミ
鴨
蕊
妹
Q
黙
、
ミ
蕊
。
段
斜
ミ
ー
織
鳴
ミ
亀
鴨
N
、
艦
影
鳴
蕊
融
”
o
O
．
o
同
訂
同
≦
ざ
げ
9
頃
⑩
コ
圏
ざ
O
”
鳴
G
り
㌧
ミ
竃
ミ
嘘
軸
識
ミ
ぎ
軸
ミ
ミ
壽
鳴

宗
教
哲
学
へ

二
一



誓
学
研
究
　
第
五
百
八
十
六
号

二
二

、
ミ
ミ
防
愚
ミ
恥
ミ
賎
審
、
房
牒
鳶
§
婁
誌
魯
℃
貸
㎞
ρ
ω
Φ
鼠
㌍
H
O
ま
．

（
1
7
）
　
こ
の
表
現
は
、
シ
ョ
シ
ャ
ー
ナ
・
フ
ェ
ル
マ
ン
が
ラ
ソ
ズ
マ
ン
の
映
画
『
シ
ョ
ア
ー
㎞
を
論
じ
た
文
章
で
、
そ
こ
で
登
場
す
る
「
証
人
」
た
ち
の
有

　
り
よ
う
を
言
い
表
す
た
め
に
用
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
ω
げ
。
ω
冨
嵩
閃
鮎
自
欺
P
《
↓
げ
①
当
代
筥
o
h
窪
①
＜
9
0
0
”
Ω
餌
⊆
α
Φ
い
鎚
嵩
葦
戸
嘗
・
ω
ω
げ
。
呂
》
矯
首

　
ω
げ
。
筈
弓
馬
9
句
Φ
一
ヨ
餌
昌
鋤
ご
創
U
o
多
い
p
¢
ρ
竃
」
）
．
”
菱
職
§
o
塁
．
9
誌
8
ミ
ミ
軌
ミ
偽
恥
鴇
薦
§
卜
§
ミ
ミ
黍
謬
ら
ぎ
蟄
月
済
曹
鴇
恥
賢
円
田
§
登
建
讐
Z
Φ
≦
団
〇
二
（

　
＼
ピ
8
創
o
P
労
。
¢
ユ
a
α
q
ρ
ド
リ
8
一
℃
』
O
や
さ
。
。
。
ω
・

（
1
8
）
　
｝
霧
雛
Z
潜
ぴ
①
3
卜
恥
§
暗
、
審
b
ミ
♪
o
や
。
闘
け
こ
P
じ
。
週
・

（
1
9
）
　
勺
餌
巳
凌
8
①
霞
切
卜
桑
§
駄
ミ
。
帖
蚤
N
、
ミ
の
鷺
凡
黍
、
．
ミ
ミ
斜
℃
．
さ
。
0
9

（
2
0
）
　
ヨ
鼠
．

（
2
1
）
　
冨
8
¢
①
ω
U
Φ
霞
鉱
ρ
b
鳴
ミ
§
ミ
さ
～
馬
篭
聴
切
膏
§
簿
ミ
》
o
ロ
●
o
貫
℃
．
卜
。
○
。
9

（
2
2
）
　
寅
8
器
ω
O
①
讐
置
ρ
b
§
N
Q
ミ
舜
さ
吋
ミ
窓
b
ご
貯
嵩
審
ミ
ー
。
ウ
。
貫
℃
◆
N
㊤
．

（
2
3
）
　
国
ヨ
ヨ
O
昌
鴬
①
一
轡
⑪
＜
言
9
。
ρ
誤
ミ
蕊
§
偽
ミ
ミ
へ
、
ミ
鳶
ミ
へ
§
腎
§
ミ
§
～
、
8
の
§
題
”
い
餌
個
月
《
や
鼠
・
Z
揚
げ
。
毎
日
㊤
冠
■

（
2
4
）
　
『
わ
れ
こ
こ
に
し
、
無
限
な
る
も
の
の
証
言
と
し
て
、
だ
が
、
自
ら
が
証
言
す
る
も
の
を
主
題
化
し
な
い
証
言
、
表
象
の
真
理
、
明
証
性
の
真
理
で

　
は
な
い
よ
う
な
真
理
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
曲
舞
と
し
て
。
証
書
－
唯
一
無
二
の
構
造
、
表
象
に
は
還
元
で
き
な
い
存
在
の
規
則
の
例
外
ー
ー
が
存
在
す

　
る
の
は
、
た
だ
無
限
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
無
限
な
る
も
の
が
そ
れ
を
証
醤
す
る
者
へ
と
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
反
対
に
、
証
誉
の
方
が
無

　
限
な
る
も
の
の
栄
光
に
属
し
て
い
る
。
ま
さ
に
証
人
の
声
を
通
し
て
、
無
限
な
る
も
の
の
栄
光
は
栄
光
と
化
す
の
で
あ
る
」
（
氷
霧
当
動
葛
露
　
寂
く
ぎ
器
”

》
ミ
吊
雲
§
§
牒
Q
黛
、
ミ
蕊
§
§
貸
§
ミ
職
こ
、
＄
い
§
量
。
㍗
o
芦
℃
」
。
。
①
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
杉
村
靖
彦
「
哲
学
者
の
神
」
、
岩
波
講
座
宗
教
四
呪
根
源

　
へ
　
思
索
の
冒
険
㎞
、
｝
三
三
－
一
六
六
頁
、
と
く
に
三
「
「
〈
誰
〉
の
問
い
し
と
「
神
の
死
以
降
の
神
」
」
を
参
照
。

（
2
5
）
　
ナ
ベ
ー
ル
の
構
想
す
る
証
雷
の
形
而
上
学
が
、
「
神
的
な
も
の
偏
に
賭
け
金
を
置
き
つ
つ
も
、
反
省
哲
学
的
な
極
度
の
絵
心
さ
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、

　
宗
教
的
語
彙
を
蒔
い
て
原
理
的
次
元
の
考
察
を
捌
薪
し
ょ
う
と
す
る
哲
学
の
根
底
的
な
不
安
定
性
を
凝
視
し
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
『
神
の
欲
望
臨
の
至

　
る
と
こ
ろ
が
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
考
察
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
「
　
切
の
曖
昧
さ
を
排
し
て
探
究
し
た
い
の
は
、
宗
教
的
な
立
場

　
と
呼
べ
ば
裏
切
り
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
一
つ
の
立
場
の
正
当
化
で
あ
る
。
宗
教
的
と
呼
べ
ば
裏
切
り
に
な
る
と
い
う
の
は
、
実
際
こ
の
立
場
は
、
宗

　
教
と
し
て
布
告
さ
れ
、
民
衆
向
け
の
教
え
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
特
定
の
宗
教
の
真
理
と
し
て
哲
学
的
で
な
い
形
を
と
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
か

　
ら
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
こ
こ
で
提
示
さ
れ
、
擁
護
さ
れ
る
の
は
、
自
ら
に
完
全
に
充
足
し
、
あ
く
ま
で
密
ら
の
持
ち
場
、
自
ら
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
哲



　
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
宗
教
が
応
答
す
る
全
て
の
必
要
や
要
求
に
答
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
自
ら
認
め
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
宗
教
よ
り
も
満

足
度
の
低
い
も
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
例
え
ば
悪
の
問
い
に
対
し
て
虚
偽
の
答
え
を
与
え
な
い
と
い
う
点
で
は
優
れ
て
い
る
。
悪
の
問
題
は
、
一
切
の

楽
観
主
義
的
世
界
解
釈
に
抵
抗
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
宗
教
の
可
能
的
な
基
礎
、
可
能
的
な
正
当
化
で
あ
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
哲
学
に
は
大

　
い
な
る
傲
慢
が
あ
る
。
〔
…
…
〕
神
を
絶
対
者
と
す
る
の
で
も
な
け
れ
ぽ
人
間
の
変
容
に
と
ど
ま
る
の
で
も
な
い
哲
学
に
よ
っ
て
、
神
的
な
も
の
か
人
間

的
な
も
の
か
と
い
う
二
者
択
｝
を
告
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
証
言
の
哲
学
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
絶
望

が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
人
間
を
考
え
、
人
間
の
社
会
を
考
え
る
時
に
は
、
つ
ね
に
絶
望
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
」
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

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

　　　A　partir　de　la　prob16matique　du　temoignage　（2e　partie）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par

　　　　　　　　　Yasuhiko　SuGIMURA

Professeur　associe　de　philosophie　de　la　religion

　　　　　　　　　　　　Institut　des　lettres

　　　　　　　　　　　Universit6　de　Kyoto

　　Dans　la　partie　precedente　de　notre　etude，　nous　nous　sommes　concentres　sur　des

approches　essentielles　de　la　question　de　la　mort　depuis　celle　de　Heidegger　dans

Sein　ztnd　Zeit，　en　esperant　toucher　par　ce　biais　la　mise　en　question　radicale　qui

affecte　la　philosophie　et　la　religion　a　notre　6poque．　Au　bout　de　cette　d6marche，

nous　sommes　parvenus，　avec　Levinas　et　Derrida，　a　la　prob16matique　insolite　de　（　la

mort　necessaire　impossible　）．　Cette　im－possibilit6　se　trouvait　tellement　paradoxale

que　nous　sommes　exposes　a　la　situation　abyssale　oa　tout　1’acte　de　penser　devrait

en　etre　profondement　6branle，　sans　meme　que　1’on　puisse　la　determiner　comme　une

question．　En　partant　de　cette　situation，　comment　faire　red6marrer　la　pensEe　en

quete　d’une　K　philosophie　de　la　religion　）　d’aujourd’hui　？　C’est　de　ce　sujet　que　nous

traitons　dans　cette　deuxieme　et　derniere　partie．

　　L’idee　heideggerienne　d’　K　attestation　（Bezeztgztng）　）　constitue　le　point　de　d6part

privilegie　de　cette　reflexion．　Car　elle　temoigne　pr6cis6ment　de　la　modalit6　sous

laquelle　1’acceptation　par　le　Dasein　de　tout　son　etre－pour－la－mort　s’effectue　en

s’annogant　elle－meme．　Certes，　on　pourrait　se　demander　si　la　critique　profonde

adress6e　ti　1’idee　de　pouvoir－mourir　devrait　rendre　impossible　1’auto－attestation　du

Dasein　conime　sztm　moribunders．　Mais，　compte　tenu　de　son　caractere　〈perfor－

matif　〉　dans　le　sillage　de　la　lecture　derridienne　de　Sein　ztnd　Zeit，　1’acte　de　s’attester

pourrait　s’6tendre　a　notre　rapport　a　la　mort　imっossible，　qui　est　donc　hors　de　toute

sorte　d’appropriation．

　　C’est　dans　ce　contexte　que　la　prob16matique　du　c　temoignage　（Zeargnis）　），
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developp6　par　des　philosophes　frangais　post－heidegg6riens　importants，　tels　que

iNabert，　L6vinas，　Ricoeur，　Henry，　Derrida，　etc．，　merite　d’etre　remarqu6e　et　exami－

nee　attentiveinent．　A　la　fin　de　la　presente　6tude，　nous　nous　proposons　de　d6gager

de　ces　meditations　respectivement　originales　les　d6nominateurs　cornmuns　du

c　t6moignage　de　1’impossibilit6　de　t6moigner　）．　Le　rapport　qu’on　peut　discerner

chez　ces　penseurs　entre　cette　philosophie　insolite　du　t6moignage　et　les　id6es

etranges　de　Dieu　nous　suggere　probablement　la　voie　possible　menant　ti　une

nouvelle　figure　de　la　philosophie　de　la　religion．

　　　　　　　Dialetheic　MoRism

Restructuring　Later　Nishitani　（Part　2）

　　　　　　Yasuo　DEGucm

Associate　Professor　of　Philosophy

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　I〈yoto　University

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

tiness　and　That－ls－Ness”　（1982）　as　dialet12eic　monisin，　as　1　call　it，　and　to　modify

it　by　incorporating　a　Pavaco7・zsistent　logic　in　an　attempt　to　solve　the　problems　that

he　left　unanswered．　ln　this　second　and　last　part　of　the　paper，　the　following

observations　and　claims　are　made．

　　Nishitani　acknowledged　that　there　should　be　a　logic　which　was　to　hold　at　one　of

the　two　stages　of　his　monistic　world，　i．e．，　the　artistic　stage．　He　then　suggested　that

it　might　be　something　like　‘la　logique　des　sentiments’　of　Theodore　Ribot，　a　French

psychologist．　But　it　seems　me　that　Ribot’s　logic　is　too　psychologistic　to　be　appro－

priate　as　a　logic　for　the　monistic　world．　So，　in　the　place　of　it，　1　propose　as　a　more

promising　candidate　for　the　logic，　a　paraconsistent　logic：　neo－Nishitanian　Logic　or

N｝siTL，　which　prevents　explosion　to　triviality　from　occurring．　Only　with　the　help　of

NTNL，　one　can　address　the　unanswered　problems，　1　claim．

　　But　this　modified　version　of　Nishitani’s　position　or　neo－Nishitanian　philosophy，

as　1　call　it，　differs　from　its　original　in　some　import　aspects．　For　Nishitani，　scientific

facts　can　be　described　only　within　the　framework　of　classical　logic，　according　to

which　no　true　contradiction　is　possible．　But　a　neo－Nishitanian　claims　that　they　can

also　be　formulated　in　terms　of　NNL，　which　allows　as　logically　possible　such　true
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