
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

五
一

 

― 

経
験
の
岸
辺
を
離
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
寄
る
辺
な
き
大

洋
へ
と
漕
ぎ
出
る
暴
挙
を
な
す
。
こ
の
大
洋
は
、
つ
ね
に
欺
く
展

望
の
も
と
に
、
結
局
は
、
す
べ
て
の
難
儀
で
長
期
に
わ
た
る
努
力

を
希
望
な
き
も
の
と
し
て
放
棄
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
強
い
る
。

︵A
396

/96

︶
︵
2
︶

 

― 

可
能
的
経
験
の
限
界
を
超
え
て
試
み
ら
れ
た
認
識
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
人
類
の
最
高
の
関
心
に
属
す
る
認
識
は
、
そ
れ
が

思
弁
的
哲
学
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
か
ぎ
り
で
は
、
欺
瞞
的
期
待
と

な
っ
て
消
滅
す
る
。︹
…
︺
こ
の
︹
来
世
に
つ
い
て
の
単
に
思
弁

的
な
︺
証
明
は
い
わ
ば
一
本
の
毛
髪
の
先
端
に
立
て
ら
れ
て
い
る

の
で
、
学
派
で
す
ら
も
、
こ
の
証
明
を
一
つ
の
独
楽
の
よ
う
に
自

ら
の
周
り
に
絶
え
ず
回
転
さ
せ
て
い
る
間
だ
け
、
証
明
を
毛
髪
の

先
端
上
に
維
持
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。︵B

424
/118 -119

︶

根
　
無
　
一
　
行

「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

― 

カ
ン
ト
に
お
け
る
「
信
」
と
「
反
省
的
判
断
力
」 

―︵1
︶
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五
二

問
い
の
所
在

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
﹃
告
白
﹄
の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
書
か
れ
た
自
伝
的
著
作
﹃
割
礼
告
白
﹄︵
一
九
九
一
年
︶
の
中
で
デ
リ
ダ

は
、「
私
の
人
生
は
祈
り
の
歴
史
︹
物
語
︺
で
し
か
な
か
っ
た
」︵C

40

︶
と
「
告
白
」
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
デ
リ
ダ
は
何
ら
か
の
実

定
宗
教
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
自
分
は
ま
っ
た
く
正
し
く
も
無
神
論
者
で
通
っ
て
き
た
」︵C

146

︶
と
言
っ
て
い

る
。
し
か
し
、「
無
神
論
者
で
通
っ
て
き
た
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
デ
リ
ダ
が
「
誰
も
理
解
し
な
い
自
分
の
宗
教
」︵C

146

︶
を
持

つ
こ
と
を
退
け
な
い
。
こ
こ
に
注
目
し
た
カ
プ
ー
ト
に
、「
あ
な
た
は
誰
に
祈
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
あ
な
た
の
祈
り
に
は
ど
の
よ
う

に
答
え
が
与
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
は
誰
が
こ
れ
ら
の
祈
り
に
答
え
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
す
か
」

︵E
F

29

︶
と
問
わ
れ
た
デ
リ
ダ
は
、﹃
割
礼
告
白
﹄
で
は
自
分
は
自
分
の
名
に
お
い
て
は
告
白
し
て
い
な
い
旨
を
ま
ず
確
認
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
問
い
か
け
に
直
接
的
に
は
答
え
な
い
と
前
置
き
し
た
上
で
、
も
し
自
分
が
祈
る
な
ら
、
祈
り
は
た
と
え
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お

い
て
な
さ
れ
る
と
し
て
も
「
沈
黙
し
た
私
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
、
他
方
で
祈
り
に
は
何
ら
か
儀
礼
的
身
体
的
な
側
面
が
あ

り
、
そ
こ
に
は
「
非
常
に
子
ど
も
じ
み
た
」
地
層
が
あ
っ
て
、
髭
を
た
く
わ
え
た
厳
格
な
父
親
で
あ
る
と
同
時
に
自
分
を
赦
そ
う
と
し

て
く
れ
て
い
る
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
言
う
︵E

F
30

︶。
祈
り
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、「
無
宗
教
」
を
自
認
す
る
私

た
ち
の
多
く
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
ご
く
平
凡
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
デ
リ
ダ
は
す
ぐ
に
自
分
の
「
宗
教
批
判
」
的
地
層
に
言
及
し
、
哲
学
者
と
し
て
の
語
り
を
始
め
る
。
祈
る
デ
リ
ダ
の
中

で
は
「
非
常
に
子
ど
も
じ
み
た
地
層
」
と
以
下
の
そ
の
「
宗
教
批
判
的
地
層
」
の
区
別
は
お
そ
ら
く
決
定
不
可
能
だ
ろ
う
。

私
が
祈
る
時
、︹
…
︺
私
は
自
分
の
信
︵belief

︶
に
よ
っ
て
全
面
的
に
騙
さ
れ
て
い
る
︵deceived

︶
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
に

つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
懐
疑
的
祈
り
で
す
。︹
…
︺
こ
の
「
懐
疑
主
義
」
は
祈
り
の
一
部
分
で
す
。「
懐
疑
主
義
」
の
代



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

五
三

わ
り
に
「
エ
ポ
ケ
ー
」
に
つ
い
て
語
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
確
実
性 

︵certainty

︶ 

を 

― 

信
を
、
で
は

な
く 

― 

宙
吊
り
に
す
る
こ
と
で
す
。
確
実
性
の
こ
の
宙
吊
り
が
祈
り
の
一
部
分
な
の
で
す
。
確
実
性
の
こ
の
宙
吊
り
、
知

︵know
ledge

︶
の
こ
の
宙
吊
り
が
「
あ
な
た
は
誰
が
こ
れ
ら
の
祈
り
に
答
え
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と

い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
の
一
部
分
で
す
。
こ
う
し
た
宙
吊
り
は
、
祈
り
が
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
生
起
し
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
が
何
ら
か
答
え
を
知
っ
て
い
た
り
、
そ
れ
を
単
純
に
期
待
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
祈
り
の
終
焉
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
注
文
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う 

― 

あ
た
か
も
ピ
ザ
を
注
文
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
︵
笑
︶
！
︹
…
︺
私
は
見
え
な

い
誰
か
に
自
分
が
祈
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。︵E

F
30 -31

︶

誰
に
祈
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
「
知
」
の
「
確
実
性
」
が
も
し
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
祈
り
」
で
は
な
く
ピ
ザ
屋
に
ピ
ザ
を
注

文
す
る
こ
と
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
デ
リ
ダ
は
言
う
。
た
だ
し
、
デ
リ
ダ
の
言
葉
を
読
み
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
デ
リ
ダ
は
、

誰
に
祈
っ
て
い
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
か
な
う
こ
と
は
期
待
で
き
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
誰
に
祈
っ
て
い
る
の
か

を
知
ら
な
い
そ
の
「
知
ら
な
さ
」
は
、
い
か
な
る
期
待
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
「
知
ら
な
さ
」
で
あ
る
。

い
か
な
る
期
待
、
い
か
な
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
、
い
か
な
る
計
算
も
宙
吊
り
に
な
り
ま
す
。
私
は
期
待
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
は
希
望
し

て
い
ま
せ
ん
。
私
の
祈
り
は
希
望
の
な
い
も
の
︵hopeless
︶
で
す
、
ま
っ
た
く
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
希
望
の
な
い
も
の
で
す
。

︵E
F

31

︶

デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
祈
り
に
は
そ
も
そ
も
希
望
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。「
私
は
自
分
の
信
に
よ
っ
て
全
面
的
に
騙
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
言
葉
は
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
騙
さ
れ
て
い
る
可
能
性
」
が
な
い
な
ら
、
つ
ま
り
、
そ
こ
に
希
望
が
あ
る
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五
四

な
ら
、
そ
れ
は
祈
り
の
名
に
値
せ
ず
、「
計
算
」
で
し
か
な
い
。「
知
」
の
宙
吊
り
と
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
こ
で
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
騙
さ
れ
る
こ
と
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

い
て
い
な
い
と
い
う
「
自
己
欺
瞞
︵m

auvaise foi

︶」
︵
3
︶で

は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
希
望
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
分
が
知
っ
て
い

0

0

0

0

0

0

0

る0

の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
祈
り
」
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
騙
し
」
の
構
造
を
、「
自
己
欺
瞞
」
と
区

別
し
て
「
自
己
へ
の
嘘
︵m

ensonge à soi

︶」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る︵

4
︶

。
も
っ
と
も
、
自
己
欺
瞞
で
な
い
仕
方
で
自
分
自
身
に

嘘
を
つ
く
こ
と
は
、
嘘
を
つ
か
れ
る
自
分
が
当
然
そ
の
嘘
を
知
っ
て
い
る
以
上
、
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
祈
り
」、
そ
し
て

「
信
」
は
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
的
経
験
の
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る︵

5
︶

。

祈
り
の
こ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
問
い
は
非
常
に
大
き
く
、
当
然
本
稿
の
考
察
は
不
十
分
な

も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
正
確
に
主
題
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
部
分
に
少
な
く
と
も
光
を
う
ま
く
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
宗
教
哲
学
と
い
う
営
み
に
何
ら
か
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
と
期
待
し
た
い
。

今
言
及
し
た
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念
は
デ
リ
ダ
の
﹃
嘘
の
歴
史 

― 

序
説
﹄︵
一
九
九
七
年
︶
を
参
照
し
た
も
の
だ
が
、
残

念
な
が
ら
デ
リ
ダ
自
身
が
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
事
柄
そ
れ
自
体
を
主
題
に
し
て
分
析
を
深
め
て
い
く
こ
と
は
な
く
、「
祈
り
」
の

有
す
る
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
構
造
に
つ
い
て
も
、
今
見
て
き
た
以
上
の
考
察
は
見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
議
論
の
順

序
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
﹃
嘘
の
歴
史
﹄
で
の
デ
リ
ダ
の
議
論
を
簡
単
に
確
認
し
、「
自
己
へ
の
嘘
」
固
有
の
論
点
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
︵
第
一
章
︶。
そ
の
上
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、「
嘘
を
つ
く
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
哲
学
史
上
お
そ
ら
く
最
も
よ
く

言
及
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
カ
ン
ト
「
人
間
愛
か
ら
嘘
を
つ
く
権
利
と
称
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
」︵
一
七
九
七
年
、
以
下
「
嘘

論
文
」
と
略
記
︶
で
あ
る
。「
嘘
論
文
」
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
嘘
が
断
固
拒
絶
さ
れ
る
「
嘘
論
文
」
の
中
で
、「
窮
余
の
嘘
」
と
い
う

も
の
が
例
外
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
窮
余
の
嘘
」
の
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
、「
自
己

へ
の
嘘
」
と
い
う
角
度
か
ら
見
直
す
こ
と
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
本
稿
の
全
体
を
貫
く
見
通



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

五
五

し
で
あ
る
。
こ
の
点
を
論
じ
て
い
く
た
め
に
、﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄︵
第
一
版
一
七
八
一
年
、
第
二
版
一
七
八
七
年
︶「
規
準
論
」
で
検

討
さ
れ
る
「
信
」
概
念
を
﹃
実
践
理
性
批
判
﹄︵
一
七
八
八
年
︶
の
「
要
請
」
概
念
へ
と
接
続
さ
せ
た
上
で
︵
第
二
章
︶、「
信
＝
要
請
」

概
念
に
﹃
判
断
力
批
判
﹄︵
一
七
九
〇
年
︶
で
提
示
さ
れ
る
「
反
省
的
判
断
力
」
の
作
用
を
見
て
取
り
た
い
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、

「
祈
り
＝
信
」
が
持
つ
「
窮
余
の
嘘
＝
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
構
造
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
︵
第
三
章
︶。
カ
ン
ト
が

「
偽
善
者
」
の
も
の
だ
と
断
じ
た
祈
り
一
般
を
︵
第
四
章
︶、
当
の
カ
ン
ト
の
読
み
直
し
を
通
し
て
我
々
平
凡
な
者
た
ち
の
手
に
取
り
戻

す
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
最
終
的
な
目
的
に
な
る
。

一
　
自
己
へ
の
嘘

今
見
た
よ
う
に
、
本
稿
は
デ
リ
ダ
の
議
論
に
完
全
に
乗
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
章
で
は
﹃
嘘
の
歴
史
﹄
で
の
嘘
に
つ
い
て
の
デ
リ
ダ

の
議
論
を
、
本
稿
の
問
い
に
関
わ
る
部
分
に
し
ぼ
っ
て
見
て
い
き
な
が
ら
、
ジ
ャ
ン
＝
ル
イ
・
ク
レ
チ
ア
ン
の
祈
り
論
を
参
照
す
る
こ

と
で
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
事
柄
を
そ
れ
と
し
て
捉
え
て
い
く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
把
握
し
た
い
。

一
―
一
　
嘘
に
お
け
る
行
為
遂
行
性
と
知

﹃
嘘
の
歴
史
﹄
の
中
で
デ
リ
ダ
は
哲
学
史
を
辿
り
な
が
ら
、「
嘘
」
と
は
「
事
実
や
状
態
で
は
な
く
、
意
図
的
な
行
為
で
あ
り
、
嘘
を

つ
く
こ
と
」︵H
M

22
/19

︶
だ
、
と
い
う
理
解
を
取
り
出
す
。「
嘘
」
の
対
義
語
は
「
偽
」
で
は
な
く
「
誠
実
」
だ
と
い
う
見
方
は
、

「
嘘
を
つ
く
」
と
い
う
こ
と
を
行
為
遂
行
性
の
地
平
に
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
ま
た
、
嘘
を
つ
く
行
為
が
意
図
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
は
自
分
の
意
図
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
嘘
は
知
の
地
平
に
も
位
置
し
て
い
る
。
行
為
遂
行
性
の

地
平
と
知
の
地
平
と
が
交
差
す
る
地
点
に
位
置
す
る
「
嘘
」
と
い
う
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
概
念
を
、
デ
リ
ダ
は
「
嘘
の
率
直
な
概
念
」

と
呼
ぶ
︵H

M
25

/23

︶。
そ
の
上
で
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
伝
統
的
な
率
直
な
嘘
概
念
に
対
し
て
、「
現
代
的
な
嘘
」
と
い
う
概
念
を
展
開
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し
て
い
く
。
デ
リ
ダ
の
議
論
を
本
稿
な
り
に
ま
と
め
直
す
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ば
す
べ
て
が
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
に
な
る
現
代
に
お
い
て
は
「
真
実
」
が
あ
り
え
な
い
以
上
、「
嘘
と
い
う
言
葉
と
概
念
は
限
界

に
出
会
う
」︵H

M
91

/84

︶。
そ
う
い
う
状
況
で
は
構
造
的
に
も
は
や
「
真
偽
」
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
出
会
わ
れ
る
「
嘘
」

と
は
い
わ
ば
︿
意
図
的
な
自
己
欺
瞞
﹀
と
い
う
形
に
な
る
。
と
は
い
え
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
自
己
欺
瞞
に
お
い
て
は
「
自
分
は

自
分
の
意
図
に
気
づ
い
て
い
な
い
」
以
上
、
こ
の
︿
意
図
的
な
自
己
欺
瞞
﹀
と
い
う
嘘
は
む
し
ろ
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
概
念
も
ま
た
そ
れ
と
し
て
は
維
持
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念

は
、
こ
れ
も
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
嘘
を
つ
か
れ
る
自
分
が
そ
の
嘘
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
し
た
事
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
自
己
へ
の
嘘
」
の
経
験
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
現
代
的
な
嘘
は
も
は
や
嘘
と
は
呼
べ
な
い

の
か
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
ま
っ
た
く
別
の
経
験
が
別
の
名
前
を
呼
び
求
め
、
ま
っ
た
く
別
の
経
験
が
お
そ
ら
く
別
の
領
域
な
い
し

別
の
構
造
か
ら
出
て
く
る
」︵H

M
96

/88
︶。
デ
リ
ダ
は
、
そ
の
「
別
の
領
域
」
を
「
他
者
へ
の
、
自
己
の
内
の
他
者
へ
の
関
係
、

︹
…
︺
他
な
る
自
己
自
身
、
敵
と
し
て
の
自
己
自
身
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
分
裂
し
た
自
己
性
」︵H

M
96

/88

︶
だ
と
す
る
こ
と
で
、「
自

己
へ
の
嘘
」
を
「
意
識
や
意
図
︹
志
向
︺
的
認
識
の
彼
方
」︵H

M
97

/89

︶
に
お
い
て
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
デ
リ
ダ
の
議
論
は
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
不
可
能
な
概
念
を
、「
来
る
べ
き
︵à-venir

︶
問
題
系
の
場
所
」

︵H
M

97
/89

︶
だ
と
さ
れ
る
「
知
の
彼
方
」︵H

M
104

/94
︶
へ
と
位
置
づ
け
直
す
も
の
だ
と
言
え
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
「
知
の
彼
方
」
と
は
、
時
間
が
経
て
ば
現
在
に
な
る
よ
う
な
予
期
可
能
な
「
将
来
︵future

︶」
と
の
で
は
な
く
、
予
期
不
可
能
な

「
来
た
る
べ
き
未
来
」︵F

L
60

/71

︶
と
の
関
係
と
し
て
の
、「
信
」
の
地
平
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
「
信
」
を
、
人
間
の

「
経
験
の
一
般
的
構
造
」︵F

S31
/44

︶
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
予
期
可
能
な
将
来
と
の
関
係
に
お
い
て
生

起
す
る
も
の
は
、
何
ら
か
す
で
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、「
経
験
」
の
名
に
値
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、「
信
」
こ
そ
が
、
私
た

ち
の
「
経
験
」
を
「
経
験
」
の
名
に
値
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
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五
七

れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
が
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
絶
対
知
＝
真
理
」
に
よ
っ
て
「
率
直
な
嘘
」
が
不
可
能
に
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う

な
全
体
主
義
的
事
態
を
回
避
さ
せ
る
「
抵
抗
へ
の
権
利
と
し
て
の
秘
密
へ
の
権
利
」︵H

M
87

/81

︶
を
、「
現
代
的
な
嘘
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
の
中
に
頼
り
な
い
な
が
ら 

― 

と
い
う
の
も
、「
現
代
的
な
嘘
」
が
歴
史
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
「
知
」
に
よ
っ
て
「
証
明
」

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら 

― 

見
出
し
て
い
く
可
能
性
で
あ
る
。

我
々
に
「
嘘
の
歴
史
」
の
可
能
性
を
残
し
続
け
、「
来
る
べ
き
未
来
」
を
開
き
続
け
て
お
く
こ
と
と
い
う
以
上
の
よ
う
な
デ
リ
ダ
の

考
え
方
そ
れ
自
体
に
異
論
は
な
い
。
本
稿
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念
に
埋
蔵
さ
れ
た
宗
教
哲
学
的
可
能

性
を
、
デ
リ
ダ
の
議
論
が
取
り
こ
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
行
為
遂
行
性
を
強
調
す
る
デ
リ
ダ
は
知
の
中
に
絶
え
ず

差
異
を
穿
つ
の
で
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念
が
固
有
の
も
の
と
し
て
維
持
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、「
自
己

へ
の
嘘
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
デ
リ
ダ
の
議
論
は
こ
れ
以
上
展
開
さ
れ
ず
、「
自
己
へ
の
嘘
」
は
「
嘘
な
い
し
自
己
へ
の
嘘
で
も
な

い
非-

真
理
の
場
」︵H

M
97

/89

︶
か
ら
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、「
無
意
識
」︵H

M
73

/66

︶
や
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

︵H
M

97
/89

︶
と
い
う
概
念
が
示
唆
さ
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
。
も
う
少
し
デ
リ
ダ
の
議
論
を
見
て
お
こ
う
。

確
か
に
、
デ
リ
ダ
の
提
示
し
て
い
る
「
信
」
と
は
、
言
語
行
為
論
が
事
実
確
認
と
区
別
し
た
意
味
で
の
行
為
遂
行
的
な
も
の
で
は
な

く
、
そ
う
し
た
区
別
を
決
定
不
可
能
に
さ
せ
る
「
倒
錯
遂
行
的
︵perverform

atif

︶」︵C
P

148/200

︶
な
行
為
遂
行
性
で
あ
る︵

6
︶

。
そ
れ

は
「
真
理
を
作
る
︵faire la vérité

︶」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
以
上
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
「
暴
力
」
が
含
み
込
ま
れ
て
お
り
、

た
と
え
ば
そ
れ
が
歴
史
修
正
主
義
を
可
能
に
し
さ
え
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
、
デ
リ
ダ
は
当
然
承
知
し
て
い
る
︵H

M
58-59

/53 -

54

︶。
だ
か
ら
、
デ
リ
ダ
は
「
知
」
へ
の
志
向
を
決
し
て
捨
て
去
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
行
為
遂
行
性
が
「
も
っ
と
も
悪

し
き
も
の
」︵F

L
61

/72

︶
と
化
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、「
計
算
不
可
能
な
」
地
平
に
位
置
す
る
行
為
遂
行
的
な
「
信
」
そ
れ
自
体

が
「
計
算
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
」︵F

L
61

/73

︶、
と
さ
え
デ
リ
ダ
は
言
う
。
歴
史
修
正
主
義
に
抵
抗
す
る
た
め
に
は
「
ア
ー
カ
イ
ヴ

と
い
う
疑
い
え
な
い
証
拠
を
示
す
こ
と
を
︹
…
︺
際
限
な
く
開
始
し
直
す
」︵H

M
61

/56

︶
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
倒
錯
︵
行
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為
︶
遂
行
性
は
「
知
」
に
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、「
知
」
を
前
提
と
す
る
「
意
図
的
に
嘘
を
つ

く
」
と
い
う
概
念
は
、「
い
か
に
困
難
で
あ
る
に
せ
よ
」︵H

M
25

/22

︶、
経
験
の
場
で
あ
る
決
定
不
可
能
性
に
抗
っ
て
、
む
し
ろ
必
要

で
さ
え
あ
る︵

7
︶

。「
そ
れ
な
し
に
は
い
か
な
る
倫
理
、
い
か
な
る
権
利
、
い
か
な
る
政
治
も
生
き
残
ら
な
い
だ
ろ
う
」︵H

M
24

/22

︶。

も
ち
ろ
ん
、
行
為
遂
行
性
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
チ
ャ
ン
ス
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
脅
威
を
も
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
も

そ
も
倫
理
も
権
利
も
政
治
も
あ
り
え
な
い
。「
我
々
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
機
械
の
責
任
な
き
展
開
し
か
も
は
や
相
手
に
し
な
い
だ
ろ

う
」︵H

M
81

/75

︶。
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
代
的
な
嘘
を
「
あ
ら
ゆ
る
倒
錯
に
道
を
譲
る
こ
と
な
し
に
」︵H

M
78

/72

︶
考
え
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
デ
リ
ダ
の
自
覚
を
最
大
限
に
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
デ
リ
ダ
の
見
て
い
る
「
知
の
彼
方
」
と
い
う
い
わ
ば
コ
イ
ン
の
裏

側
へ
と
回
り
込
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
歩
み
を
半
歩
後
退
さ
せ
て
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念
に
あ
え
て

立
ち
止
ま
り
、
そ
の
中
に
、
行
為
遂
行
性
と
知
の
地
平
と
が
交
差
し
て
い
る
事
態
を
読
み
取
っ
て
い
く
作
業
が
必
要
な
の
で
は
な
い

か
。
本
稿
が
主
題
に
す
る
「
祈
り
」
は
こ
の
よ
う
な
射
程
を
持
っ
て
い
る︵

8
︶

。

一
―
二
　
祈
り
に
お
け
る
行
為
遂
行
性
と
知

冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
祈
り
」
の
有
す
る
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
構
造
は
、「
希
望
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う

「
知
」
の
現
前
性
を
必
要
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、「
祈
り
の
言
葉
は
言
表
で
あ
る
が
、
真
で
も
偽
で
も
な
い
」
︵
9
︶と

い
う
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
「
祈
り
」
は
「
知
」
と
は
別
の
地
平
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
は
﹃
嘘
の
歴
史
﹄
で
の
デ
リ
ダ
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
読
解
が
問
題
含
み
だ
と
し
て
、

そ
れ
を
批
判
的
に
解
釈
し
直
し
て
い
く
の
だ
が
、
ジ
ェ
イ
が
強
調
す
る
の
は
、
デ
リ
ダ
が
嘘
を
つ
く
こ
と
に
お
け
る
行
為
遂
行
性
に
知

の
地
平
を
交
差
さ
せ
て
捉
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
ジ
ェ
イ
の
よ
う
な
者
も
、「
祈
り
」
に
関
し
て

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
踏
襲
し
、
例
外
的
に
も
っ
ぱ
ら
行
為
遂
行
性
だ
け
が
関
係
し
て
い
る
と
見
て
い
る︵

10
︶

。「
祈
り
」
を
「
自
己
へ
の



「
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と
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て
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り

五
九

嘘
」
と
い
う
あ
る
種
の
「
知
」
の
角
度
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
神
学
的
転
回
の
担
い
手
の
一
人
と
さ
れ
る
ク
レ
チ
ア
ン
で
あ
る
。
ク
レ
チ

ア
ン
は 
「
祈
り
」 

を
主
題
に
し
た
論
考
で
、「
祈
り
」 

を 

「
知
」 

の
地
平
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
要
求
、
懇
願
、
不
平
と
い
っ
た
も
の
は
述
定
的
命
題
︵proposition prédicative

︶
の
よ
う
な
真
理
で
は
あ
り
え
な

い
。
し
か
し
、
祈
り
に
は
常
に
自
分
の
正
し
さ
︵rectitude

︶
の
基
準
が
あ
っ
て
、
そ
の
基
準
が
ま
た
真
理 

― 

命
題
的
な
言
表

︵logos apophantikos
︶
の
真
理
を
含
む 

― 

を
巻
き
込
ん
で
い
る
。
祈
り
は
、
一
つ
の
神
学 

― 

自
覚
的
な
も
の
で
あ
れ
そ
う

で
な
い
も
の
で
あ
れ 
― 
を
含
ま
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
神
学
は
真
か
偽
で
あ
り
え
る
。︵P

B
50-51

︶

こ
こ
で
ク
レ
チ
ア
ン
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
祈
り
に
お
い
て
は
、
要
求
や
懇
願
な
ど
の
行
為
遂
行
性
と
「
正
し
さ
」
と
い
う
知
の

地
平
が
交
差
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
レ
チ
ア
ン
は
、
た
と
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
に
お
け
る
、
会
衆
が
「
主
の
祈
り

︵pater nostre

︶」
を
祈
る
前
に
朗
唱
さ
れ
る
「
私
た
ち
は
あ
え
て
申
し
上
げ
ま
す
︵audem

us dicere

︶」
と
い
う
司
祭
の
先
導
の
言

葉
を
挙
げ
て
い
る
︵P

B
52, n.1

︶。
つ
ま
り
、
そ
の
朗
唱
に
は
、「
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
︵
、
あ
え
て
言
い
ま
す
、
…
︶」

と
い
う
形
で
「
知
」「
確
信
」
の
領
域
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
行
為
遂
行
性
の
領
域
と
交
差
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
本

稿
に
と
っ
て
ク
レ
チ
ア
ン
の
こ
う
し
た
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
二
つ
の
領
域
の
交
差
と
い
う
事
態
は
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念

に
よ
っ
て
「
祈
り
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
そ
の
可
能
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
続
く
ク
レ
チ
ア
ン
の
議
論
が
本
稿
の
手
引
き
と
な
る
。
こ
の
「
正
し
さ
」
と
い
う
概
念
を
「
真
理
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て

い
た
ク
レ
チ
ア
ン
は
「
祈
り
の
正
し
さ
」
と
は
何
か
と
問
い
進
め
、「
祈
り
の
正
し
さ
」
を
「
真
っ
直
ぐ
さ
」
と
の
関
連
で
考
え
よ
う

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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六
〇

こ
の
発
話
行
為
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
確
信
を
持
て
て
は
い
な
い
が
、
自
分
が
実
際
に
︵en vérité

︶
真
理
の
た
め
に
戦
っ
て

真
っ
直
ぐ
に
︵droit

︶
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
唯
一
の
場
所
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
確
信
を
持
っ
て
い
る
。

︵P
B

55

︶

こ
こ
で
ク
レ
チ
ア
ン
は
、「
自
分
は
祈
る
に
値
し
な
い
者
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
自
覚
が
生
起
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
様
を
、︿
自
分
は

0

0

0

「
真
理

0

0

」
を
持

0

0

た
な
い
が

0

0

0

0

、
そ
う
意
識
で
き
る
の
は
そ
こ
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
誠
実
さ

0

0

0

」
が
あ
る
か
ら
だ

0

0

0

0

0

0

﹀
と
い
う
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
知
の
地
平
と
行
為
遂
行
性
の
地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

平
の
交
わ
る
地
点
で

0

0

0

0

0

0

0

0

、
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。「
祈
る
に
値
し
な
い
と
承
知
で
祈
る
」
と
い
う
こ
の
自
覚
は
「
自
己
へ
の
嘘
」
で

あ
り
え
る
は
ず
で
あ
る
。
ク
レ
チ
ア
ン
の
洞
察
は
、「
自
己
へ
の
嘘
と
し
て
の
祈
り
」
を
そ
れ
と
し
て
捉
え
て
い
く
た
め
の
こ
の
重
要

な
観
点
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
手
引
き
と
な
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
ク
レ
チ
ア
ン
は
こ
の
自
覚
か
ら
、「
神
こ
そ
が
我
々
の
内
で
祈
っ
て
い

る
」︵P

B
63

︶
と
い
う
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祈
る
に
値
し
な
い
「
私
」
に
お
い
て
祈
る
の
は
実
は
「
私
」

で
は
な
く
「
私
の
内
の
神
」
だ
と
い
う
仕
方
で
、
ク
レ
チ
ア
ン
も
ま
た
「
知
の
彼
方
」
に
呼
び
出
さ
れ
る
「
他
」
へ
と
「
自
己
へ
の

嘘
」
の
場
所
を
位
置
づ
け
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る︵

11
︶

。
こ
の
論
点
に
は
最
後
に
も
う
一
度
戻
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
信
」
の
問
題

前
章
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、「
自
己
へ
の
嘘
と
し
て
の
祈
り
」
を
そ
れ
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
行
為
遂
行
性
と
知
の
地
平
と

が
交
差
す
る
地
点
に
定
位
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
事
柄
の
可
能

性
を
さ
ら
に
分
析
し
て
い
き
た
い
。「
嘘
」
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
も
の
と
し
て
哲
学
史
上
で
思

い
浮
か
ぶ
も
の
の
一
つ
は
、
カ
ン
ト
の
「
嘘
論
文
」
だ
ろ
う
。
本
稿
も
「
嘘
論
文
」
を
参
照
し
た
い
が
、
そ
こ
か
ら
十
分
な
洞
察
を
引



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

六
一

き
出
す
た
め
に
、
本
章
で
は
少
し
遠
回
り
し
て
、「
信
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
思
索
に
つ
い
て
、﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
第
二
部
第
二
章

「
純
粋
理
性
の
規
準
」
第
三
節
「
臆
見
と
知
と
信
に
つ
い
て
」
を
中
心
に
し
て
、
検
討
し
て
い
き
た
い︵

12
︶

。

二
―
一
　
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』「
規
準
論
」
に
お
け
る
「
信
」

「
規
準
論
」
で
、
カ
ン
ト
は
何
か
を
「
真
と
見
な
す
こ
と
︵F

ürw
ahrhalten

︶」
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
十
分
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

自
分
に
と
っ
て
は
「
確
信
︵Ü

berzeugung

︶」︵B
850

/103

︶︵
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
は
「
確
実
性
︵G

ew
ißheit

︶」

︵B
850

/103

︶︶、
単
に
個
人
的
な
妥
当
性
し
か
な
い
場
合
は
「
思
い
込
み
︵Ü

berredung

︶」︵B
848

/101

︶、
と
い
う
区
別
を
設
け

る
。
さ
ら
に
、「
確
信
」
と
主
観
的
な
妥
当
性
の
関
係
が
三
つ
に
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
十
分
な
「
知

︵W
issen

︶」、
主
観
的
に
は
十
分
だ
が
客
観
的
に
は
不
十
分
だ
と
見
な
す
「
信
︵G

lauben

︶」、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
不
十
分
だ

と
い
う
意
識
を
伴
っ
た
「
臆
見
︵M

einen
︶」、
と
い
う
区
別
で
あ
る
︵B

850
/103

︶。

さ
て
、
道
徳
法
則
の
聴
取
は
「
知
」
だ
と
さ
れ
る
が
︵B

851
/103-104

︶、
の
ち
の
言
い
方
で
は
、
そ
れ
は
そ
こ
に
「
理
性
の
事

実
」
と
い
う
「
必
当
然
的
に
確
実
な
︵apodiktisch gew

iß

︶
事
実
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︵V

47
/190

︶。
そ
し
て
、「
知
」
と
し
て

受
け
取
ら
れ
た
こ
の
道
徳
法
則
は
神
の
命
令
と
し
て
受
け
取
り
直
さ
れ
る
︵B

847
/100

︶。
の
ち
に
明
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
逆
に
言

う
と
、
道
徳
性
に
反
す
る
な
ら
そ
れ
は
神
の
声
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
例
と
し
て
「
諸
学
部
の
争
い
」︵
一
七
九
八

年
︶
の
カ
ン
ト
が
挙
げ
る
の
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
る
イ
サ
ク
奉
献
の
物
語
で
あ
る
︵V

II63
/88 -89

︶。

「
規
準
論
」
の
区
分
で
は
、「
知
」
は
「
確
信
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
信
」
と
「
臆
見
」
は
客
観
的
に
は
不
十
分
な
の
で
「
確
信
」

で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
両
者
と
も
客
観
的
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
「
思
い
込
み
」
で
も
な
い
。
こ
の
区

分
に
基
づ
け
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
確
実
で
は
な
い
も
の
」
に
対
し
て
「
知
」
と
い
う
「
確
信
」
を
有
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
は
「
錯
覚
」
し
て
「
仮
象
」
を
立
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
確
信
」
し
て
い
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
「
真
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と
見
な
す
こ
と
」
は
、
実
の
と
こ
ろ
「
思
い
込
み
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
カ
ン
ト
の
「
信
」
概
念
で
あ
る
。「
信0

」
の
内
に

0

0

0

「
客
観
的

0

0

0

に
不
十
分
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
意
識
が
抱
え
込
ま
れ
て
い
る
な
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の

0

0

「
不
十
分
さ

0

0

0

0

」
に0

「
信0

」
の0

「
主
観
的
な
十
分
さ

0

0

0

0

0

0

0

」
も
巻
き
込

0

0

0

0

ま
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
信
」
は
「
主
観
的
に
も
不
十
分
」
な
も
の
と

な
っ
て
、「
臆
見
」
と
区
別
で
き
な
い
こ
と
に
な
る︵

13
︶

。﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
「
規
準
論
」
の
議
論
の
続
き
を
辿
っ
て
い
こ
う
。
カ
ン
ト

は
「
信
」
を
、「
行
為
」
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
し
直
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
︵B

851
/104

︶。

二
―
二
　「
要
請
」
と
し
て
の
「
信
」

カ
ン
ト
は
、「
そ
も
そ
も
単
に
実
践
的
関
係
に
お
い
て
の
み
、
理
論
的
に
不
十
分
な
︿
真
と
見
な
す
こ
と
﹀
は
信
と
呼
ば
れ
う
る
」

︵B
851

/104

、
傍
線
引
用
者
︶
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
行
為
を
「
実
用
的
」
と
「
実
践
的
」
と
に
区
別
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
理
論
理
性
が
「
抜
け
目
な
さ
︵K

lugheit

︶

の
教
え
」︵B

828
/85

︶
の
も
と
で
自
己
の
幸
福
を
目
指
す
偶
然
的
行
為
は
「
実
用
的
」
な
行
為
で
あ
り
、
他
方
、
実
践
理
性
の
必
然

的
な
道
徳
的
行
為
は
「
実
践
的
」
な
行
為
で
あ
る
。
行
為
に
お
い
て
「
知
」
の
身
分
を
有
し
う
る
の
は
「
実
践
」
で
あ
っ
て
「
実
用
」

で
は
な
い
。
そ
う
カ
ン
ト
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
応
し
て
、
行
為
に
お
け
る
「
信
」
も
「
実
用
的
信
」
と
「
実
践
的
信
」
と
に
区
別
さ
れ
る
。「
実
用
的
信
」︵B

852
/105

︶

に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
例
を
持
ち
出
す
。

医
者
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
病
人
に
何
か
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
病
気
を
知
ら
な
い
。
医
者
は
諸
徴
候
に
着
目
し
、
そ

れ
以
上
に
適
切
な
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
は
肺
病
で
あ
る
、
と
診
断
す
る
。
彼
の
信
は
彼
自
身
の
判
断
に
お
い
て
さ
え
単



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

六
三

に
偶
然
的
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
他
の
医
者
な
ら
ば
た
ぶ
ん
も
っ
と
適
切
な
診
断
を
下
す
か
も
し
れ
な
い
。︵B

852
/104 -105

、
傍

線
引
用
者
︶

他
方
で
、
こ
の
「
実
用
的
信
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
実
践
的
信
」
こ
そ
が
、「
主
観
的
に
は
十
分
だ
が
客
観
的
に
は
不
十
分
」
だ
と

さ
れ
た
「
信
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
実
践
的
信
」
と
は
、
道
徳
法
則
の
聴
取
に
よ
っ
て
最
高
善
の
実
現
を
促
さ
れ
た
主
体
が
、

そ
の
実
践
的
な
「
知
」
を
起
点
に
し
て
「
神
の
存
在
」
と
「
魂
の
不
死
」
を
「
要
請
」︵B

662
/317

︶
す
る
こ
と
で
あ
る
︵vgl. 

B
856ff/107ff

︶。
も
し
︿「
神
の
存
在
」「
魂
の
不
死
」
を
「
真
と
見
な
す
こ
と
」﹀
が
「
信
」
で
は
な
く
「
臆
見
」
で
あ
る
な
ら
、「
神

の
存
在
」「
魂
の
不
死
」
の
「
要
請
」
を
起
動
さ
せ
て
い
る
は
ず
の
実
践
的
「
知
」
に
は
「
主
観
的
十
分
さ
」
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
︵B

856
/108

︶。

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、「
信
」
の
対
象
で
し
か
あ
り
え
な
い
は
ず
の
「
神
の
存
在
」「
魂
の
不
死
」
そ
れ
自
体
が
「
私
に
は
道
徳
的
に
確

実
︵gew

iß

︶」︵B
857

/108

、
傍
線
引
用
者
︶
だ
と
言
う
。
カ
ン
ト
の
こ
の
言
明
が
ど
う
い
う
理
路
を
辿
っ
て
い
る
の
か
を
、
順
を

追
っ
て
見
て
い
こ
う
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
理
性
と
は
条
件
的
な
も
の
か
ら
無
条
件
的
な
も
の
へ
と
推
論
し
て
い
く
能
力
で
あ
り
、
そ
う
い
う
理
性
が
神
の

存
在
や
魂
の
不
死
と
い
っ
た
「
理
念
」
を
論
理
的
に
「
想
定
」
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
は
必
然
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
虚

焦
点
︵focus im
aginarius

︶」︵B
672

/327

︶
と
し
て
「
思
考
」
に
お
い
て
必
然
的
だ
と
い
う
だ
け
の
単
な
る
「
仮
説
」︵V

126
/305

︶

で
あ
り
、
神
や
不
死
の
実
在
性
に
関
し
て
我
々
は
ま
っ
た
く
認
識
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
理
念
」
は
理
論
的
に
は
必
然
的
な
も
の

だ
が
、「
最
も
理
性
的
な
臆
見
」︵V

142
/328

︶
で
あ
り
、
そ
の
内
容
︵
神
の
存
在
・
魂
の
不
死
︶
は
空
虚
だ
か
ら
、
あ
く
ま
で
「
か

の
よ
う
に
︵als ob

︶」
と
し
か
言
え
な
い
。「
理
念
」
の
「
統
制
的
原
理
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
理
性
に
よ
る
「
要
請
」
に
お
い
て
は
、
確
か
に
理
論
的
見
地
で
は
概
念
の
内
容
は
空
虚
な
ま
ま
だ
が
、
し
か
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し
実
在
す
る
こ
と
は
確
実
だ
、
と
さ
れ
る
︵V

11
/135

︶。「
私
に
は
道
徳
的
に
確
実
」
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
、「
要
請
」
は
「
仮
説
」
で
は
な
い
の
で
「
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

」
と
い
う
契
機
を
持
た
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
で
あ
る
︵vgl. V

135
/319

︶。

そ
し
て
、
こ
の
「
要
請
」
が
「
信
︵
理
性
信
仰
︶」
と
呼
ば
れ
る
︵V

126
/305

︶。
そ
れ
ゆ
え
、︿「
理
論
的
に
は
空
虚
だ
が
実
践
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
実
在
的

0

0

0

0

」
と
い
う

0

0

0

「
真
と
み
な
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

」﹀
が0

「
信0

」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
規
準
論
」
の
「
信
」
に
関
し
て
前
節
で
立
て
た

「
客
観
的
不
十
分
さ
に
主
観
的
十
分
さ
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、「
信
と
は
実
践
的
信
で

あ
っ
て
理
論
的
に
は
空
虚
だ
が
、
実
践
的
に
は
実
在
的
で
あ
る
」、
と
い
う
回
答
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
「
規
準
論
」
の

内
部
で
、「
信
」
が
「
主
観
的
に
は
十
分
だ
が
客
観
的
に
は
不
十
分
」
な
も
の
と
し
て
整
合
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
、
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

二
―
三
　「
信
」
と
「
自
己
へ
の
嘘
」

し
か
し
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
「
理
論
的
に
は
空
虚
だ
が
実
践
的
に
は
実
在
的
」
だ
と
い
う
こ
の
論
理
そ
れ
自
体
が
問
題
を
抱
え
込

む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、「
理
論
的
に
空
虚
」
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
「
理
論
的
空
虚
」
さ
に
「
実
践

的
実
在
性
」
が
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
に
再
び
「
臆
見
」
が
忍
び
込
ん
で
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
ほ

と
ん
ど
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
に
な
る︵

14
︶

。
と
は
い
え
、
先
の
地
点
か
ら
少
し
進
ん
で
は
い
る
。「
実
践
的
信
」
が
本
来
の

「
信
」
な
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
「
信
」
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
「
実
用
的
信
」
と
は
い
か
な
る
「
信
」
な
の
か
、

と
い
う
問
い
が
浮
上
す
る
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
、
あ
の
医
者
に
よ
る
肺
病
だ
と
い
う
診
断
に
は
必
然
性
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
実
用
的
信
」
に
は
、「
他
者
を
助
け
る

べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
命
法
が
必
然
的
な
道
徳
法
則
と
し
て
響
い
て
い
た
痕
跡
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
実
用
的

信0

」
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
「
信
」
と
呼
ぶ
必
要
は
な
く
、
単
に
「
臆
見
」
と
見
な
せ
ば
事
足
り
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る︵

15
︶

。
だ
か
ら
、「
実



「
自
己
へ
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り

六
五

用
的
信
」
が
「
信
」
で
あ
る
限
り
で
は
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
「
主
観
的
な
十
分
さ
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
よ
り
正

確
に
は
、
そ
こ
に
あ
る
は
ず
な
の
は
、「
客
観
的
な
不
十
分
さ
に
巻
き
込
ま
れ
た
主
観
的
な
十
分
さ
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が

治
療
に
踏
み
出
し
た
の
は
、
彼
に
お
い
て
、「
一
刻
も
早
く
患
者
を
助
け
る
た
め
に
肺
病
だ
と
診
断
せ
よ
」
と
い
う
命
法
が
一
息
に
生

0

0

0

0

起
し
て
い
た

0

0

0

0

0

か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
実
用
」
と
「
実
践
」
と
が
区
別
さ
れ
な
い
ま

ま
、
彼
は
行
為
に
踏
み
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か︵

16
︶

。

も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
医
者
に
お
い
て
は
、
偶
然
的
な
も
の
が
偶
然
的
だ
と
意
識
さ
れ
な
が
ら
も
必
然
的
だ
と
受
け
取
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
偶
然
的
な
も
の
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
と
い
う
「
思
い
込
み
」
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見

え
る
が
、
し
か
し
こ
の
医
者
の
判
断
に
は
「
偶
然
的
だ
と
い
う
自
覚
」
が
あ
る
以
上
、「
思
い
込
み
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ

う
な
判
断
＝
行
為
と
は
、
正
確
に
言
っ
て
、
偶
然
的
だ
と
知
っ
た
上
で
自
分
に
嘘
を
つ
い
て
そ
れ
を
必
然
的
だ
と
見
な
す
ア
ポ
リ
ア
的

「
自
己
へ
の
嘘
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、「
主
観
的
に
は
十
分
だ
が
客
観
的
に
は
不
十
分
」
な
い
し
「
理
論

的
に
は
空
虚
だ
が
実
践
的
に
は
実
在
的
」
だ
と
い
う
「
信
」
概
念
が
事
柄
と
し
て
本
来
意
味
し
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
ア
ブ

ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
奉
献
の
例
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
解
釈
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
い
。

二
―
四
　
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
「
信
」

「
規
準
論
」
の
枠
内
で
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
思
い
込
み
」
を
し
て
い
る
だ
け
に
な
る
の
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
は
「
信
」
の
場
所
が
残

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
は
カ
ン
ト
哲
学
の
内
部
に
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
あ
の
命
令
を
道
徳
法
則
と
し
て
聴
取
し
た
可
能
性

が
わ
ず
か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
る
。﹃
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
﹄︵
第
一
版
一
七
九
三
年
、
第
二
版
一
七
九
四
年
、
以
下
﹃
宗

教
論
﹄
と
略
記
︶
の
あ
る
記
述
に
は
、「
諸
学
部
の
争
い
」
に
は
な
か
っ
た
興
味
深
い
「
例
外
」
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
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宗
教
信
仰
の
ゆ
え
に
ひ
と
り
の
人
間
の
命
を
奪
う
の
が
不
正
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
︵gew

iß

︶。
少
な
く
と
も 

︵
極
端
な

場
合
を
認
め
て
︶
異
常
な
仕
方
で
知
ら
れ
た
神
の
意
志
が
別
の
指
示
を
与
え
た
と
い
っ
た
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
確
実
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
か
つ
て
神
が
こ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
意
志
を
表
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
記
録
を
拠
り
所
と
し
て
お

り
、
決
し
て
必
当
然
的
に
確
実
な
の
で
は
な
い
。︵V

I186-187
/251

、
傍
線
引
用
者
︶

傍
線
部
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
確
か
に
一
瞬
だ
け
で
し
か
な
い
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
哲
学
の
内
部
に
、
こ
の
よ
う
な
︿
極
端
な
例
外

の
可
能
性
﹀
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
最
大
化
し
て
み
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
イ
サ
ク
奉
献
を
論
じ
た
﹃
お
そ
れ
と
お
の
の
き
﹄
を
読
解
す
る
デ
リ
ダ
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
普
遍
的
で
必
然
的

な
道
徳
法
則
と
し
て
の
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
が
神
に
従
う
こ
と
な
の
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
に
聞
こ

え
て
き
た
声
が
は
っ
き
り
と
神
の
声
と
し
て
現
前
し
て
い
る
よ
う
な
神
人
同
形
的
な
神
だ
、
と
批
判
す
る
︵D

M
91

/132

︶。
こ
の
考

え
方
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、︿
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
聴
取
し
た
も
の
が
神
の
声
で
な
い
こ
と
は

0

0

0

0

0

「
確
実

0

0

」
だ0

﹀
と
カ
ン
ト
が
強
調
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
逆
に
、︿
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
聴
取
し
た
声
が
神
の
声
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
可
能
性
﹀ 

を
カ
ン
ト
自
身
が
強
調
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
哲
学
の
内
部
に
お
け
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
こ
の
よ
う
な
表
象
の
さ
れ
方
が
示
し
て
い
る
の
は
、「
確
信
／
思
い
込
み
」
や
「
知

／
信
／
臆
見
」
と
い
う
あ
の
境
界
線
の
無
効
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
思
い
込
み
」
を
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
限
り
で
、
逆
説
的
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
は
「
確
信
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
表
象
は
、「
思
い
込
み
」
と
「
確
信
」
と
が
同
時
に
生
起
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
思

い
込
み
」
の
中
へ
と
「
確
信
」
の
持
つ
「
知
」
が
越
境
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
そ
の
こ
と

は
、
自
分
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
識
と
し
て
現
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
「
臆
見
」
の
自
覚
が
あ
る
。
ア
ブ



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

六
七

ラ
ハ
ム
の
二
日
間
の
沈
黙
は
「
臆
見
」
ゆ
え
の
逡
巡
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
「
臆
見
」
の
自

覚
は
「
確
信
」
に
運
ば
れ
て
、「
知
」
と
し
て
現
れ
て
も
い
る
。
だ
か
ら
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
あ
の
声
を
道
徳
法
則
と
し
て
聴
取
し
て
い

た
可
能
性
は
ど
こ
ま
で
も
残
る
。「
確
信
」
が
「
思
い
込
み
」
に
ほ
と
ん
ど
浸
食
さ
れ
る
場
合
も
当
然
あ
る
だ
ろ
う
が
、
最
後
の
最
後

で
「
確
信
」
に
翻
る
構
造
が
あ
る
の
で
、
カ
ン
ト
が
断
じ
た
よ
う
に
は
「
思
い
込
み
」
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
こ
こ

に
は
、
臆
見
だ
と
自
覚
し
つ
つ
、
自
分
に
嘘
を
つ
い
て
そ
れ
を
「
知
」
と
見
な
す
と
い
う
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
構
造
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
行
為
が
「
信
」
と
い
う
姿
で
カ
ン
ト
哲
学
内
に
浮
か
び
上
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。

三
　
窮
余
の
嘘
と
反
省
的
判
断
力

前
章
で
は
、
主
に
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
カ
ン
ト
を
参
照
す
る
こ
と
で
、「
自
己
へ
の
嘘
」
が
「
信
」
の
姿
で
現
れ
る
様
子
を
見
て

き
た
。
そ
れ
で
は
、
カ
ン
ト
「
嘘
論
文
」
を
見
て
い
こ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
本
章
が
注
目
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
一
瞬
だ
け

漏
ら
す
「
例
外
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
窮
余
の
嘘
」
で
あ
る
。「
窮
余
の
嘘
」
に
お
い
て
何
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
考

察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
「
自
己
へ
の
嘘
」
＝
「
信
」
の
い
わ
ば
可
能
性
の
条
件
を
カ
ン
ト
哲
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本

章
の
目
的
で
あ
る
。

三
―
一
　
ア
ー
レ
ン
ト
と
嘘

少
し
迂
回
す
る
が
、
デ
リ
ダ
同
様
、
嘘
を
つ
く
行
為
と
い
う
も
の
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
方
を
見
る
こ
と

か
ら
始
め
た
い
。
ま
ず
は
、
最
も
重
要
な
論
稿
、「
真
理
と
政
治
」︵
一
九
六
七
年
︶
の
中
の
印
象
深
い
文
章
で
あ
る
。

嘘
つ
き
が
行
動
︵action

︶
の
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
真
理
の
語
り
手
は
、
彼
の
語
る
の
が
理
性
の
真
理
で
あ
れ
事
実
の
真
理
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で
あ
れ
、
断
じ
て
行
動
の
人
で
は
な
い
︹
…
︺。
彼
︹
嘘
つ
き
︺
は
常
に
、
い
わ
ば
す
で
に
政
治
の
舞
台
の
真
ん
中
に
い
る
と
い

う
大
き
な
利
点
を
持
つ
。
彼
は
本
性
上
行
為
者
＝
俳
優
︵actor

︶
で
あ
る
。
彼
が
現
実
と
食
い
違
う
こ
と
を
言
う
の
は
、
物
事

が
現
実
に
そ
う
で
あ
る
の
と
は
別
様
に
な
る
の
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
世
界
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
、
我
々
の

行
動
の
能
力
つ
ま
り
現
実
を
変
え
る
能
力
と
、
土
砂
降
り
の
時
で
も
「
太
陽
が
照
っ
て
い
る
」
と
我
々
が
言
う
の
を
可
能
に
す
る

我
々
自
身
の
神
秘
的
な
力
と
の
間
の
打
ち
消
し
が
た
い
親
和
性
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。︵T

P
250

/340-341

︶

嘘
を
つ
く
と
い
う
行
為
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
極
め
て
積
極
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
積
極
的
な
も
の
と
し

て
の
嘘
を
つ
く
行
為
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
未
来
へ
と
そ
の
行
為
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、
歴
史
修
正
主
義
が
見

て
い
る
よ
う
な
過
去
や
過
去
の
結
果
と
し
て
の
現
在
で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
︵T

P
258

/352

︶、
と
も
か

く
、
こ
の
「
政
治
」
と
い
う
舞
台
に
お
け
る
「
嘘
」
を
論
じ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
る
の
が
、
カ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
「
嘘
」
を
断
固
認
め
な
い
立
場
を
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
す
ぐ
後
で
見

る
が
、「
嘘
論
文
」
の
カ
ン
ト
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
友
人
の
命
を
守
る
た
め
に
殺
人
者
に
対
し
て
嘘
を
つ
く
こ
と
で
さ

え
も
不
正
だ
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
嘘
」
を
断
じ
て
許
容
し
よ
う
と
し
な
い
カ
ン
ト
の
考
え
方
は
、「
嘘
」
に
積
極
的
な
意
味
を
見

出
し
て
い
く
方
向
性
と
は
逆
を
向
い
て
い
る
。
実
際
、
デ
リ
ダ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
嘘
論
文
」
へ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
及
は

「
真
理
と
政
治
」
に
は
な
い
︵H

M
42

/38

︶。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
の
知
る
限
り
、「
嘘
論
文
」
へ
の
言
及
は
、
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
に

関
す
る
講
義
︵
一
九
七
〇
年
︶
や
カ
ン
ト
に
つ
い
て
の
集
中
的
な
読
み
の
見
ら
れ
る
﹃
思
索
日
記
﹄
の
よ
う
な
ノ
ー
ト
類
に
も
見
出
さ

れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
連
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
嘘
を
批
判
的
に
論
じ
た
「
政
治
に
お
け
る
嘘
」︵
一
九
七
一
年
︶

の
よ
う
な
論
稿
に
も
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
言
及
の
不
在
が
物
語
っ
て
い
る
の
は
、「
政
治
」
に
お
け
る
「
嘘
」
を
論
じ
る
に
は

﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
な
ど
の
道
徳
哲
学
の
カ
ン
ト
は
使
え
な
い
、
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
洞
察
で
あ
る
と
思
わ
れ
る︵

17
︶

。
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嘘
」
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り

六
九

ア
ー
レ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
で
は
な
く
、「
美
」
に
普
遍
性
を
認
め
る
「
反
省
的
判
断
力
」
と
い
う
、

﹃
判
断
力
批
判
﹄
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
︵ex. T

P
241ff/327

以
下
︶。
こ
の
概
念
を
、
カ
ン
ト
が
「
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
立

場
に
自
分
を
置
き
換
え
る
」︵V

294
/181

︶
能
力
と
し
て
「
共
通
感
覚
」︵V

293
/180

︶
と
も
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
ア
ー
レ

ン
ト
は
、
そ
こ
に
、「
事
柄
を
自
ら
自
身
の
視
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
人
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
見

る
能
力
」︵C

C
221

/299

︶
と
し
て
の
、「
世
界
と
環
境
を
変
え
る
こ
と
」︵T

P
251

/342

︶
を
指
揮
す
る
「
政
治
的
判
断
」
の
力
を
見

て
取
る︵

18
︶

。「
嘘
つ
き
」
に
「
行
動
の
人
」
と
い
う
積
極
的
身
分
が
与
え
ら
れ
た
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
路
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

三
―
二
　
カ
ン
ト
と
窮
余
の
嘘

で
は
次
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
等
閑
視
し
た
「
嘘
論
文
」
を
確
認
し
よ
う
。
よ
く
読
む
と
、
実
は
微
妙
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

な
る
ほ
ど
私
は
、
私
を
不
当
に
言
表
へ
と
強
要
す
る
者
に
対
し
て
は
、
た
と
え
虚
偽
の
言
表
を
行
っ
て
も
、
不
正
を
す
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
は
い
え
し
か
し
、
私
は
︵
法
律
家
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
に
し
て
も
︶
嘘
と
呼
ば
れ
う
る
そ
の

よ
う
な
虚
偽
の
言
表
に
よ
っ
て
、
本
質
的
な
点
で
義
務
一
般
に
対
し
て
不
正
を
行
う
こ
と
に
な
る
。︵V

III426
/254-255

、
傍
線

引
用
者
︶

確
か
に
、
カ
ン
ト
の
強
調
点
が
、「
嘘
を
つ
く
こ
と
」
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
「
人
間
性
一
般
に
対
す
る
不
正
」︵V

III 

426
/255

︶
で
あ
り
、「
真
実
性
の
義
務
は
︹
…
︺
ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
無
条
件
的
な
義
務
」︵V

II429
/258

︶
だ
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
の
前
半
の
、「
私
を
不
当
に
言
表
へ
と
強
要
す
る
者
に
対
し
て
は
、
た
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と
え
虚
偽
の
言
表
を
行
っ
て
も
、
不
正
を
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
」
の
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
、
直
後
の
「
と
は
い
え
し
か

し
︵so doch

︶」
と
い
う
表
現
を
ど
う
取
る
か
で
、︿「
窮
余
の
嘘
︵N

otlüge

︶」
で
あ
れ
ば
「
不
正
」
で
は
な
い
﹀
と
い
う
「
例
外
」

も
ま
た
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
実
際
、
カ
ン
ト
は
「
嘘
論
文
」
以
前
の
講
義
で
は
こ
う
も
話
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
私
が
金
銭
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
時
点
で
分
か
っ
て
い
る
誰
か
あ
る
人
が
、「
い
っ
た
い
君
に
は
金
の
持
ち

合
わ
せ
が
あ
る
か
い
」
と
私
に
尋
ね
る
。

― 

私
が
黙
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
そ
の
他
人
は
私
が
金
を
持
っ
て
い
る
と
推
し

量
る
。
私
が
「
あ
あ
」
と
言
う
な
ら
、
そ
の
他
人
は
私
か
ら
金
を
取
り
上
げ
る
。
私
が
「
い
い
や
」
と
言
う
な
ら
、
私
は
嘘
を
つ

く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
私
は
ど
う
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
が
自
白
す
る
よ
う
に
私
に
向
け
て
行
使
さ
れ
た
暴
力
に
よ
っ
て

強
制
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
私
の
発
言
が
不
正
に
使
用
さ
れ
、
そ
し
て
私
が
沈
黙
に
よ
っ
て
自
分
を
救
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

限
り
、
嘘
は
ひ
と
つ
の
抵
抗
で
あ
る
。
強
要
さ
れ
た
言
明
が
悪
用
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
自
衛
を
私
に
許
容
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

他
人
が
巧
み
に
私
か
ら
私
の
自
白
を
手
に
入
れ
よ
う
と
私
の
金
銭
を
手
に
入
れ
よ
う
と
同
じ
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ

け
で
、
窮
余
の
嘘
が
成
立
す
べ
き
状
況
は
、
言
明
が
強
要
さ
れ
て
、
私
の
方
で
は
そ
の
他
人
が
そ
れ
を
不
正
に
使
用
す
る
つ
も
り

だ
と
確
信
し
て
も
い
る
場
合
を
除
い
て
は
存
在
し
な
い
。︵X

X
V

II448
/254

、
傍
線
引
用
者
︶

こ
の
引
用
で
も
、
カ
ン
ト
は
︿
例
外
を
除
い
て
窮
余
の
嘘
は
許
さ
れ
な
い
﹀
と
強
調
し
て
い
る
が
、「
嘘
論
文
」
と
違
っ
て
、
こ
こ

で
は
ま
さ
に
「
例
外
」
を
カ
ン
ト
は
明
確
に
認
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
講
義
は
一
七
七
〇
年
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
「
コ

リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
」
だ
が
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
は
批
判
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
講
義
に
も
見
出
せ
る︵

19
︶

。

で
は
、
カ
ン
ト
哲
学
内
で
こ
の
「
窮
余
の
嘘
」
が
可
能
に
な
る
場
合︵

20
︶

、
そ
の
行
為
は
一
体
何
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。
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三
―
三
　
ア
ー
レ
ン
ト
の
嘘
論
の
問
題
点

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
未
来
を
変
え
る
た
め
の
行
動
を
指
揮
す
る
と
捉
え
た
「
反
省
的
判
断
力
」
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
引
い
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
嘘
に
関
す
る

文
章
は
、
本
稿
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
嘘
つ
き
」
と
「
真
理
の

語
り
手
」
と
を
峻
別
し
、「
真
偽
」
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら
行
為
遂
行
性
と
い
う
角
度 

― 

ア
ー
レ
ン
ト
自
身
は
そ
う
い
う
問
題
の
立
て

方
を
し
て
は
い
な
い
が 
― 

か
ら
嘘
を
論
じ
て
い
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
は
政
治
的
領
域
と
い
う
行
為
遂
行
的
領
域
は
自
律
し
た

も
の
と
し
て
「
知
」
の
領
域
と
は
区
別
さ
れ
る
の
み
で
︵T

P
263-264

/360

︶、
こ
の
二
つ
の
領
域
の
交
差
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
政
治
の
領
域
は
人
間
が
意
の
ま
ま
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
︹
＝
真
理
︺
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

て
い
る
」︵T

P
263-264

/360

︶
と
言
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
、「
政
治
と
真
理
が
交
差
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
事
柄
で

あ
る
。
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
が
世
界
を
覆
い
尽
く
し
た
時
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
「
政
治
」
の
「
外
部
＝
真
理
」
へ
の
通

路
を
確
保
で
き
ず
、
す
べ
て
自
己
欺
瞞
的
だ
と
い
う
「
以
前
の
時
代
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
完
璧
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
く
な

る
可
能
性
」︵T

P
255

/347

︶
の
到
来
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
と
い
っ
て
、「
政
治
」
の
「
内
部
」
に
「
真
理
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
ま
た
、
全
体
主
義
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う︵

21
︶

。

本
稿
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
真
理
」
は
危
険
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
し
ま
う
可
能
性
を
デ
リ
ダ
は
危
惧
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
全
体
主
義
を
呼
び
込
ま
な
い
よ
う
な
「
真
理
」
の
ひ
と
す
じ
の
光
を
、「
政
治
」
の
「
内
部
」
に
ど
う
や
っ
て
見
出
せ
る
か
が
問

題
に
な
る
。
ど
こ
か
に
批
評
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
―
四
　「
自
己
自
律
」

「
反
省
的
判
断
力
」
に
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
引
き
出
し
切
れ
て
い
な
い
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
判
断
力
」
と
は
「
特
殊
的
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
る
能
力
」

︵V
179

/26
︶
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
力
と
し
て
の
「
判
断
力
」
に
は
、「
規
定
的
判
断
力
」
と
「
反
省
的
判
断
力
」
の
二
つ
が
あ

る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、「
反
省
的
判
断
力
」
を
「
自
己
自
律
︵H
eautonom

ie

︶」︵V
185

/35

︶
と
い
う
奇
妙
な
概
念
で
規
定
す
る
。

こ
の
概
念
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
が
強
調
す
る
の
は
、
偶
然
的
な
も
の
を
必
然
的
だ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
確
信

0

0

」︵V
238

/103

︶
す
る
作
用

0

0

0

0

で
あ
る
。
つ
ま

り
、「
確
信
」
と
い
う
「
知
」
の
地
平
に
属
す
判
断
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

カ
ン
ト
は
「
自
己
自
律
」
の
こ
の
作
用
の
こ
と
を
、「
固
有
の
立
法
を
︹
…
︺
含
ま
な
い
」︵V

177
/23

︶
と
し
つ
つ
、
し
か
し
「
超

越
論
的
原
理
︹
＝
合
目
的
性
︺
を
自
分
自
身
だ
け
に
み
ず
か
ら
法
則
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」︵V

180
/27

︶
と
い
う
錯
綜
し

た
仕
方
で
表
現
し
て
い
る
。
錯
綜
す
る
の
は
以
下
の
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、「
規
定
的
判
断
力
」
と
は
、「
普
遍
的
な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
特
殊
的
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
に

包
摂
す
る
判
断
力
」︵V

179
/26

︶
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
道
徳
法
則
に
従
っ
て
自
分
の
行
為
が
道
徳
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
確
か
に
そ
の
道
徳
法
則
は
「
自
己
立
法
」
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
に
は
「
自
律
」
的
契

機
が
あ
る
が
、「
規
定
的
判
断
力
」
自
体
が
立
法
す
る
の
で
は
な
い
の
で
、「
規
定
的
判
断
力
は
自
律
で
は
な
い
」︵V

385
/45

︶
と
さ

れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
こ
の
行
為
者
に
と
っ
て
道
徳
法
則
は
他
律
的
に
い
わ
ば
聳
え
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
で
は
道
徳

法
則
と
自
己
愛
の
法
則
の
間
の
闘
争
︵z. B

. V
35

/172

︶
は
原
理
的
に
あ
り
え
な
い
。「
わ
が
上
な
る
星
し
げ
き
空
と
わ
が
内
な
る
道

徳
法
則
」︵V

161
/354

︶
と
い
う
あ
の
言
い
回
し
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
「
闘
争
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
は
、「
特
殊
的
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、︹
…
︺
そ
の
特
殊
的
な
も
の
の
た

め
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
」
場
合
の
、「
反
省
的
判
断
力
」︵V

179
/26

︶
に
お
い
て
で
あ
る
。
自
己
立
法
と
い
う
仕
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方
で
合
目
的
性
を
自
ら
に
与
え
る
「
反
省
的
判
断
力
」
が
手
に
し
て
い
る
の
は
、「
特
殊
的
」
で
「
偶
然
的
」
な
現
象
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
を
主
観
的
に
の
み
「
必
然
的
」
だ
と
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
己
自
律
」
と
い
う
言
葉
が
表
現

す
る
の
は
、
い
わ
ば
暗
闇
の
中
完
全
に
手
探
り
の
状
態
で
自
己
立
法
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る︵

22
︶

。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、︿
腸

チ
フ
ス
に
つ
い
て
の
医
学
的
知
識
を
有
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
そ
の
事
例
を
診
た
こ
と
が
な
い
医
者
﹀
の
例
を
挙
げ
て
、
そ
の
医
者
が

下
す
腸
チ
フ
ス
と
い
う
診
断
に
「
反
省
的
判
断
力
の
一
例
」
を
見
て
取
る︵

23
︶

。
カ
ン
ト
の
あ
の
医
者
が
下
し
た
肺
病
だ
と
い
う
診
断
＝

「
信
」
を
支
え
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
反
省
的
判
断
力
の
「
自
己
自
律
」
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る︵

24
︶

。

も
は
や
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
、「
自
己
自
律
」
に
お
い
て
は
知
の
地
平
は
行
為
遂
行
性
の
地
平
と
交
差
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
「
臆
見
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
る
以
上
、「
政
治
」
と
い
う
行
為
遂
行
の
内
部
に
あ
っ
て
、
全
体
主
義
を
呼
び
込
ま
な
い
よ

う
な
一
片
の
批
評
性
を
「
自
己
自
律
」
は
持
ち
う
る
だ
ろ
う
。「
反
省
的
判
断
力
」
に
お
い
て
は
知
と
行
為
遂
行
性
の
地
平
が
交
差
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
こ
に
行
為
遂
行
的
な
契
機
だ
け
を
見
て
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る︵

25
︶

。

い
ま
や
、「
窮
余
の
嘘
」
を
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
可
能
に
さ
せ
る
も
の
、
そ
れ
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
窮
余
の
嘘
」
が
示

し
て
い
る
の
は
、「
例
外
」
の
あ
り
え
な
い
道
徳
法
則
に
「
例
外
」
を
葛
藤
し
つ
つ
認
め
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
法
則
の
「
普
遍
性
」

自
体
は
一
切
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
い
つ
ま
で
も
聳
え
立
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
矛
盾
し
た
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
さ

せ
る
の
は
、
偶
然
を
必
然
だ
と
判
断
す
る
手
続
き
を
司
る
「
自
己
自
律
」
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
「
窮
余
の

嘘
」
は
相
手
を
騙
す
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
に
対
し
て
も
嘘
を
つ
い
て
そ
の
嘘
を
つ
く
行
為
に
道
徳
的
必
然
性
を
認
め
る
、
と
い
う

「
自
己
へ
の
嘘
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
の
医
者
の
「
信
」
の
行
為
も
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
「
信
」
の
行
為
も
、
知
と
行
為
遂

行
性
の
地
平
と
が
交
差
す
る
地
点
で
、「
反
省
的
判
断
力
」
の
「
自
己
自
律
」
と
い
う
作
用
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
窮
余
の
嘘
」
だ
と

い
う
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う︵

26
︶

。
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四
　「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

前
章
で
は
、「
窮
余
の
嘘
」
が
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
「
信
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
。
本
稿
第
二
章
と
第
三
章
で
の
考
察
に

よ
っ
て
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
た
と
思
う
。
そ
こ
で
最
後
に
、「
祈
り
」
と
い

う
行
為
に
視
点
を
戻
し
た
い
。
今
度
も
や
は
り
カ
ン
ト
が
手
が
か
り
に
な
る
。「
自
己
へ
の
嘘
と
し
て
の
祈
り
」
に
つ
い
て
カ
ン
ト
哲

学
は
ど
う
い
う
知
見
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

四
―
一
　
不
信
仰
な
私
の
信
仰
に
よ
る
祈
り
と
偽
善
者

一
章
で
見
た
よ
う
に
、「
祈
り
」
の
行
為
遂
行
性
に
「
知
」︵
な
い
し
「
確
信
」︶
の
領
域
が
交
差
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
ク
レ

チ
ア
ン
は
、︿
自
分
は
「
真
理
」
を
持
た
な
い
が
、
そ
う
意
識
で
き
る
の
は
そ
こ
に
「
率
直
さ
」
が
あ
る
か
ら
だ
﹀
と
い
う
点
を
捉
え

て
、「
自
分
は
祈
る
に
値
し
な
い
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
」
を
「
祈
り
の
本
質
」
と
し
て
取
り
出
し
て
い
た
。
こ
の
祈
り
の
範
例
と
し

て
ク
レ
チ
ア
ン
が
挙
げ
る
の
が
、「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
の
中
の
、「
私
は
信
じ
ま
す
。
私
の
不
信
仰
を
助
け
て
く
だ
さ
い

︵π
ιστεύω

, βοήθει μου τῇ ἀπ
ιστίᾳ

︶」︵
九
章
二
四
節
︶
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︵P

B
42

︶。

こ
の
祈
り
の
表
現
に
は
様
々
な
解
釈
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ク
レ
チ
ア
ン
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
神
が
私
の
内
で
す
で
に
祈
っ
て

い
る
、
と
い
う
よ
う
な
事
態
を
こ
こ
に
読
み
取
っ
て
い
る
︵P

B
63

︶。
こ
の
捉
え
方
が
、「
わ
が
内
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
」︵「
ガ
ラ
テ

ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
二
章
二
〇
節
︶
と
い
う
形
象
で
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
最
深
部
を
貫
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
い
ま
注

目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
「
論
理
」
が
、「
不
信
仰
な
私
が
信
じ
る
」
と
い
う
事
柄
の
矛
盾
を
解
消
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
信
仰
」
の
主
体
が
「
私
」
で
は
な
く
「
私
の
内
で
祈
る
神
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
不
信
仰
」

と
「
信
仰
」
と
が
、「
私
」
に
お
い
て
論
理
的
に
整
合
性
を
持
つ
仕
方
で
両
立
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
逆
に
言
う
な
ら
、「
わ
が



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

七
五

内
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
」
を
導
入
し
な
い
と
、「
不
信
仰
」
と
「
信
仰
」
と
は
「
私
」
に
お
い
て
矛
盾
し
た
ま
ま
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
不
信
仰
な
私
の
信
仰
」
に
よ
る
、「
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
の
「
祈
り
」
の
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
で
は
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
事
態
を
示
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
ず
で
あ
る
。

実
に
興
味
深
い
こ
と
に
、﹃
宗
教
論
﹄
の
カ
ン
ト
は
、「
私
は
信
じ
ま
す
。
私
の
不
信
仰
を
助
け
て
く
だ
さ
い
︵Ich glaube, lieber 

H
err, hilf m

einem
 U

nglauben!

︶」
と
い
う
マ
ル
コ
福
音
書
の
こ
の
同
じ
言
葉
に
注
目
し
、
こ
の
言
葉
を
「
善
意
志
」
と
見
な
す

︵V
I190

/255

︶。
周
知
の
よ
う
に
、「
善
意
志
」
と
は
、﹃
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄︵
一
七
八
五
年
︶
第
一
章
冒
頭
で
、「
世
界

中
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
世
界
の
外
で
さ
え
も
、
無
制
限
に
善
い
と
見
な
さ
れ
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

は
善
意
志
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」︵IV

393
/13

︶
と
い
う
非
常
に
印
象
的
な
仕
方
で
示
さ
れ
た
、
カ
ン
ト
倫

理
学
の
端
緒
に
位
置
す
る
重
要
概
念
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
善
意
志
」
と
い
う
概
念
へ
の
言
及
は
﹃
宗
教
論
﹄
で
は
こ
の
箇
所
だ

け
、
し
か
も
本
編
最
後
の
第
四
編
の
付
録
︵
一
般
的
注
解
︶
に
入
る
直
前
の
本
論
末
尾
で
の
引
用
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
が
マ
ル
コ
福

音
書
の
こ
の
言
葉
を
い
か
に
重
視
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。

制
限
を
許
容
せ
ぬ
こ
の
よ
う
な
信
仰
宣
言
︹
※
引
用
者
註
：
た
と
え
ば
制
度
的
教
会
に
お
け
る
信
仰
箇
条
︺
に
固
執
し
、
僭
越
に

も
そ
う
誓
言
す
る
こ
と
が
義
務
で
あ
り
礼
拝
で
さ
え
あ
る
と
言
い
張
り
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
自
由
を
、
道
徳
的
で
あ

る
も
の
一
切
に
︵
宗
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
も
︶
あ
く
ま
で
必
要
と
さ
れ
る
自
由
を
、
全
面
的
に
打
倒
し
て
し
ま
い
、「
主

よ
、
私
は
信
じ
ま
す
、
私
の
不
信
仰
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
善
意
志
に
ま
っ
た
く
場
所
を
容
認
し
な
い
こ
と
は
、
良
心
的

で
あ
る
こ
と
と
、
ど
う
辻
褄
が
あ
う
の
か
。︵V

I190
/255

︶

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
道
徳
法
則
の
聴
取
は
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
っ
て
、「
一
つ
の
実
践
的
認
識
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ひ
と
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え
に
理
性
に
基
づ
い
て
い
て
、
歴
史
の
教
え
を
必
要
と
は
し
な
い
の
に
、
誰
に
で
も
、
こ
の
う
え
な
く
愚
直
な
人
に
で
も
、
ま
る
で
人

間
の
心
情
に
文
字
で
銘
記
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
明
々
白
々
な
の
で
あ
る
」︵V

I181
/244

︶
か
ら
、
カ
ン
ト
の
論
理
構
成
に
お
い

て
は
、
自
己
に
呼
び
か
け
る
道
徳
法
則
に
つ
い
て
「
思
い
込
み
」
を
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
「
知
」
が
何
ら

か
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、「
自
己
欺
瞞
」
は
原
理
上
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
で
引
い
た
カ
ン
ト
の
問
い
か
け
に
対
し
て
想
定
さ
れ

る
カ
ン
ト
の
回
答
は
、︿
辻
褄
は
あ
わ
な
い
。
も
し
自
由
を
全
面
的
に
打
倒
す
る
な
ら
善
意
志
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
悪
意
志
」

と
い
う
も
の
は
原
理
的
に
あ
り
え
な
い
︵V

I35
/47

︶。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
道
徳
的
で
あ
り
え
続
け
る
﹀
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
引
用
内
で
言
わ
れ
て
い
た
「
固
執
」「
言
い
張
り
」
と
い
う
よ
う
な
「
真
と
み
な
す
こ
と
」
は
、
カ
ン
ト
哲
学
上
で
は
「
思
い
込

み
」
で
は
な
く
「
臆
見
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
こ
こ
に
見
て
い
る
の
は
「
自
己
欺
瞞
」
で
は
な
く
「
偽
善
者
︵H

euchler

︶」
の
態
度
で
あ
る︵

27
︶

。
こ
の
言
葉
に
付
け
ら
れ

た
註
で
は
、
マ
ル
コ
福
音
書
の
こ
の
言
葉
は
「
率
直
さ
︵A

ufrichtigkeit

︶」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
の

が
、
ま
さ
に
「
偽
善
者
」
と
い
う
概
念
な
の
で
あ
る
︵V

I190
/256

︶。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
何
か
が
無
制
約
的
に
信
頼
し

て
誓
言
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
自
分
で
は
意
識
し
て
い
る
の
に
、
神
の
前
で
さ
え
そ
れ
が
確
実
︵gew

iß

︶
だ
と
言
い

張
る
」︵V

I188-189
/253

、
傍
線
引
用
者
︶
と
い
う
態
度
が
、「
偽
善
者
」︵V

I189
/253

︶
の
態
度
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
そ
う
い
う
偽
善
的
態
度
に
由
来
す
る
「
宗
教
」
は
「
魔
術
︵Zaubern

︶」「
呪
物
崇
拝
︵Fetischm

achen

︶」︵V
I177

/ 

238

︶
と
い
う
「
祭
祀
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
悪
人
で
も
な
し
う
る
」︵V

I115-116
/154

︶
と
見
な
す︵

28
︶

。
他
方
、「
真
の
啓
蒙
」
に

お
い
て
そ
れ
ら
と
区
別
さ
れ
た
道
徳
法
則
の
遵
守
︵
＝
率
直
さ
︶
こ
そ
が
「
真
の
宗
教
」︵V

I104
/138

︶
だ
、
と
さ
れ
る
。

四
―
二
　
偽
善
と
し
て
の
祈
り

で
は
、「
祈
り
」
は
「
真
の
宗
教
」
に
位
置
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
う
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
行



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

七
七

為
と
し
て
の
祈
り
は
「
呪
物
崇
拝
」、
そ
し
て
「
偽
善
」
と
い
う
規
定
を
受
け
る
。

祈
る
こ
と
︵B

eten

︶
は
内
的
で
儀
式
的
な
礼
拝
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
恩
寵
の
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
、
迷
信
的
妄
想
︵
呪

物
崇
拝
︶
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
あ
る
存
在
者
へ
の
言
明
さ
れ
た
祈
願
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
者
の
方
で
は
、
祈
願
者
の

内
的
心
術
の
言
明
な
ど
必
要
と
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
は
何
も
な
さ
れ
ず
、
神
の
命
令
と
し
て
私
た
ち
に
課

せ
ら
れ
て
い
る
義
務
は
ひ
と
つ
も
実
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
実
際
に
は
神
へ
の
勤
め
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。︹
…
︺
行
為
が
あ
た
か
も
神
へ
の
勤
め
と
し
て
な
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
な
す
と
い
う
心
術
こ
そ
が
祈
り
の
霊

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
絶
え
ず
」
私
た
ち
の
う
ち
に
生
じ
う
る
し
、
生
じ
る
べ
き
で
も
あ
る
︵V

I194 -195
/262

︶

確
か
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
マ
ル
コ
福
音
書
の
あ
の
言
葉
は
善
意
志
と
等
置
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
実
践
的
「
知
」

を
起
点
に
し
た
「
信
」
と
し
て
の
「
祈
り
」
の
本
質
が
、
ク
レ
チ
ア
ン
と
同
じ
「
不
信
仰
に
よ
る
信
仰
」
に
見
て
取
ら
れ
て
い
る
、
と

考
え
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
自
身
は
、
本
質
上
善
意
志
で
あ
る
と
い
う
点
を
極
度
に
強
調
す
る
こ

と
で
、
祈
り
を
実
践
的
知
へ
と
回
収
し
、
祈
り
の
「
文
字
」
は
「
つ
い
に
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
」︵V

I197
/263

︶

だ
と
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
祈
る
行
為
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
呪
物
崇
拝
」
に
他
な
ら
な
い
、
そ
う
カ

ン
ト
は
断
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

乞
う
者
が
信
仰
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、︹
祈
り
が
︺
聞
き
届
け
ら
れ
る
の
を
乞
う
に
は
及
ば
な
い
し
︹
※
引
用
者
註
：「
祈
り
の
文

字
は
不
要
」
と
い
う
こ
と
︺、
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
な
ら
、
聞
き
届
け
ら
れ
る
の
を
乞
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。︵V

II10
/16

︶
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「
信
仰
が
あ
れ
ば
祈
り
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
こ
の
カ
ン
ト
の
言
葉
か
ら
逆
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、「
信
仰
な
し
に
祈
る
」

と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
「
信
仰
な
し
に
祈
る
」
と
い
う
こ
と
が
、「
嘘
だ
と
承
知
で
確
実
だ
と
言
い
張
る
」
と
い
う
「
偽
善
」
の

領
域
を
開
く
。
か
く
し
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、「
祈
り
に
は
偽
善
が
あ
る
」
︵
29
︶と

い
う
こ
と
に
な
る
。

四
―
三
　
偽
善
者
の
祈
り

そ
の
カ
ン
ト
を
手
掛
か
り
に
し
て
本
稿
が
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
「
偽
善
者
の
祈
り
」
で
あ
る
。
ど
う

し
て
「
偽
善
者
の
祈
り
」
な
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
「
祈
り

0

0

」
と
は

0

0

「
自
己
へ
の
嘘

0

0

0

0

0

」
で
あ
る

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方

を
我
々
に
示
し
て
み
せ
た
デ
リ
ダ
は
、
し
か
し
少
な
く
と
も
﹃
嘘
の
歴
史
﹄
に
お
い
て
は
、「
自
己
へ
の
嘘
」
そ
れ
自
体
の
ア
ポ
リ
ア

の
場
所
を
「
知
の
彼
方
」
に
位
置
づ
け
直
し
て
、
む
し
ろ
論
理
的
な
整
合
性
を
取
る
方
向
性
へ
と
向
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

方
向
性
は
、「
わ
が
内
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
自
己
へ
の
嘘
」
の
祈
り
を
捉
え
る
ク
レ
チ
ア
ン
に
お
い
て
も
、
共

有
さ
れ
て
い
た
。

確
か
に
、「
自
己
へ
の
嘘
」
は
、「
真
理
」
の
現
前
性
を
批
判
す
る
デ
リ
ダ
の
言
う
よ
う
に
、「
知
の
彼
方
」
と
い
う
あ
る
種
の
「
非

知
」
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
臆
見
」
だ
と
自
覚
し
つ
つ
、
自
分
に
嘘
を
つ
い
て
そ
れ
を
「
知
」
と
見
な
す
、
そ
う
い
う
「
自
己

へ
の
嘘
」
と
い
う
「
信
＝
要
請
」
概
念
に
は
、
カ
ン
ト
の
用
語
で
言
え
ば
、「
仮
象
」
を
「
知
」
の
対
象
だ
と
「
錯
覚
」
す
る
構
造
が

そ
の
ま
ま
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
実
践
理
性
の
優
位
」
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、「︹
錯
覚
す
る
︺
理
性
は
あ
た
か
も
理

性
を
失
う
か
の
よ
う
で
あ
る
」
︵
30
︶と

記
す
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
要
請
」
と
し
て
の
「
信
」
の
中
で
実
践
理
性
が
理
論
理
性

に
突
き
つ
け
た
「
あ
る
否
定
」
を
見
て
取
っ
て
い
る︵

31
︶

。「
信
＝
要
請
」
は
「
非
知
」
の
領
域
を
自
ら
の
う
ち
に
抱
え
込
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
が
し
た
よ
う
に
こ
の
領
域
を
「
自
己
の
内
な
る
他
者
と
の
関
係
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
し︵

32
︶

、
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こ
の
領
域
を
「
わ
が
内
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
」
に
信
仰
の
最
深
部
を
見
る
伝
統
へ
と
合
流
さ
せ
て
い
く
ク
レ
チ
ア
ン
的
な
方
向
性
を
取

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う︵

33
︶

。
こ
の
線
上
の
一
つ
に
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
宗
教
を
「
道
徳
の
補
助
的
機
関
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な

く
、「
自
己
の
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
宗
教
的
意
識
」
そ
れ
自
体
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
書
い
た
西
田
幾
多
郎︵

34
︶

や
、
そ
の
影
響
の
も

と
、「
真
に
宗
教
の
問
題
を
体
験
的
に
自
覚
す
る
と
い
う
立
場
」
に
立
た
な
い
カ
ン
ト
が
提
示
す
る
、「
要
請
」
概
念
を
起
点
に
し
た
思

索
は
「
矛
盾
あ
る
い
は
破
綻
」
し
て
い
る
と
批
判
し
た
武
藤
一
雄︵

35
︶

ら
の
思
索
が
続
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
真
に
宗
教
の
問
題

0

0

0

0

0

0

0

を
体
験
的
に
自
覚

0

0

0

0

0

0

0

」
で
き
な
い

0

0

0

0

「
我
々
凡
庸
で
平
俗
な
人
間
達

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
︵
36
︶の0

「
祈
り

0

0

」
が0

、
こ
の
よ
う
な
思
索
の
道
筋
か
ら
置
き
去
り
に
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て0

、「
偽0

」
な
る
も
の
と
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
ろ
う︵

37
︶

。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
知
の
彼
方
」
へ
と
向
か
う
デ
リ
ダ
は
、「
私
は
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
真
実
を
語

る
わ
け
で
は
な
い
。
私
の
証
言
は
欠
落
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
私
は
咎
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
あ
な
た
が
た
に
嘘
を
つ
く
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
」︵H

M
31

/27 -28

︶
と
述
べ
る
。
確
か
に
、「
嘘
の
歴
史
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
「
証
明
」
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
そ
の
当
の
「
嘘
の
歴
史
」
を
知
へ
と
回
収
し
て
し
ま
い
、
そ
の
瞬
間
に
「
嘘
の
歴
史
」
は
端
的
に
不
可
能
な
も
の
に
な

る
。
こ
の
意
味
で
、﹃
嘘
の
歴
史
﹄
は
、
そ
の
副
題
が
示
す
通
り
「
序
説
」
に
と
ど
ま
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
は

事
実
と
し
て

0

0

0

0

0

「
知
の
巨
人

0

0

0

0

」
で
あ

0

0

る0︵
38
︶

。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
知
の
巨
人
＝
デ
リ
ダ
」
が
、
い
く
ら
自
分
の
「
語
り
」
は
「
騙
り
」
だ

と
主
張
し
て
知
を
宙
づ
り
に
し
て
お
こ
う
と
し
て
も
、
む
し
ろ
逆
に
そ
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
デ
リ
ダ
の
よ
う
な
知
を
持
た
な
い
多
く

の
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
「
騙
り
」
は
も
は
や
批
判
＝
知
的
吟
味
を
受
け
つ
け
な
い
い
わ
ば
象
牙
の
塔
と
し
て
実
体
化
さ
れ
て
し
ま

わ
な
い
だ
ろ
う
か
。「
知
の
彼
方
」
を
語
︵
騙
︶
ろ
う
と
す
る
デ
リ
ダ
は
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
行
為
遂
行
的
に
自
ら
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
知0

」

を
語
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か︵

39
︶

。

そ
こ
で
、
本
稿
が
注
目
し
た
の
が
む
し
ろ
西
田
や
武
藤
に
批
判
さ
れ
た
カ
ン
ト
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
「
信
」
概
念
と
「
反
省
的
判
断

力
」 

と
い
う
考
え
方
に
は
、
行
為
遂
行
性
と
知
の
地
平
が
交
差
す
る
局
面
で
「
自
己
へ
の
嘘
」
の
ア
ポ
リ
ア
を
そ
の
ま
ま
捉
え
さ
せ
る
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ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
示
せ
た
と
思
う
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
自
身
は
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
関
し
て
は
沈
黙

0

0

し
て
い
た

0

0

0

0

。
カ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
道
徳
的
実
践
を
語
っ
た
の
で
あ
り
、
祈
り
一
般
は
非
啓
蒙
的
な
行
為
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

人
間
は
、
一
切
が
己
に
か
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ふ
る
ま
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
こ
の
制
約
下
で
の

み
、
い
っ
そ
う
高
次
の
知
恵
︹
＝
神
︺
も
人
間
の
善
意
の
努
力
に
完
成
を
授
け
て
く
れ
よ
う
と
、
希
望
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

︵V
I 101

/133

︶

も
し
事
情
が
こ
の
よ
う
だ
と
す
る
と
、
道
徳
的
実
践
を
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
者
た
ち
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
よ
う
な
希
望
は
も
は
や
残
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
な
い

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う︵

40
︶

。
た
と
え
ば
余
命
三
个
月
の
人
に
「
長
生
き
し
て
や
」
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
カ
ン
ト
的
観
点
で
は

「
偽
善
者
の
祈
り
」
で
し
か
な
い
。

だ
か
ら

0

0

0

、「
偽
善
者
の
祈
り

0

0

0

0

0

0

」
を
取
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
こ
の
奪
還
の
理
論
的
可
能
性
を
支
え
る
の
は
カ
ン
ト

哲
学
自
身
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
祈
り
と
は
、
前
々
節
で
引
用
し
た
言
葉
を
使
え
ば
、
要
す
る
に
、「
何
か
が
無
制
約
的
に
信

頼
し
て
誓
言
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
自
分
で
は
意
識
し
て
い
る
の
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
神
の
前
で
さ
え
そ
れ
が
確
実
だ
と
言
い
張
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」

行
為
で
あ
る
。「
嘘
だ
と
承
知
で
確
実
だ
と
言
い
張
る
」
と
い
う
こ
の
偽
善
的
行
為
は
、
本
稿
が
捉
え
直
し
て
き
た
カ
ン
ト
哲
学
自
身

に
お
い
て
こ
そ
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
現
れ
え
た
の
で
あ
る︵

41
︶

。

結
び
に
か
え
て

本
稿
の
議
論
は
す
ぐ
前
で
辿
っ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
無
駄
な
繰
り
返
し
は
避
け
た
い
。
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
ン
ト
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八
一

哲
学
自
身
に
よ
っ
て
本
稿
が
捉
え
直
し
た
「
偽
善
者
の
祈
り
」
＝
「
自
己
へ
の
嘘
と
し
て
の
祈
り
」
を
思
考
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所

を
、
カ
ン
ト
と
と
も
に
確
認
し
た
い
。

「
反
省
的
判
断
力
」
が
「
要
請
＝
信
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、「
窮
余
の
嘘
」
を
つ
く
こ
と 

― 

我
々
の
日
常
に
溢
れ
る
さ
さ
い
な
嘘

は
、
念
入
り
に
準
備
さ
れ
た
嘘
で
あ
る
よ
り
も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
「
窮
余
の
嘘
」
で
あ
る
方
が
む
し
ろ
圧
倒
的
に
多
い
だ
ろ
う︵

42
︶―

が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
突
き
動
か
し
た
原
理
と
同
じ
原
理
に
依
拠
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の

と
っ
た
行
為
の
原
理
は
、
何
ら
特
権
的
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
実
の
と
こ
ろ
、
よ
く
あ
る
経
験
を
可
能
に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
我
々

に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、「
信
」
の
そ
の
共
有
の
さ
れ
方
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
行

為
遂
行
性
と
知
の
地
平
と
が
交
差
す
る
場
所
が
い
わ
ば
︿
普
通
の
経
験
﹀
の
場
所
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
場
所
だ
と
考
え

た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。「
批
判
」
だ
け
で
は
狭
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
手
引
き
に
な
る
の
は
、﹃
判
断
力
批
判
﹄「
第
一
序
論
」
の
註
で

の
以
下
の
言
葉
で
あ
る
。

実
際
人
間
は
、
自
分
が
な
に
か
あ
る
も
の
を
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
確
信

し
な
が
ら
︵überzeugt

︶、
し
か
も
そ
れ
を
大
い
に
生
き
生
き
と
、
ま
た
絶
え
間
な
く
欲
求
す
る
こ
と
︵begehren

︶
が
あ
り
う

る
。︹
…
︺
道
徳
に
と
っ
て
重
要
な
項
目
は
、
し
ば
し
ば
小
説
に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
超
人
間
的
な
完
全
性
や
狂
信
的
な
浄
福
と

い
う
、
小
説
に
類
似
し
た
神
秘
的
表
象
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
こ
う
し
た
空
虚
で
空
想
的
な
欲
求
を
厳
し
く
戒
め
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。︹
…
︺
人
間
学
に
と
っ
て
も
次
の
課
題
は
、
重
要
で
は
な
い
と
は
言
え
な
い
研
究
課
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
っ
た
い

な
ぜ
自
然
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
空
虚
な
願
望
と
憧
憬
と
い
う
︵
こ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
人
間
生
活
の
う
ち
で
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
︶、
こ
う
し
た
不
毛
な
力
の
消
費
に
対
す
る
素
質
を
植
え
つ
け
て
お
い
た
の
か
。︵X

X
230-231

/234

、
傍
線
引
用

者
︶
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三
点
着
目
し
た
い
。
ま
ず
、︿
不
可
能
だ
と
確
信
し
な
が
ら
そ
れ
を
欲
求
す
る
こ
と
﹀
と
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
具
体
例
と

し
て
、
こ
の
「
第
一
序
論
」
に
対
応
す
る
﹃
判
断
力
批
判
﹄
序
論
で
は
「
見
通
し
う
る
限
り
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
禍
悪
︵Ü

bel

︶

を
避
け
よ
う
と
願
う
祈
り
」︵V

178
/25

︶
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
。
第
二
に
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
「
批
判
」
だ
け
で
は
な
く
「
人
間

学
」
を
も
持
ち
出
し
て
い
る
点
。
こ
の
「
人
間
学
」
と
は
「
実
用
的

0

0

0

見
地
に
お
け
る
人
間
学
︵A

nthropologie in pragm
atischer 

H
insicht

︶」
の
こ
と
で
あ
る︵

43
︶

。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
念
頭
に
は
「
実
用
的
行
為
」
の
原
理
で
あ
る
「
抜
け
目
な
さ
」
が
あ
る
は

ず
で
あ
る︵

44
︶

。
第
三
は
、
そ
の
「
人
間
学
」
を
も
念
頭
に
入
れ
た
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、「
臆
見
」︵
あ
る
い
は
、

厳
密
な
規
定
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
は
「
仮
象
」
一
般
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
︶
だ
と
い
う
点
で
あ
る︵

45
︶

。

以
上
の
三
点
が
重
要
な
の
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
欲
求
能
力
︵B

egehrungsvorm
ögen

︶」
は
、「
上
級
能
力
」
と
し
て
は
理
性

を
意
味
し
う
る
の
だ
か
ら
、︿
不
可
能
だ
と
確
信
し
な
が
ら
そ
れ
を
欲
求
す
る
こ
と
＝
「
祈
り
」﹀
を
、
本
稿
が
描
き
出
そ
う
と
し
て
き

た
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
受
け
取
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
人
間
学
」
と
い

う
広
大
な
地
平
に
こ
の
「
自
己
へ
の
嘘
」
を
位
置
づ
け
直
す
こ
と
も
十
分
あ
り
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の

「
信
」
は
「
思
い
込
み
＝
盲
信
」
か
ら
は
「
実
用
的

0

0

0

」
意
味
で
程
遠
く

0

0

0

0

0

0

、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
実
は
抜
け
目
な
く
計
算
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

可
能
性
さ

え
見
え
て
く
る
。
デ
リ
ダ
は
こ
う
言
う
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
と
っ
て
息
子
の
命
が
自
分
の
命
よ
り
も
貴
重
だ
っ
た
こ
と
は
、
か
な
り
の
根
拠
を
も
っ
て
言
え
る
と
思
う
が
、
結

局
こ
の
息
子
の
命
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
勝
利
す
る
。
彼
は
勝
利
す
る
と
い
う
危
険
を
冒
す
。
よ

り
正
確
に
言
え
ば
、
勝
利
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
応
答
や
報
奨
、
彼
に
返
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
、
彼
に
戻
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の

を
何
も
期
待
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︹
…
︺、
こ
の
絶
対
的
な
断
念
の
瞬
間
、
そ
の
同
じ
瞬
間
に
、
犠
牲
に
し
よ
う
と
す
で
に
決

心
し
て
い
た
も
の
そ
れ
自
体
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
か
ら
返
し
て
も
ら
う
。
返
し
て
も
ら
え
た
の
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
計
算
し
な
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か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
う
ま
く
や
っ
た
な
」、
至
高
の
こ
の
上
位
の
計
算
を
脱
神
話
化
す
る
者
な
ら
、
そ
う
言
う
だ
ろ
う
。
こ
の

計
算
と
は
も
は
や
計
算
し
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。︵D

M
132-133

/197

、
傍
線
引
用
者
︶

ア
ブ
ラ
ハ
ム
で
さ
え
も
こ
の
よ
う
な
「
計
算
」
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
か
ら
逃
れ
て
は
い
な
い︵

46
︶

。
む
し
ろ
そ
れ
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、「
信
」
に
お
い
て
は
、
道
徳
法
則
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
区
別
で
き
な
い
仕
方
で
「
実
用
的
」
な
「
抜
け
目
な
さ

︵
自
己
愛
︶」
も
ま
た
行
為
を
駆
り
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、「
理
性
の
事
実
」
と
し

て
道
徳
法
則
を
聴
取
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
愛
か
ら
ど
う
し
て
も
別
の
格
率
を
採
用
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
根
元
悪
」
概

念
︵V

I32
/43

︶
を
カ
ン
ト
が
導
入
す
る
の
は
、
こ
の
局
面
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
我
々
は
「
悪
へ
の
本
性
的
性
向
」︵V

I32
/43

︶
を
持

つ
以
上
、
我
々
の
行
為
は
す
べ
て
「
実
用
的
行
為
」
と
い
う
性
質
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る︵

47
︶

。
あ
の
医
者
も
ま
た
、
確
か
に

「
助
け
る
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
命
法
を
道
徳
法
則
と
し
て
聴
取
し
た
は
ず
だ
が
、
単
に
道
徳
法
則
の
聴
取
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
、

そ
れ
は
「
知
」
で
あ
っ
て
診
断
に
迷
う
こ
と
と
は
水
準
が
違
う
の
で
、
そ
も
そ
も
祈
る
必
要
は
出
て
こ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
計
算
」

︵「
実
用
」︶
だ
け
な
ら
そ
れ
は
「
臆
見
」
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
っ
て
祈
り
に
は
な
ら
な
い
。「
端
的
に
希
望
な
し
」
で
終
わ
っ
て
し
ま

わ
ず
、
か
と
い
っ
て
抜
け
目
な
い
計
算
で
済
ま
す
こ
と
も
で
き
ず
に
、「
希
望
な
し
に
祈
る
」
＝
「
臆
見
だ
と
承
知
で
知
と
し
て
確
信

す
る
」
こ
と
へ
と
向
か
い
う
る
の
は
、
道
徳
法
則
の
聴
取
と
計
算
が
同
時
に
生
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、「
希
望

な
き
祈
り
」
は
こ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
回
路
に
絡
み
取
ら
れ
る
こ
と
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
も
言
え
る
。「
定
言
命
法
」
に
「
残
忍
」

の
臭
い
を
嗅
ぎ
つ
け
た
ニ
ー
チ
ェ︵

48
︶

が
、
カ
ン
ト
の
こ
と
を
「
偽
善
者
︹
ペ
テ
ン
師
︺︵Tartüfferie

︶」
︵
49
︶だ

と
強
烈
に
批
判
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
カ
ン
ト
本
人
は
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
偽
善
者

0

0

0

」
と
し
て
振
る
舞
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

い
た

0

0

よ
う
に
も
思
え
る︵

50
︶

。

ゾ
シ
マ
長
老
の
よ
う
に
「
肝
心
な
の
は
お
の
れ
に
嘘
を
つ
か
ぬ
こ
と
で
す
」
︵
51
︶と

言
い
切
れ
る
境
地
に
立
て
な
い
我
々
を
カ
ン
ト
が
偽
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善
者
だ
と
批
判
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
我
々
か
ら
は
神
へ
の
「
希
望
」
は
奪
い
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
偽
善
者
カ
ン
ト
は
そ
う
す

る
こ
と
で
、
我
々
偽
善
者
に
も
「
希
望
な
き
祈
り
」
を
そ
っ
と
残
し
た
の
で
あ
る︵

52
︶

。

註

 

︵
1
︶　
本
稿
は
、
日
本
宗
教
学
会
第
八
一
回
学
術
大
会
︵
愛
知
学
院
大
学
︵
オ
ン
ラ
イ
ン
︶
二
〇
二
二
年
九
月
一
一
日
︶
パ
ネ
ル
「
虚
実
性
の
宗
教
哲

学 

― 

宗
教
概
念
の
死
後
の
生
」︵
代
表
者
：
根
無
一
行
︶
で
の
発
表
「
カ
ン
ト
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
に
お
け
る
︿G

lauben

﹀
と
︿pragm

atisch

﹀」
を
、

大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
龍
谷
大
学
国
際
社
会
文
化
研
究
所
の
助
成
︵
共
同
研
究
「
宗
教
概
念
批
判
以
降
の
宗
教
研
究
に
基
づ

く
人
間
性
の
探
究
」︵
研
究
代
表
者
：
古
莊
匡
義
︶︶
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
日
本
宗
教
研
究
諸
学
会
連
合
研
究
奨
励
賞
の
共
同
研
究
︵
研
究
代
表
者
：
下

田
和
宣
︶「
宗
教
概
念
批
判
を
経
由
し
た
宗
教
哲
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

︵
2
︶　
カ
ン
ト
︵Im

m
anuel K

ant

︶
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
・
参
照
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
を
用
い
、
そ
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
︵
た
だ
し
慣
例
に
な

ら
っ
て
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
第
一
版
は
「
A
」、
第
二
版
は
「
B
」︶
に
よ
っ
て
、
ま
た
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ
て
本
文
中
に
記
す
。
訳
は
岩
波
全

集
版
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
変
更
し
た
部
分
も
あ
る
が
、
精
密
な
訳
業
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。「
／
」
の
後
は
邦
訳
の
頁
数
で
あ
る
。
ま
た
他
の

引
用
・
参
照
に
関
し
て
も
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
で
き
る
だ
け
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
対
応
す
る
頁
数
を
同
様
に
併
記
し
た
が
、
訳
し
直
し
た
と
こ
ろ
も
あ

る
。
デ
リ
ダ
︵Jacques D

errida

︶
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。C

: « C
irconfession », in G

eoffrey B
ennington et Jacques 

D
errida, Jacques D

errida ; C
P: L

a carte postale: de Socrate à Freud et au-delà ; D
M

: D
onner la m

ort ; E
F: John D

. C
aputo, K

evin H
art, and 

Y
vonne Sherw

ood, “É
poche and Faith: A

n Interview
 w

ith Jacques D
errida ”, in Sherw

ood and H
art (ed.), D

errida and R
eligion: O

ther 

Testam
ents ; F

L
: Force de loi ; F

S: Foi et savoir : L
es deux sources de la « religions » aux lim

ites de la sim
ple raison ; G

: D
e la gram

m
atologie ; 

H
M

: H
istoire du m

ensonge: P
rolégom

ènes ; P: Passions ; SP: « L
e siècle et le pardon ». 

ク
レ
チ
ア
ン
︵Jean-L

ouis C
hrétien

︶
の
テ
キ
ス
ト
に

関
し
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。P

B
: « L

a parole blessée : P
hénom

énologie de la prière ». 

ア
ー
レ
ン
ト
︵H

annah A
rendt

︶
の
テ
キ
ス
ト
に
関

し
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。C

C
: “ T

he C
risis in C

ulture: Its social and its political significance ”, in B
etw

een past and future: E
ight 

exercises in political thought ; D
II: D

enktagebuch, 1950 bis 1973, U
rsula L

udz und Ingeborg N
ordm

ann (hrsg.), B
d.2 ; T

P: “Truth and 

Politics”, in B
etw

een past and future. 

以
上
の
文
献
の
書
誌
情
報
の
詳
細
は
註
の
末
尾
に
挙
げ
て
あ
る
。
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︵
3
︶　E

x. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, G
allim

ard, 1943, p. 95. 

邦
訳
﹃
存
在
と
無
﹄︵
上
︶
松
波
信
三
郎
訳
、
一
九
九
九
年
、
一
三
一
頁
。

 
︵
4
︶　
確
か
に
、「
自
己
欺
瞞
」
も
ま
た
自
分
の
意
図
を
「
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
」
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ー
マ
を
「
自
己
欺
瞞
」
と
し
て
掲
げ
る
﹃
存
在
と
無
﹄

第
一
部
第
二
章
で
、
サ
ル
ト
ル
は
「
気
づ
い
て
い
な
い
」
と
い
う
事
態
を
「
通
じ
て
い
な
い
︵ne pas au fait de

︶」︵ibid., p. 94. 

邦
訳
一
三
〇
頁
︶
と
も

表
現
し
て
お
り
、
注
意
し
て
読
む
と
、
サ
ル
ト
ル
は
自
己
欺
瞞
に
お
い
て
自
分
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
を
「
意
識
し
て
い
る
」
と
さ
え
言
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︵ibid., p. 107. 

邦
訳
一
四
九
頁
︶。
欺
こ
う
と
す
る
自
分
の
意
図
を
自
分
が
ま
っ
た
く
知
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
希
望
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
自
己
欺

瞞
」
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︵ibid., p. 90. 

邦
訳
一
二
四
頁
︶。
た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
そ
れ
を
自
己
欺
瞞
と
区
別
し
て
「
希
望
的
観
測

︹
願
望
的
思
考
︺︵w

ishful thinking

︶」
と
呼
ん
で
い
る
︵D

onald D
avidson, “D

eception and D
ivision”, in P

roblem
s of R

ationality, O
xford 

U
niversity P

ress, 2004, p. 207

︶。
サ
ル
ト
ル
は
、
自
己
欺
瞞
を
「
自
分
の
意
図
に
気
づ
い
て
い
な
い
︵
意
図
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
︶」

と
い
う
認
識
の
態
度
と
し
て
巧
み
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
、「
説
得
的
で
な
い
明
証
」︵Sartre, L’être et le néant, op. cit., p. 

109. 

邦
訳
一
五
二
頁
︶
と
も
言
わ
れ
る
自
己
欺
瞞
の
そ
の
よ
う
な
認
識
の
あ
り
方
を
可
能
に
す
る
の
は
、「
反
省
さ
れ
な
い
ま
ま
に
あ
っ
た
意
識
状
態
」
で

あ
る
「
非
措
定
的
︵non-thétique

︶」
な
自
己
意
識
︵ibid., pp. 19-20. 

邦
訳
二
六
頁
︶
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
に
基
づ
い
た
自
己
欺

瞞
に
は
「
眠
り
に
落
ち
る
よ
う
に
陥
る
」︵ibid., p. 109. 

邦
訳
一
五
二
頁
︶
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
自
己
欺
瞞
は

「
知
」
の
水
準
に
位
置
す
る
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
自
己
へ
の
嘘
」
は
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り

0

0

0

0

と
知
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
が
「
自
己
欺
瞞
」
と
「
自
己
へ
の
嘘
」
の
分
水
嶺
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
ル
ト
ル
自
身
に
は
こ
の
区
別
は
見
ら

れ
な
い
。
サ
ル
ト
ル
と
し
て
は
、
自
己
が
自
己
を
欺
く
と
い
う
自
己
欺
瞞
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
構
造
を
解
明
す
る
作
業
を
通
し
て
、
人
間
の
意
識
の
構
造

を
、「
そ
の
最
も
直
接
的
な
存
在
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
反
省
以
前
的
な
コ
ギ
ト
の
内
部
構
造
に
お
い
て
そ
れ
の
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ら
ぬ
」︵ibid., p. 108. 

邦
訳
一
五
〇
頁
︶
も
の
と
し
て
取
り
出
せ
た
ら
そ
れ
で
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

 

︵
5
︶　
本
稿
は
、「
赦
し
」
と
は
「
赦
し
え
な
い
も
の
」
に
対
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
ア
ポ
リ
ア
だ
、
と
す
る
デ
リ
ダ
の
洞
察
︵SP

108
/92

︶
に
対
す
る
一
つ

の
応
答
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。

 

︵
6
︶　「
倒
錯
遂
行
性
」
に
関
し
て
は
、
宮
﨑
裕
助
﹃
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ 

― 
死
後
の
生
を
与
え
る
﹄
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
第
二
章
参
照
。

 

︵
7
︶　
鵜
飼
哲
は
、
脱
構
築
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
う
る
危
険
な
政
治
的
可
能
性
に
対
し
て
批
判
的
観
点
を
取
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
自

身
が
「
意
図
的
な
嘘
」
と
い
う
考
え
方
の
必
要
性
に
対
し
て
「
お
そ
ら
く
か
つ
て
な
い
レ
ヴ
ェ
ル
の
注
意
深
さ
を
示
し
て
い
」︵﹃
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
デ
リ
ダ
の

墓
﹄
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
七
頁
︶
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
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︵
8
︶　
た
と
え
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
し
て
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
い
う
概
念
を
展
開
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
試
み
が
、
本
稿
が
次
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。

 
︵
9
︶　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
命
題
論
﹄
早
瀬
篤
訳
﹃
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
﹄
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
九
頁
。

 

︵
10
︶　M

artin Jay, “ Pseudology: D
errida on A

rendt and Lying in Politics ”, in P
heng C

heah and Suzanne G
uerlac (ed.), D

errida and the tim
e 

of the political, D
uke U

niversity P
ress, 2009, p. 237. 

本
稿
は
デ
リ
ダ
の
ア
ー
レ
ン
ト
読
解
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
は
し
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
嘘
論
に

関
し
て
は
本
稿
第
三
章
参
照
。
な
お
、
デ
リ
ダ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
が
、
固
有
の
言
語
の
形
と
し
て
祈
り
が
あ
る
と
い
う
考
え

方
は
退
け
て
い
る
︵H

M
28

/25

︶。
お
そ
ら
く
デ
リ
ダ
は
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
言
語
が
何
ら
か
祈
り
だ
と
考
え
る
の
で
、「
祈
り
」
は
デ
リ
ダ
的
「
信
」
と

同
義
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
主
題
は
、
そ
の
地
点
か
ら
半
歩
だ
け
手
前
に
戻
っ
て
祈
り
の
固
有
性
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

 

︵
11
︶　
伝
統
的
に
、
神
の
「
恩
寵
」
が
語
ら
れ
る
の
も
こ
の
局
面
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
「
恩
寵
に
よ
る
の
で
な
い
な
ら
、
正
し
さ
＝
真
っ
直

ぐ
さ
︵rectitudo

︶
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。A

nselm
us, D

e concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae dei cum
 

libero arbitrio, in S. A
nselm

i cantuariensis archiepiscopi opera om
nia, Tom

. I, Franciscus Salesius Schm
itt (ed.), Friesrich From

m
ann Verlag, 

1984, S. 267.

 

︵
12
︶　
本
章
の
内
容
は
、
根
無
一
行 

「
希
望
な
き
祈
り
と
カ
ン
ト
の 

「
信
」 

―
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄「
規
準
論
」
か
ら
」﹃
龍
谷
大
学
社
会
学
部
紀
要
﹄
第
六
二

号
、
二
〇
二
二
年
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
細
か
い
論
証
は
省
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
等
含
め
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
し

て
ほ
し
い
。

 

︵
13
︶　「
規
準
論
」
で
の
区
分
と
正
確
に
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、﹃
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
﹄︵
第
一
版
一
七
九
三
年
、
第
二

版
一
七
九
四
年
、
以
下
﹃
宗
教
論
﹄
と
略
記
︶
で
の
以
下
の
よ
う
な
議
論
は
、「
信
」
概
念
に
つ
い
て
本
稿
が
問
う
て
い
る
部
分
に
光
を
当
て
て
く
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

 

　
　
　 

啓
示
を
聖
な
る
歴
史
が
物
語
っ
て
く
れ
る
と
お
り
に
信
じ
る
こ
と
︵glauben

︶、
そ
し
て
啓
示
を
︵
内
面
的
に
せ
よ
外
面
的
に
せ
よ
︶
告
白
す
る
こ

と
、
こ
れ
が
そ
れ
自
体
で
神
に
嘉
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
も
ら
え
る
た
め
の
何
か
で
あ
る
と
い
っ
た
臆
見
︵M

einung

︶ 

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う

な
信
︵G

lauben

︶ 

は
堅
く
真
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
︵festen F

ürw
ahrhaltens

︶
を
内
面
的
に
告
白
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
間
違
い
な
く
ひ
と
つ
の

行
い
で
あ
り
、
そ
れ
も
恐
怖
に
強
い
ら
れ
た
行
い
で
あ
る
の
で
、
正
直
な
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
条
件
に
応
じ
る
く
ら
い
な
ら
、
他
の
ど
ん
な
条

件
に
で
も
応
じ
た
い
と
思
う
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
以
外
に
ど
ん
な
苦
役
奉
仕
を
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
余
計
な
こ
と
を
す
る
だ
け
で
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
内
面
的
に
告
白
す
る
場
合
だ
と
、
自
分
で
も
そ
の
真
理
性
を
確
信
し
て
い
な
い
︵nicht überzeugt

︶
宣
言
を
し
て
、
良
心
に
背
く



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

八
七

行
い
を
な
そ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
告
白
は
︵
申
し
出
を
受
け
た
善
を
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
か
ら
︶
そ
れ
だ
け
で
神
に
嘉
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

も
ら
え
る
と
、
そ
の
人
が
思
い
込
ん
で
い
る
︵sich überredet

︶
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
べ
き
道
徳
法
則
を
遵
守
し
た
よ

き
生
き
方
を
超
え
て
、
さ
ら
に
ま
さ
し
く
奉
仕
を
も
っ
て
神
に
依
り
頼
め
ば
な
し
う
る
と
、
そ
の
人
が
思
い
違
い
を
し
て
い
る
︵verm

eint

︶
よ
う
な

何
か
な
の
で
あ
る
。︵V

I170-171
/229 -230

、
傍
線
引
用
者
︶

 

　
　﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
カ
ン
ト
の
論
理
構
成
で
︿
臆
見
と
し
て
の

0

0

0

0

信
﹀
と
い
う
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
確
信
し
て
い
な
い
」
は
ず
の
も
の
を

真
だ
と
見
な
す
「
思
い
込
み
︵Ü

berredung

︶」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
こ
に
別
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し
て
い

る
。
ま
た
、﹃
宗
教
論
﹄
は
こ
の
態
度
を
「
自
己
欺
瞞
︵Selbsttäuschungen

︶」︵V
I173

/232

︶
だ
と
断
じ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
も
本
稿
は
別
様
に
考
え

て
い
る
。
本
稿
第
四
章
と
註
27
参
照
。

 

︵
14
︶　「
要
請
＝
信
」
の
対
象
を
「
理
論
的
に
は
空
虚
だ
が
実
践
的
に
は
実
在
的
」
だ
と
す
る
説
明
は
、「
理
論
」
と
「
実
践
」
と
い
う
二
つ
の
世
界
を
並
行
さ

せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
の
形
成
史
的
に
は
こ
の
問
題
は
﹃
判
断
力
批
判
﹄︵
一
七
九
〇
年
︶
に
持
ち
越
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
文
脈
で
は
、﹃
判
断
力
批
判
﹄
第
二
部
で
主
題
と
な
る
「
目
的
論
的
判
断
力
」
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
最
後

の
第
九
〇
節
と
第
九
一
節
で
は
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄「
規
準
論
」
第
三
節
で
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
異
同
は
あ
る
も
の
の
再
登
場

し
、「
信
」
を
「
要
請
」
と
し
て
捉
え
て
い
く
仕
方
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
要
請
」
概
念
の
不
明
瞭
さ
は
そ
の
ま
ま

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 

︵
15
︶　
実
際
、「
実
用
的
信
」
が
自
ら
の
原
理
と
す
る
「
幸
福
」
に
関
し
て
、﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
で
は
、「
幸
福
に
関
す
る
各
人
の
判
断
は
は
な
は
だ
し
く
各

人
各
様
の
臆
見
︵M

einung

︶
に
左
右
さ
れ
、
加
え
て
そ
の
臆
見
そ
の
も
の
も
時
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
移
り
変
わ
る
」︵V

37
/174

︶
と
さ
れ
て
お
り
、
カ

ン
ト
の
こ
の
言
葉
は
「
実
用
的
信
」
が
実
は
「
臆
見
」
で
し
か
な
い
可
能
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

 

︵
16
︶　
も
ち
ろ
ん
、「
実
践
＝
定
言
命
法
＝
道
徳
性
」
と
「
実
用
＝
仮
言
命
法
＝
自
己
愛
」
の
間
の
︿
形
式
﹀
面
で
の
厳
密
な
区
別
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
生
命

線
で
あ
る
が
︵V

36
/174

︶、
い
わ
ば
︿
質
量
﹀
面
と
し
て
の
「
動
機
」
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
は
二
つ
の
区
別
は
決
定
不
可
能
だ
と
判
断
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
︵z. B

. V
150-151

/293; V
149

/292; IV
407

/33; IV
419

/51

︶。「
実
践
」
と
「
実
用
」
の
区
別
の
決
定
不
可
能
性
に
関
し
て
は
、「
い
か
な
る
実
践

も
そ
の
原
理
に
純
粋
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」︵G

59/83

︶
と
語
っ
て
い
た
デ
リ
ダ
の
、
た
と
え
ば
﹃
パ
ッ
シ
ョ
ン
﹄
で
の
議
論
を
参
照
︵P

87-

89
/91-93

︶。﹃
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
の
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
区
別
の
決
定
不
可
能
性
を
「
敵
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉

︵「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
五
章
四
三

－

四
八
節
︶
に
見
て
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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義
務
そ
の
も
の
に
基
づ
く
善
行
は
、
た
と
え
善
行
へ
と
駆
り
立
て
る
傾
向
性
が
ま
っ
た
く
な
く
て
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
然
に
沸
き
上
が
る
抑
え
が
た

い
嫌
悪
感
に
逆
ら
う
の
だ
と
し
て
も
、
実
践
的
な
愛
で
あ
り
、
感
受
的
で
な
い
愛
な
の
で
あ
る
。︵IV

399
/22

︶

 

　
　「
心
を
と
ろ
け
さ
せ
る
同
情
」︵IV

399
/22

︶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
愛
は
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
傾
向
性
に
基
づ
く
愛
の
場
合
、
命
じ
ら
れ
た

か
ら
と
い
っ
て
愛
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
実
践
的
愛
は
「
感
受
的
」
愛
と
は
無
関
係
の
領
域
で
な
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
「
嫌
悪
感
に
逆
ら
」
い
な
が
ら
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
、「
実
践
」
と

「
実
用
」
の
区
別
が
決
定
不
可
能
に
な
っ
た
行
為
を
特
徴
的
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
実
質
的
に
見
て
い
た
の
は
、「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し

て
可
能
に
な
っ
て
い
る
「
嫌
悪
し
つ
つ
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
愛
す
」
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
的
事
態
な
の
で
は
な
い
か
。

 

︵
17
︶　
た
と
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ノ
ー
ト
に
こ
う
書
き
つ
け
て
い
る
。「﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
第
一
節
。
存
在
し
て
い
る
の
は
自
己
ま
た
は
理
性
的
存
在
一
般

だ
け
で
あ
る
。

― 

人
間
は
存
在
し
て
い
な
い
！
」︵D

II819
/471

頁
︶。

 

︵
18
︶　「
政
治
的
判
断
」
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
が
、R
onald B

einer (ed.), L
ectures on K

ant’s political philosophy, U
niversity of C

hicago P
ress, 

1982. 

邦
訳
﹃
完
訳 

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
﹄︵
ロ
ベ
ル
ト
・
ベ
イ
ナ
ー
編
︶
仲
正
昌
樹
訳
、
明
月
堂
書
店
、
二
〇
〇
九
年
も
参
照
。

 

︵
19
︶　E

ine Vorlesung K
ants über E

thik: im
 A

uftrage der K
antgesellschaft, Paul M

enzer (hrsg.), Pan Verlag R
olf H

eise, 1924, S. 289. 

邦
訳
﹃
カ

ン
ト
の
倫
理
学
講
義
﹄︵
パ
ウ
ル
・
メ
ン
ツ
ァ
ー
編
︶
小
西
國
夫
・
永
野
ミ
ツ
子
訳
、
三
修
社
、
一
九
六
九
年
、
二
九
二

－

二
九
三
頁
。

 

︵
20
︶　
こ
こ
は
も
う
少
し
丁
寧
な
議
論
が
必
要
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、「
嘘
論
文
」
の
中
に
「
窮
余
の
嘘
」
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
例
外
的
承
認
を
見
て
取
り
う
る

可
能
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
講
義
を
参
照
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
た
と
え
ば
「
嘘
論
文
」
の
訳
者
谷
田
信
一
は
、「
嘘
論
文
」
と
こ
れ
ら

の
講
義
に
お
け
る
「
窮
余
の
嘘
」
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
扱
い
の
違
い
を
発
展
史
的
に
考
察
し
、「
嘘
論
文
」
は
「
窮
余
の
嘘
」
を
全
く
認
め
て
い
な
い
と
読

ん
で
い
る
︵「
カ
ン
ト
の
実
質
的
義
務
論
の
枠
組
み
と
「
嘘
」
の
問
題
」
カ
ン
ト
研
究
会
編
﹃
批
判
的
形
而
上
学
と
は
何
か
﹄︵
現
代
カ
ン
ト
研
究
Ⅱ
︶
理
想

社
、
一
九
九
〇
年
︶。
そ
も
そ
も
「
嘘
論
文
」
自
体
が
カ
ン
ト
の
倫
理
学
体
系
と
整
合
性
が
取
れ
て
い
な
い
と
い
う
ペ
イ
ト
ン
の
よ
う
な
見
方
も
あ
る

︵H
erbet J. Paton, “A

n alleged right to lie: A
 problem

 in K
antian ethics”, in K

ant-Studien, vol. 45, 1954. 

な
お
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
「
嘘
論

文
」
の
位
置
づ
け
関
す
る
様
々
な
視
点
に
つ
い
て
は
、
堤
林
剣
「
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
の
一
貫
性
と
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス 

― 

コ
ン
ス
タ
ン
―
カ

ン
ト
虚
言
論
争
を
手
掛
か
り
と
し
て
」﹃
法
學
研
究
﹄
第
七
五
巻
八
号
、
二
〇
〇
二
年
、
三-
四
頁
が
ク
リ
ア
に
ま
と
め
て
く
れ
お
り
、
参
考
に
な
っ
た
︶。

以
上
の
よ
う
な
論
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
精
緻
な
論
証
は
今
後
の
課
題
と
す
る
他
な
い
が
、
本
稿
は
、
谷
田
と
同
様
に
「
嘘
論
文
」
に
は
「
窮
余
の
嘘
」

が
存
在
し
う
る
余
地
が
な
い
こ
と
を
原
理
上
で
は
認
め
た
上
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
窮
余
の
嘘
」
を
そ
こ
に
読
み
込
む
、
と
い
う
手
続
き
を
し
て
い



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

八
九

る
と
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

 
︵
21
︶　
ジ
ェ
イ
は
、「
我
々
は
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
中
で
生
き
て
い
る
」
と
い
う
一
般
的
テ
ー
ゼ
自
体
が
「
政
治
」
的
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
以
上
、
シ

ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
が
︵Jay, “Pseudology”, op. cit., p. 251

︶、
そ
う
い
う
考
え
そ
れ
自
体

が
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
中
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
ど
こ
ま
で
も
残
る
だ
ろ
う
。

 

︵
22
︶　
こ
の
よ
う
な
「
判
断
力
」
に
関
し
て
、﹃
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
﹄︵
一
七
九
八
年
、
以
下
﹃
人
間
学
﹄
と
略
記
︶
の
カ
ン
ト
は
こ
う
書
い
て
い

る
。「
判
断
力
は
教
え
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
訓
練
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。︹
…
︺
と
い
う
の
は
、
教
え
込
む
こ
と
は
規
則
の
伝
達
に
よ
っ

て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
も
し
判
断
力
の
た
め
の
教
則
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
か
が
規
則
の
事
例
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
の
普
遍
的
な
規
則
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
で
は
無
限
に
問
い
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」

︵V
II199

/129

︶。

 

︵
23
︶　G

illes D
eleuze, L

a philosophie critique de K
ant: doctrine des facultés, P.U

.F., 1987 (6
e éd.), pp. 85 -86. 

邦
訳
﹃
カ
ン
ト
と
批
判
哲
学
﹄
國
分

功
一
郎
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
〇

－
一
二
一
頁
。

 

︵
24
︶　
こ
の
診
断
は
、「
腸
チ
フ
ス
」
と
い
う
概
念
を
持
つ
医
者
が
、
個
別
の
一
症
例
を
そ
の
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
「
規
定
的
判
断
」
の
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
「
規
定
的
判
断
力
」
自
体
が
「
反
省
的
判
断
力
」
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
の
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
見
方
で
あ
る
。
多
く
の
論

者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︵
例
え
ば
、
円
谷
裕
二
﹃
経
験
と
存
在 

― 

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
の
帰
趨
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
一

頁
︶、「
規
定
的
判
断
力
」
そ
れ
自
体
の
使
用
は
あ
く
ま
で
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
所
与
の
「
普
遍
」
が
「
特
殊
」
を
包
摂
す
る
そ
の
具
体
的
な
仕
方
そ

れ
自
体
は
「
反
省
的
判
断
力
」
を
実
は
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
判
断
」
の
名
に
値
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 

　
　
た
だ
し
、
小
野
原
雅
夫
は
、「
道
徳
的
目
的
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
具
体
的
行
為
を
ど

の
よ
う
に
見
出
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
」︵「
規
定
的
判
断
力
の
自
由 
― 
定
言
命
法
の
下
で
仮
言
命
法
を
案
出
す
る
技
術
的
判
断
力 

― 

」
カ
ン
ト
研
究

会
﹃
判
断
力
の
問
題
圏
﹄︵
現
代
カ
ン
ト
研
究
一
一
︶
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
六
頁
︶
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
で
、
あ
く
ま
で
「
普
遍
」
は
所
与
で

あ
る
と
し
て
「
規
定
的
判
断
力
」
の
方
を
重
視
す
る
。
本
稿
で
は
カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

︵
25
︶　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
嘘
論
文
」
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が

「
反
省
的
判
断
力
」
か
ら
知
の
地
平
を
捨
象
し
、
そ
こ
に
行
為
遂
行
的
な
部
分
だ
け
し
か
見
て
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
関
係
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
他
方
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
描
い
た
の
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
を
も
っ
ぱ
ら
「
神
聖
な
命
令
へ
の
無
条
件
的
な
た
ん
な
る
従
属
」︵H

M
54

/49

︶
の
語



哲
学
研
究
　
第
六
百
十
号

九
〇

り
手
と
し
て
描
く
デ
リ
ダ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
違
っ
て
こ
の
「
嘘
論
文
」
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
デ
リ
ダ
が
「
反
省
的
判
断
力
」
に
知
の
地
平

が
交
差
し
て
い
る
こ
と
を
も
見
て
取
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
後
論
参
照
。

 

︵
26
︶　
カ
ン
ト
自
身
は
「
信
」
と
「
自
己
自
律
」
と
を
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
事
柄
と
し
て
見
た
場
合
、
両
者
の
繋
が
り
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、

カ
ン
ト
自
身
の
記
述
に
も
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

 

　
　「
特
殊
」
や
「
偶
然
」
の
自
覚
か
ら
出
発
し
て
肺
病
だ
と
診
断
し
た
あ
の
医
者
の
そ
の
判
断
は
、「
思
い
込
み
」
で
は
な
く
「
臆
見
」
で
あ
る
。
し
か
し
同

時
に
、
こ
の
判
断
は
そ
れ
で
も
必
然
的
な
立
法
と
し
て
「
知
」
だ
と
さ
れ
る
以
上
、
理
性
の
「
か
の
よ
う
に
」
と
い
う
判
断
で
は
な
い
。
触
れ
た
よ
う
に
、

「
か
の
よ
う
に
」
は
「
最
も
理
性
的
な
臆
見
」
で
あ
る
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
反
省
的
判
断
力
が
も
た
ら
す
「
知
」
を
「
か
の
よ
う
に
」
と
表
現
し
て
も
い
る

︵z. B
. V

218
/76

︶
が
、
そ
れ
は
理
性
の
統
制
的
原
理
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
点
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
か
の
よ
う
に
」
は
、
あ
く
ま
で
理
性

と
は
別
の
能
力
で
あ
る
反
省
的
判
断
力
に
お
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︵
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
中
本
幹
生
「
理
性
理
念
の
統
制
的
使
用
か
ら
反
省
的
判

断
力
の
原
理
へ 

―
﹃
判
断
力
批
判
﹄
に
お
け
る
体
系
的
課
題
の
成
立
」﹃
哲
学
﹄
第
六
九
号
、
二
〇
一
八
年
参
照
︶。
そ
れ
ゆ
え
、「
反
省
的
判
断
力
」
の

「
自
己
自
律
」
が
可
能
に
す
る
の
は
、「
理
念
」
と
し
て
の
「
か
の
よ
う
に
」
で
は
な
く
「
要
請
＝
信
」
で
あ
る
。

 

　
　
実
際
、
カ
ン
ト
は
反
省
的
判
断
力
に
関
し
て
、「
対
象
を
美
し
い
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
普
遍
的
賛
成
を
そ
れ
だ
け
で
持
っ
て
い
る
と
信
じ
て
︵glaubt

︶、
あ

ら
ゆ
る
人
の
賛
意
を
要
求
し
て
い
る
」︵V

216
/73

、
傍
線
引
用
者
︶
と
言
っ
て
お
り
、
反
省
的
判
断
を
「
信
」
と
い
う
仕
方
で
の
「
真
と
見
な
す
」
こ
と

だ
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
、「
要
請
」
で
は
な
く
「
要
求
︵A

nspruch

︶」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
直
後
に

は
、「
要
請
す
る
︵postuliert

︶」
の
で
は
な
く
「
あ
え
て
要
求
す
る
︵ansinnt

︶」
と
い
う
語
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が

こ
こ
で
「
要
請
」
と
い
う
語
の
使
用
を
躊
躇
う
の
は
、「
論
理
的
に
普
遍
的
な
判
断
だ
け
」
が
「
要
請
」
し
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︵V

216
/73

︶。
今
問

題
に
し
て
い
る
の
が
「
実
践
」
と
「
実
用
」
の
区
別
が
決
定
不
可
能
な
局
面
で
あ
る
以
上
、
そ
し
て
、
カ
ン
ト
的
用
法
に
お
け
る
「
要
請
」
に
抱
え
込
ま
れ

た
︿「
信
」
の
客
観
的
な
不
十
分
さ
﹀
と
い
う
契
機
を
最
大
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
場
合
、「
要
請
」
と
い
う
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
あ
え
て
要
求
す
る
︵ansinnen

︶」
と
い
う
語
の
方
が
事
柄
に
即
し
た
表
現
で
あ
る
だ
ろ
う
。「
要
望
」
と
訳
す
論
者
も
い
る
。
千
葉
建
「
趣
味
判
断
の
範

例
的
必
然
性
を
め
ぐ
っ
て 

― 

カ
ン
ト
趣
味
論
の
一
側
面
」﹃
倫
理
学
﹄
一
八
号
、
二
〇
〇
七
年
、
六
七
頁
、
七
四
頁
。

 

　
　
な
お
、
や
や
蛇
足
に
な
る
が
、
サ
ル
ト
ル
の
「
信
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
見
て
お
こ
う
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
信
じ
る
こ
と
が
存
在
す
る

0

0

0

0

に
は
信
じ

る
こ
と
が
非
措
定
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
サ
ル
ト
ル
は
、「
信
じ
る
と
は
、
自
分
が
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ

り
、
自
分
が
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
は
、
も
は
や
信
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」︵Sartre, L’être et le néant, op. cit., p. 110. 

邦
訳
一
五
三



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

九
一

頁
︶
と
言
う
。「
信
じ
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
意
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
じ
る
と
い
う
行
為
遂
行
か
ら
何
ら
か
身
を
退
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
信
の
内
に
「
疑
念
」
の
よ
う
な
も
の
を
忍
び
込
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
自
分
は
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
だ

け
だ
と
知
っ
て
い
る
」
と
言
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
に
対
す
る
「
疑
念
」
を
表
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
自
己
矛
盾
を
抱
え
込
ん
だ
こ
の

よ
う
な
「
信
」
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
が
検
討
し
て
い
る
「
自
己
へ
の
嘘
」
と
は
異
な
る
。「
自
己
へ
の
嘘
」
は
「
知
」
の
水
準
に
位
置
し
て
い
る
の

に
対
し
、「
非
措
定
的
な
意
識
は
知
で
は
な
い
」︵ibid., p. 110. 

邦
訳
一
五
三
頁
︶
か
ら
で
あ
る
。
信
に
つ
い
て
の
サ
ル
ト
ル
の
、「
あ
た
か
も
確
信
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
」︵ibid., p. 109. 

邦
訳
一
五
三
頁
︶
と
い
う
表
現
が
物
語
る
よ
う
に
、
本
稿
の
枠
組
み
で
は
、
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
「
信
」
の
哲

学
的
身
分
は
「
信
」
で
も
「
知
」
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
「
臆
見
」
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
「
自
己
欺
瞞
︵m

auvaise foi

︶」
概
念
は
こ
の
よ
う
な
「
信
仰

︵foi

︶」
理
解
を
踏
ま
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

 

︵
27
︶　
確
か
に
、
カ
ン
ト
は
格
率
の
転
倒
を
「
自
己
欺
瞞
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
︵V

I38
/50

︶、
最
終
的
に
は
、
パ
ウ
ロ
の
「
善
を
行
う
者
は
い
な
い
。

／
た
だ
の
一
人
も
い
な
い
」︵「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
三
章
一
二
節
︶
と
い
う
言
葉 

― 

こ
の
言
葉
は
、
己
の
悪
に
対
す
る
痛
切
な
自
覚

0

0

0

0

0

で
あ
ろ

う 

― 

を
、「
自
己
欺
瞞
」
に
つ
い
て
の
「
経
験
に
よ
る
裏
づ
け
」︵V

I39
/51

︶
を
有
す
る
有
罪
判
決
だ
と
捉
え
る
の
で
、
や
は
り
「
思
い
込
み
」
で
は
な

く
「
臆
見
」
に
囚
わ
れ
た
「
偽
善
者
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 

︵
28
︶　﹃
人
間
学
﹄
で
も
こ
う
言
わ
れ
る
。「
偽
善
者
︵H

eichler

︶
と
い
う
言
葉
は
︵
本
来
は
溜
息
を
つ
く
人
︵H

äuchler

︶
と
書
か
れ
た
は
ず
︶
権
威
の
高

い
お
坊
さ
ん
が
説
教
し
て
い
る
さ
な
か
に
深
い
溜
息
を
漏
ら
し
て
、
自
分
が
敬
虔
な
神
の
僕
で
あ
る
こ
と
を
巧
み
に
演
じ
て
み
せ
る
欺
瞞
者

︵vorspiegelnden B
etrüger

︶
を
意
味
し
た
は
ず
だ
っ
た
」︵V

II272
/237

︶。

 

　
　
な
お
、
カ
ン
ト
は
別
の
個
所
で
は
、「
呪
物
崇
拝
」
を
「
偽
善
者
」
の
態
度
で
は
な
く
「
思
い
込
み
︵Ü

berredung

︶」
だ
と
し
て
い
る

︵V
I193

/260

︶。
そ
れ
は
、「
自
然
法
則
に
よ
っ
て
も
道
徳
的
な
理
性
法
則
に
よ
っ
て
も
何
も
の
を
も
生
じ
さ
せ
え
な
い
も
の
が
、
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
願

い
事
を
か
な
え
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
も
願
い
事
が
か
な
う
で
あ
ろ
う
と
か
た
く
信
じ
さ
え
す
れ
ば
、
ま
た
こ
の
信
仰
に
さ
ら
に
特
定
の
儀
式
を
結
び
つ
け
る

な
ら
ば
、
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
」︵V

I193
/260

︶
と
「
思
い
込
む
」
よ
う
な
︿
真
と
見
な
す
こ
と
﹀
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
思
い
込
み
」
は
、
理

念
と
し
て
の
「
恩
寵
」
を
手
段
と
し
て
考
え
て
し
ま
う
場
合
に
は
「
祈
る
こ
と
︵B

eten

︶」
だ
と
さ
れ
る
が
︵V

I194
/262

︶、
す
ぐ
あ
と
の
註
で
は
、
そ

う
し
た
「
祈
り
」
が
「
臆
見
︵M

einung

︶」
と
い
う
語
で
も
表
現
さ
れ
る
︵V

I195
/264

︶
の
で
、「
規
準
論
」
で
の
よ
う
に
「
思
い
込
み
」
と
「
臆
見
」

は
概
念
的
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
記
述
の
ユ
レ
は
本
稿
が
問
う
て
い
る
も
の
に
光
を
あ
て
て
く
れ
る
。

 

︵
29
︶　O

tto W
illm

ann, G
eschichte des Idealism

us, B
d. 3, F. V

iew
eg, 1897, S. 507.

　
こ
の
言
葉
は
か
つ
て
の
教
え
子
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
見
ら
れ
る



哲
学
研
究
　
第
六
百
十
号

九
二

も
の
で
、
カ
ン
ト
の
偽
ら
ざ
る
意
見
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ラ
ー
が
﹃
祈
り
﹄
の
中
で
「
哲
学
的
な
祈
り
」
と
し
て
批
判
的
に

言
及
し
て
い
る
︵Friedrich H

eiler, D
as G

ebet: E
ine religionsgeschichtliche und religionspsychologische U

ntersuchung, E
rnst R

einhardt Verlag, 5. 

A
ufl., 1969, S. 210. 

邦
訳
﹃
祈
り
﹄
深
澤
英
隆
監
修
、
丸
山
空
大
・
宮
嶋
俊
一
訳
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
六
七
頁
︶。

 

︵
30
︶　E

m
m

anuel L
evinas, « L

e prim
at de la raison pure pratique », in P

hilosophie, N

℉ 142, É
ditions de M

inuit, 2019, p. 7.

 

︵
31
︶　Ibid., p. 9.

 

︵
32
︶　
た
と
え
ば
長
坂
真
澄
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
こ
の
あ
る
種
の
「
自
己
否
定
」
に
、
脱
領
域
化
さ
れ
た
「
メ
シ
ア
的
主
体
」
を
見
て
取
っ
て

い
く
︵「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
主
体
の
脱
領
域
化 

― 

カ
ン
ト
を
背
景
に
」﹃
宗
教
哲
学
研
究
﹄
第
二
九
号
、
二
〇
一
二
年
︶。

 

︵
33
︶　
意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
タ
ル
ム
ー
デ
ィ
ス
ト
で
あ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
は
、「
祈
り
」
に
お
け
る
「
神
と
の
合
一
」
的
な
事
態
を
積
極
的
に
論
じ
た
も

の
が
あ
る
︵L

evinas, À
 l’heure des nations, M

inuit, 1988, pp. 149 -150. 

邦
訳
﹃
諸
国
民
の
時
に
﹄
合
田
正
人
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三

年
、
二
一
四
頁
︶。
こ
の
記
述
に
関
し
て
は
、
根
無
一
行
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
ケ
ノ
ー
シ
ス
に
お
け
る
苦
し
み
の
祈
り
の
問
題
」﹃
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研

究
﹄
第
一
六
号
、
二
〇
一
一
年
参
照
。

 

︵
34
︶　
西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
七
三
頁
。

 

︵
35
︶　
武
藤
一
雄
﹃
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
﹄
創
文
社
、
一
九
六
一
年
、
五
二
頁
、
二
九
頁
。

 

︵
36
︶　
氣
多
雅
子
﹃
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
索
﹄
創
文
社
、
一
九
九
九
年
、
五
〇
頁
。

 

︵
37
︶　
西
田
や
武
藤
ら
の
系
譜
上
で
「
祈
り
」
を
主
題
的
に
論
じ
た
棚
次
正
和
は
、「
祈
り
」
が
「
場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
的
な
願
望
や
念
力
の
類
と
同
一
視

さ
れ
る
よ
う
な
致
命
的
な
誤
解
を
こ
う
む
っ
て
い
る
」
と
し
て
、「「
苦
し
い
時
の
神
頼
み
」
と
い
っ
た
よ
う
な
祈
願
や
請
願
」
と
い
う
よ
う
な
「
常
識
的
な

理
解
に
へ
ば
り
つ
い
た
固
定
観
念
を
一
枚
一
枚
剥
ぎ
落
し
て
い
く
こ
と
が
、
祈
り
の
研
究
を
始
め
る
に
際
し
て
不
可
欠
な
作
業
と
な
る
」
と
す
る
︵﹃
宗
教

の
根
源

― 

祈
り
の
人
間
論
序
説
﹄
世
界
思
想
社
、
一
九
九
八
年
、
六
頁
、
三
二
三
頁
︶。
本
稿
が
や
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
剥
ぎ
落
さ
れ
て
し

ま
っ
た
祈
り
の
一
つ
一
つ
を
、
い
わ
ば
裏
返
し
て
拾
い
上
げ
る
た
め
の
作
業
で
あ
る
。

 

︵
38
︶　
た
と
え
ば
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
か
ら
出
て
い
る
デ
リ
ダ
の
入
門
書
は
﹃
知
の
教
科
書 

デ
リ
ダ
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
︵
林
好
雄
・
廣
瀬
浩
司

﹃
知
の
教
科
書 

デ
リ
ダ
﹄
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
︶。
あ
る
い
は
、「
知
の
巨
人
は
死
を
ど
う
見
つ
め
て
い
た
か
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
仲
正
昌
樹
﹃
思
想
の

死
相
﹄︵
双
風
舎
、
二
〇
〇
七
年
︶
は
デ
リ
ダ
に
一
章
を
設
け
て
い
る
。
思
想
系
の
入
門
的
著
作
に
お
い
て
さ
え
こ
う
い
う
提
示
の
さ
れ
方
を
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、「
知
の
巨
人
デ
リ
ダ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
お
そ
ら
く
一
般
的
に
流
通
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
ろ
う
。



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

九
三

 
︵
39
︶　「
否
定
神
学
へ
の
抵
抗
」
と
い
う
視
点
で
デ
リ
ダ
を
読
み
解
い
て
い
く
東
浩
紀
も
、
当
の
デ
リ
ダ
の
言
説
︵
特
に
九
〇
年
代
以
降
の
も
の
︶
に
、「
決
定

不
可
能
な
も
の
」
を
「
神
学
化
」「
神
秘
化
」
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
可
能
性
を
見
て
取
っ
て
い
る
︵﹃
存
在
論
的
、
郵
便
的 

― 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
つ

い
て
﹄
新
潮
社
、
一
九
九
八
年
、
第
二
章
参
照
。
た
だ
し
、
デ
リ
ダ
の
否
定
神
学
に
対
す
る
立
ち
位
置
に
関
す
る
東
の
捉
え
方
は
一
面
的
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
の
理
解
に
関
し
て
は
、
佐
藤
啓
介
「
あ
ら
ゆ
る
否
定
文
は
す
で
に
神
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る 

― 

デ
リ
ダ

－

マ
リ
オ
ン
の
否
定
神
学
論
争
と
そ
の
現

代
宗
教
哲
学
的
意
義
」﹃
日
本
の
神
学
﹄
第
五
四
号
、
二
〇
一
五
年
参
照
︶。

 

︵
40
︶　
少
し
注
意
が
必
要
な
の
だ
が
、
カ
ン
ト
は
、
道
徳
的
に
生
き
な
い
と
幸
福
に
な
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
哲
学
で
は
「
傾
向
性
を

満
足
さ
せ
る
こ
と
」
が
幸
福
で
あ
る
か
ら 

︵B
834

/90

︶、「
実
用
的
」
と
い
う
概
念
が
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
道
徳
法
則
に
よ
ら
な
く
て
も
幸
福
に
な
れ
る
。

ま
た
、「
道
徳
的
で
あ
れ
ば
、
幸
福
を
求
め
て
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
も
ま
っ
た
く
な
い
点
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
幸
福
を
目
的
に
設
定
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
と
た
ん
に
道
徳
性
が
消
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
の
﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
の
文
章
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

 

　
　
　 

道
徳
は
本
来
、
我
々
が
い
か
に
し
て
我
々
を
幸
福
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
教
え
で
は
な
く
て
、
我
々
が
い
か
に
し
て
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
べ
き

か
と
い
う
こ
と
の
教
え
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
が
こ
れ
に
加
わ
る
時
、
そ
の
時
に
の
み
、
我
々
が
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
は
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た

程
度
に
応
じ
て
、
い
つ
の
日
か
幸
福
に
与
る
と
い
う
希
望
も
ま
た
生
ず
る
の
で
あ
る
」︵V

130
/310-311

︶。

 

　
　
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
文
章
は
、「
最
高
善
」
と
い
う
文
脈
で
の
も
の
で
あ
り
、
道
徳
法
則
が
最
優
先
さ
れ
る
以
上
、
個
人
の
幸
福
は
考
慮
に
入
れ
な
い
と

い
う
話
が
大
前
提
に
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
で
も
な
お
幸
福
が
あ
り
え
る
と
希
望
で
き
る
の
は
、
神
の
意
志
へ
の
一
致
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
最
高

善
」
へ
と
到
達
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
の
み
だ
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
、「
道
徳
」
だ
け
を
見
た
場

合
、「
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

 

︵
41
︶　「
呪
術
的
だ
と
批
判
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
ど
の
宗
教
に
も
見
ら
れ
る
「
普
遍
性
」
の
あ
る
宗
教
現
象
も
珍
し
い
」
と
小
田
淑
子
が
表
現
す
る
「
現
世

利
益
」︵「︽
宗
教
へ
の
視
座
︾
序
論
」﹃
岩
波
講
座
　
宗
教
﹄
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
九
頁
︶
も
、
こ
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 

︵
42
︶　
応
用
倫
理
学
の
立
場
か
ら
嘘
を
論
じ
た
シ
セ
ラ
・
ボ
ク
の
、「
嘘
は
説
明
を
要
す
る
が
、
真
実
は
通
常
そ
の
必
要
が
な
い
」︵Sissela B

ok, L
ying: 

M
oral C

hoice in P
ublic and P

rivate L
ife, Pantheon B

ooks, 1978, p. 30. 

邦
訳
﹃
嘘
の
人
間
学
﹄
古
田
暁
訳
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
二
年
、

五
四
頁
︶
と
い
う
言
葉
は
、
嘘
を
つ
く
行
為
は
現
実
的
に
は
い
つ
も
具
体
的
な
状
況
で
生
じ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
。
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
そ

嘘
を
つ
く
わ
け
だ
か
ら
、
嘘
を
つ
く
行
為
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
す
べ
て
「
窮
余
の
嘘
」
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



哲
学
研
究
　
第
六
百
十
号

九
四

 
︵
43
︶　
カ
ン
ト
に
は
、「
実
用
的
見
地
お
け
る
人
間
学
」
と
は
別
に
「
道
徳
的
人
間
学
」
へ
の
言
及
が
あ
る
︵V

I217
/30

︶。
前
者
を
「
記
述
的
人
間
学
」、
後

者
を
「
規
範
的
人
間
学
」
と
し
た
上
で
、「
規
範
的
人
間
学
の
定
位
す
る
問
題
領
域
は
、
つ
ね
に
義
務
遂
行
の
困
難
と
義
務
違
反
と
に
満
ち
て
い
て
、
そ
こ

に
生
き
る
人
間
は
、「
こ
れ
で
い
い
の
か
」、「
こ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
い
の
噴
出
の
最
中
に
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
御
子
柴

善
之
︵「
実
践
哲
学
の
第
三
層 

― 

カ
ン
ト
の
「
規
範
的
人
間
学
」
構
想 

― 

」﹃
哲
学
論
集
﹄
二
〇
一
一
年
、
三
四
頁
︶
に
従
え
ば
、
引
用
し
た
「
第
一
序

論
」
の
カ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
る
「
人
間
学
」
は
、「
実
用
的
見
地
お
け
る
人
間
学
」
の
方
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
が
注
目
し
て

き
た
よ
う
に
、「
実
用
」
と
「
実
践
」
の
区
別
が
現
実
的
に
は
決
定
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、「
道
徳
的
人
間
学
」
と
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
」
の

境
界
線
も
そ
れ
と
し
て
維
持
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
カ
ン
ト
自
身
は
「
道
徳
的
人
間
学
＝
規
範
的
人
間
学
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
ら

な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
区
別
の
決
定
不
可
能
性
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

︵
44
︶　﹃
人
間
学
﹄
が
対
象
と
す
る
領
域
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
フ
ー
コ
ー
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
実
用
的
な
自
由
に
お
い
て
は
、
要
求
と
狡
知
が
、
怪
し
げ

な
意
図
と
人
目
を
欺
く
隠
蔽
が
、
主
導
権
を
握
ろ
う
と
す
る
ひ
そ
か
な
企
み
が
、
そ
し
て
忍
耐
と
忍
耐
の
間
で
成
立
す
る
妥
協
が
問
題
と
な
る
」

︵E
m

m
anuel K

ant, A
nthropologie du point de vue pragm

atique, précédée de M
ichel Foucault, Introduction à l’A

nthropologie de K
ant, V

rin, 

2008, p. 27. 

邦
訳
﹃
カ
ン
ト
の
人
間
学
﹄
王
寺
賢
太
訳
、
新
潮
社
、
二
〇
一
〇
年
、
四
六
頁
︶。﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄「
規
準
論
」
の
手
前
に
は
、
こ
の
よ
う

な
「
不
純
さ
、
虚
飾
、
偽
善
︵H

euchelei

︶」
に
つ
い
て
の
人
間
学
的
な
視
点
が
見
ら
れ
る
︵B

775-776
/42-43

︶。

 

︵
45
︶　﹃
人
間
学
﹄
に
お
け
る
「
仮
象
」
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
も
、
フ
ー
コ
ー
の
以
下
の
言
葉
が
わ
か
り
や
す
い
。「︹﹃
人
間
学
﹄
に
お
け
る
︺
感
性
に
つ
い

て
の
研
究
が
、
批
判
に
見
ら
れ
た
「
仮
象
」
と
「
現
象
」
の
大
き
な
対
立
を
再
び
取
り
上
げ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
探
索
す
る
の
は
現
象
の
な
か
で
根

拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
何
で
あ
り
え
る
か
で
は
な
く
て
、
仮
象
の
き
ら
め
き
の
な
か
で
魅
惑
的
だ
が
は
か
な
い
も
の
と
は
何
か
、
仮
象
は
い
か
に
し
て
き

ら
め
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
覆
い
隠
す
の
か
、
ま
た
い
か
な
る
場
合
に
自
分
が
隠
す
も
の
を
伝
達
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
」︵ibid., p. 43. 

邦
訳
八
三
頁
︶。

 

︵
46
︶　「
希
望
な
き
祈
り
」
に
お
け
る
「
計
算
」
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
も
、
デ
リ
ダ
は
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
︵E

F
31

︶。

 

︵
47
︶　﹃
宗
教
論
﹄
の
観
点
か
ら
す
る
と
、「
窮
余
の
嘘
」
に
お
い
て
は
格
率
の
転
倒
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
格
率
の
転
倒
一
般
に
関
し
て
、

そ
こ
で
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。

　 

　
　
　 

い
く
ら
道
徳
法
則
へ
の
崇
敬
を
表
明
し
て
も
、
法
則
が
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
動
機
で
あ
る
こ
と
、
自
ら
の
格
率
に
お
い
て
他
の
い
か
な
る
選
択
意
志

の
規
定
根
拠
に
も
ま
さ
る
こ
と
、
こ
れ
を
容
認
し
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
偽
善
で
あ
り
︵geheuchelt

︶、
こ
の
よ
う
な
偽
善
へ
の
性
向
は
、
内
的
な



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

九
五

不
信
、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
の
解
釈
に
際
し
て
、
法
則
が
不
利
に
な
る
よ
う
に
し
て
自
分
を
欺
こ
う
と
す
る
性
向
な
の
で
あ
る
。︵V

I42
/57

、
傍

線
引
用
者
︶

 

︵
48
︶　F

riedrich N
ietzsche, Z

u
r G

en
ealogie der M

oral, in G
iorgio C

olli und M
azzino M

ontinari (hrsg.), N
ietzsche W

erke: kritische 

G
esam

tausgabe, A
bt. 6, B

d. 2, W
alter de G

ruyter &
 C

o., 1968, S. 316. 

邦
訳
﹃
道
徳
の
系
譜
﹄
信
太
正
三
訳
︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
全
集
﹄
第
一
一
巻
︶、
筑

摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
四
三
五
頁
。

 

︵
49
︶　N

ietzsche, Jenseits von G
ut und B

öse, a. a. O
., S. 13. 

邦
訳
﹃
善
悪
の
彼
岸
﹄
前
掲
書
、
二
三
頁
。

 

︵
50
︶　
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
、「
実
用
的
人
間
学
」
と
い
う
見
地
か
ら
批
判
哲
学
や
当
の
人
間
学
自
体
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
、

勝
西
良
典
の
非
常
に
広
い
射
程
を
持
っ
た
議
論
︵「
人
間
的
生
の
一
回
性 

― 

超
越
論
哲
学
と
実
用
的
見
地
の
カ
ン
ト
的
交
差 

― 

」﹃
哲
学
論
集
﹄
第
四
〇

号
、
二
〇
一
一
年
︶
は
、「
要
請
」
概
念
の
検
討
と
い
う
本
稿
の
文
脈
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
重
な
り
合
う
部
分
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
勝
西
は
、「
主
体
の
︵
格
率
の
︶
法
則
化
は
、︹
…
︺
欺
瞞
と
し
て
の
普
遍
的
法
則
の
確
信
的
密
輸
入
と
い
う
意
味
づ
け
を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
体
的
法
則
を
世
界
に
浸
透
さ
せ
る
主
体
の
実
践
は
、
理
性
を
「
騙
る
」
似
非
理
性
的
存
在
者
のSpiele

と
し
て
定

式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
そ
の
身
振
り
を
「
命
懸
け
の
嘘
」
だ
と
す
る
︵
同
論
文
、
八
二
頁
︶。
こ
の
身
振
り
は
カ
ン
ト
自
身
の
も
の
で

も
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
フ
ー
コ
ー
は
「
実
践
理
性
が
定
言
命
法
の
中
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
保
証
し
て
い
た
こ
の
関
係
︹
＝
「
な
し
う

る
こ
と
」
と
「
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
」
と
の
関
係
︺
は
、
人
間
学
的
考
察
に
お
い
て
は
、
日
常
的
な
営
み
の
具
体
的
な
運
動
の
な
か
で
、
す
な
わ
ち

「Spielen

」
の
中
で
保
証
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
︵Foucault, op. cit., pp. 32 -33. 

邦
訳
五
八
頁
︶。

 

　
　「
窮
余
の
嘘
」
と
い
う
概
念
に
戻
る
と
、
先
述
の
よ
う
に
、
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
そ
嘘
を
つ
く
以
上
、
嘘
を
つ
く
行
為
は
程
度
の
差
は
あ
れ
す
べ
て
「
窮

余
の
嘘
」
だ
と
見
な
せ
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
嘘
を
つ
く
た
め
に
嘘
を
つ
く
」
と
い
う
行
為
も
、
た
と
え
ば
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
が
「
裏
切
り
の
愉
悦
を
経
験

し
た
こ
と
の
な
い
者
に
は
愉
悦
の
何
た
る
か
は
い
さ
さ
か
も
知
ら
れ
な
い
」︵Jean G

enet, U
n captif am

oureux, G
allim

ard, 1986, p. 85. 

邦
訳
﹃
恋
す

る
虜
﹄
鵜
飼
哲
・
海
老
坂
武
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
九
四
年
、
九
三
頁
︶
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
愉
悦
を
得
る
こ
と
が
そ
の
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
あ
ら
ゆ
る
嘘
は
「
窮
余
の
嘘
」
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 

　
　
な
お
、「
祈
り
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
「
愉
悦
︵extase

︶」
と
い
う
語
は
、
た
と
え
ば
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
仕
方
で
生
ま
れ
る
祈
り
と
い
う
行
為
そ
の

も
の
が
も
た
ら
す
喜
び
と
い
う
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
︵
鈴
木
泉
「
祈
り
に
つ
い
て
」﹃
ひ
と
お
も
い
﹄
創
刊
号
、
東
信
堂
、
二
〇
一
九

年
、
二
一
八
頁
︶
を
喚
起
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
の
系
譜
と
し
て
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
よ
う
に
、
祈
り
に
「
生
の
躍
動
︵élan vital

︶」
を
見
て
取



哲
学
研
究
　
第
六
百
十
号

九
六

る
も
の
が
あ
る
が
︵E

ugène M
inkow

ski, L
e tem

ps vécu: études phénom
énologiques et psychopathologiques, D

elachaux et N
iestlé, 1968, p. 

101. 

邦
訳
﹃
生
き
ら
れ
る
時
間
﹄
一
、
中
江
育
生
・
清
水
誠
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
一
四
一
頁
︶、
そ
う
す
る
と
、
本
稿
の
論
点
か
ら
は
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
提
示
し
た
「
仮
構
機
能
︵fonction fabulatrice

︶」︵H
enri B

ergson, L
es deux sources de la m

orale et de la religion, P.U
.F., 2005 [1932]

︶

を
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
本
文
で
引
用
し
た
「
い
っ
た
い
な
ぜ
自
然
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
空
虚
な
願
望
と
憧
憬
と
い
う
︵
こ
れ
ら

は
、
た
し
か
に
人
間
生
活
の
う
ち
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︶、
こ
う
し
た
不
毛
な
力
の
消
費
に
対
す
る
素
質
を
植
え
つ
け
て
お
い
た
の
か
」
と
い

う
カ
ン
ト
の
問
い
に
対
す
る
カ
ン
ト
自
身
の
回
答
は
、「
生
の
促
進
の
た
め
」
で
あ
る
︵vgl. X

X
231

/235

︶。
こ
の
観
点
は
﹃
判
断
力
批
判
﹄
で
は
「
夢
」

に
関
し
て
も
提
示
さ
れ
︵V

380
/38

︶、﹃
人
間
学
﹄
で
は
「
夢
」︵V

II169-171
/189 -190

/115 -117

︶
の
み
な
ら
ず
た
と
え
ば
「
酔
っ
払
う
こ
と
」

︵V
II169 -171

/86 -88

︶
に
関
し
て
も
提
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
の
自
然
理
解
や
目
的
論
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
関
連
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ま
っ
た
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、「
構
想
力
／
想
像
力
」
と
い
う
極
め
て
射
程
の
広
い
問
題

系
を
視
野
に
入
れ
た
考
察
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

 

︵
51
︶　
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
﹃
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
﹄︵
上
︶
原
卓
也
訳
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
二
頁
。

 

︵
52
︶　
平
凡
な
者
の
「
希
望
な
き
祈
り
」
が
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
射
程
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
根
無
一
行
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
神
義

論 

―
希
望
な
き
抗
議
」﹃
龍
谷
大
学
社
会
学
部
紀
要
﹄
第
五
九
号
、
二
〇
二
一
年
、
八
一
頁
参
照
。

【
カ
ン
ト
の
文
献
】

・K
ant’s G

esam
m

elte Schriften, hrsg. von der K
öniglich P

reußischen A
kadem

ie der W
issenschaften, 1900ff.

・﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄︵
中
︶︵
下
︶
有
福
孝
岳
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
五
巻
・
第
六
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。

・﹃
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
平
田
俊
博
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
七
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。

・﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
坂
部
恵
・
伊
古
田
理
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
七
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。

・﹃
判
断
力
批
判
﹄︵
上
︶︵
下
︶
牧
野
英
二
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
八
巻
・
第
九
巻
︶
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
〇
年
。

・﹃
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
﹄
北
岡
武
司
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
一
〇
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。

・﹃
人
倫
の
形
而
上
学
﹄
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
一
一
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

・「
哲
学
に
お
け
る
最
近
の
高
慢
な
口
調
」
福
谷
茂
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
一
三
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。



「
自
己
へ
の
嘘
」
と
し
て
の
祈
り

九
七

・「
人
間
愛
か
ら
嘘
を
つ
く
権
利
と
称
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
」
谷
田
信
一
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
一
四
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

・﹃
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
﹄
渋
谷
治
美
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
一
五
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

・「
諸
学
部
の
争
い
」
角
忍
・
竹
山
重
光
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
一
八
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

・「
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
」
御
子
柴
善
之
訳
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
二
〇
巻
︶
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

【
デ
リ
ダ
の
文
献
】

・D
e la gram

m
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Selon Jacques Derrida, il n’y a pas d’espoir dans la prière ou la foi. S’il y a de 
l’espoir dans la prière, ce n’est qu’un « calcul » et donc la prière ne mérite pas 
le nom de prière. Cependant, la prière ne se fait pas sur le mode de la « mau-
vaise foi », où l’on ne sait pas ce que l’on fait. La prière est une prière parce 
que l’on sait soi-même qu’il n’y a pas d’espoir. La prière n’a donc pas une struc-
ture de mauvaise foi, mais de « mensonge à soi ». Toutefois, il est impossible 
de se mentir à soi-même d’une manière qui ne soit pas une mauvaise foi, car la 
personne à qui l’on ment connaît naturellement le mensonge. Se mentir à soi-
même est une expérience d’aporie.

Nous nous tournons ici vers Kant, qui a sévèrement condamné le mensonge 
et la prière. En effet, nous pensons que le système philosophique de Kant, qui a 
rendu possible cette condamnation radicale, est également une ressource phi-
losophique positive pour le mensonge et la prière. Le but de cet article est, à 
travers Kant lui-même, de reprendre la prière entre nos mains en élucidant sa 
structure.

La réflexion de Jean-Louis Chrétien dans « La parole blessée : Phénoménolo-
gie de la prière » (1992), selon laquelle la « prière » se situe à l’intersection des 
horizons du « vrai et du faux » et de la « performativité », constitue notre point 
de départ (Chapitre 1).

Dans « Le canon de la raison pure », au sein de la Critique de la raison pure, 
Kant considère la « croyance » comme « le fait de tenir quelque chose pour vrai 
subjectivement suffisant mais objectivement insuffisant » et la comprend com-
me une « croyance pratique » nécessaire (le « postulat » dans les termes de la 
Critique de la raison pratique), à la différence d’une « croyance pragmatique » 
accidentelle. Cependant, la distinction entre ces deux « croyances » est indécid-
able dans la réalité. Il est donc possible d’interpréter la « croyance » comme un 

La prière comme « mensonge à soi » :
la « foi » et le « jugement réfléchissant » chez Kant

par

Kazuyuki NEMU

Chargé de cours de l’Université de Kyoto
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« mensonge à soi », qui sait que quelque chose est accidentel, mais qui se ment 
à soi-même et le considère comme nécessaire (Chapitre 2).

Or, Kant, dans « Sur un prétendu droit de mentir par humanité », a caté-
goriquement rejeté le mensonge. Cependant, il est possible d’y lire la possibilité 
que Kant accepte exceptionnellement le « mensonge d’urgence ». Si tel est le 
cas, alors dans la philosophie de Kant, le « mensonge d’urgence » peut apparaî-
tre comme un « mensonge à soi = croyance ». La condition de possibilité de ce 
« mensonge à soi = croyance » est le « jugement réfléchissant » présenté dans 
la Critique du jugement. En effet, la fonction d’ « héautonomie » du jugement 
réfléchissant  croise l’horizon du « vrai et du faux » et celui de la « performativ-
ité ». Ainsi, la structure du « mensonge à soi » que possèdent la prière et la 
croyance est clarifiée (Chapitre 3).

Dans La religion dans les limites de la simple raison, Kant condamne la prière 
comme l’acte d’un « hypocrite » qui « affirme même devant Dieu que quelque 
chose est certain, alors qu’il est conscient lui-même que cela n’est pas du car-
actère tel qu’on peut l’affirmer avec une confiance illimitée ». Cependant, cette 
même philosophie kantienne nous fait comprendre que cet acte est celui d’un « 
mensonge à soi » (Chapitre 4).

Dans la philosophie kantienne, qui considère que seuls ceux qui ont une pra-
tique morale peuvent avoir de l’espoir, il n’y a plus d’espoir pour les hypocrites 
qui prient. C’est précisément pour cette raison que Kant nous laisse, nous les 
médiocres, « la prière comme mensonge à soi » (En guise de conclusion).


