
「
あ
な
た
は
何
か
「
宗
教
」
を
信
じ
て
い
ま
す
か
」
と
い
っ
た
問
い

は
今
日
広
く
普
及
し
て
お
り
、
多
く
の
人
が
こ
の
問
い
に
疑
問
す
ら
感

じ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
い
が
生
じ
た
の
は
近
世

以
降
の
西
洋
に
お
い
て
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
種
の
問
い
は
「
宗
教
」

理
解
に
関
し
て
深
刻
な
問
題
を
芋
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
の
は
二

0
世
紀
後
半
以
降
の
宗
教
学
で
あ
り
、
そ
の
嘴
矢
が

w.

C
・
ス
ミ
ス
の
研
究
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
教
研
究
者
に
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
「
宗
教
」
が
「
信
じ
る
」
と
い
う
行
為
の
対
象

で
あ
っ
て
、
そ
れ
（
そ
の
（
諸
）
命
題
）
は
真
か
偽
の
何
れ
か
で
あ
り
、

叡
知
的
な
領
域
に
そ
の
座
を
有
し
、
思
索
す
る
精
神
の
前
で
そ
の
調
査

を
待
っ
て
い
る
何
も
の
か
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
登
場
し
た
の
は
一
七

w
.
C
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
「
宗
教
」
概
念
の
歴
史
性
の

研
究
と
カ
ン
ト

カ
ン
ト
に
お
け
る

「
宗
教
」

と

「
値
仰
」

世
紀
の
前
半
で
あ
り
、
一
八
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

(
2
)
 

意
識
の
中
に
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
「
今
日
に
お
い
て
も
な

お
、
人
々
の
「
宗
教
」
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
、
そ
れ
が
[
中
略
]

あ
た
か
も
決
定
的
な
問
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
「
彼
ら
は
何
を
信
じ

(
3
)
 

て
い
る
の
か
」
と
問
う
傾
向
を
も
つ
の
も
、
そ
の
遣
産
な
の
で
あ
る
」

と
い
う
。

さ
ら
に
彼
は
、
真
偽
を
問
題
に
し
う
る
よ
う
な
命
題
を
受
け
入
れ
る

か
ど
う
か
（
個
じ
る
か
信
じ
な
い
か
）
と
い
う
、
啓
蒙
主
義
が
そ
の
形

成
を
促
進
し
た
「
信
仰
」
概
念
を
基
礎
と
す
る
「
主
知
主
義
的

[
 
intellectualistic]
」
「
ゥ
ホ
教
」
皿
飢
今
心
（
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
「
宗
教
と

は
教
義
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
」
、
「
体
系
的
な
宗
教
概
念
」
と
も
呼
ん

で
い
る
）
に
加
え
て
、
世
界
に
存
在
す
る
多
様
な
儀
礼
体
系
と
い
う
ヵ

ト
リ
ッ
ク
的
な
概
念
、
さ
ら
に
は
、
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
民
衆
の
宗

教
性
や
敬
虔
主
義
や
ウ
ェ
ス
レ
イ
等
の
流
れ
な
ど
を
受
け
た
「
非
主
知

主
義
的
[nonintellectual]
」
な
概
念
の
流
れ
が
、
今
日
の
私
た
ち

(
4
)
 

の
「
宗
教
」
概
念
に
は
流
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
。

保

呂

篤

彦

に
関
す
る
準
備
的
考
察
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こ
の
う
ち
の
「
非
主
知
主
義
的
」
宗
教
概
念
の
流
れ
は
、
知
識
人
を

中
心
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
啓
蒙
主
義
的
・
主
知
主
義
的
な
宗
教
概

念
を
駆
逐
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
に
修
正
を
加

え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
ス
ミ
ス
は
述
べ
て
い
る
。

そ
の
上
で
ス
ミ
ス
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
ド

イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
論
点
の
展
開
が
特
に
注
目
に
値
す
る
と
述
べ
て
、

カ
ン
ト

(
I
m
m
a
n
u
e
l
K
a
n
t
,
 1
7
2
4
 ,
 18
0
4
)

と
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー

(
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 S
c
h
l
e
i
e
r
m
a
c
h
e
r
 ̀

 
1
7
6
8
 ,
 
1
8
3
4
)
 
.l-J
ぃ
‘
つ
一
て
人
の
折
口
坐
子
芸
5
.

神
学
者
を
そ
の
例
に
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
箇
所
の
本
文
の
叙
述

(
5
)
 

は
約
一
頁
と
極
め
て
簡
潔
で
あ
る
上
、
そ
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
シ
ュ
ラ
イ
ア

(
6
)
 

マ
ハ
ー
に
割
か
れ
て
い
て
、
カ
ン
ト
は
そ
の
「
予
兆
[a
d
u
m
b
r
a
t
i
o
n
]
」

で
あ
っ
た
と
い
う
一
言
で
片
付
け
ら
れ
て
お
り
、
巻
末
註
に
も
半
頁
ほ

ど
の
解
説
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
宗
教

概
念
の
啓
蒙
主
義
的
・
主
知
主
義
的
な
宗
教
概
念
と
の
関
係
や
、
今
日

の
宗
教
概
念
の
形
成
に
及
ぽ
し
た
影
響
は
、
ス
ミ
ス
の
記
述
か
ら
も
か

な
り
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
宗
教
概
念
と
啓

蒙
主
義
的
・
主
知
主
義
的
宗
教
概
念
と
の
関
係
、
今
日
の
宗
教
概
念
と

の
関
係
な
ど
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
見
方
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
指
摘
を
念
頭
に
置
い

た
と
き
、
カ
ン
ト
が
論
じ
た
「
宗
教
」
や
「
信
仰
」
の
概
念
が
い
か
な

る
特
徴
を
も
つ
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
か
を
検
討
し
、
カ
ン
ト
の
こ

ま
ず
、
ス
ミ
ス
が
考
察
の
中
心
に
据
え
た
「
宗
教
」
の
概
念
に
つ
い

て
ご
く
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
の
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内

の
宗
教
』

(
D
i
e
R
e
l
羹
思
こ
ミ
芭
‘halb
d
e
r
 G
r
e
n
z
e
n
 d
e
r
 b
l
o
B
e
n
 

V
e
r
n
u
羞
1
7
9
3
)

に
よ
れ
ば
、

(
1
)
「
宗
教
は
（
主
観
的
に
見
れ
ば
）

私
た
ち
の
す
べ
て
の
義
務
を
神
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
[
d
a
s
 

E
r
k
e
n
n
t
n
i
B
 aller 
Pflichten 
als 
gottlicher 
G
e
b
o
t
e
]

で
あ
る
」

(
8
)
 

(
V
I
 1
5
3
)

。
こ
の
叙
述
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
「
宗

教
」
が
―
つ
の
「
認
識
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
「
客

観
的
」
に
見
れ
ば
、
（

2
）
「
真
な
る
唯
一
の
宗
教
[D
i
e
 w
a
h
r
e
 ̀

 

alleinige 
Religion]

は
、
諸
法
則
以
外
に
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
そ

の
無
条
件
的
必
然
性
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
[u
n
s
 b
e
w
u
B
t
 w
e
r
d
e
n
 

k
o
n
n
e
n
]
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち
が
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
（
経
験
的
に
で

は
な
く
）
啓
ホ
さ
れ
た
と
承
認
す
る
[offenbart a
n
e
r
k
e
n
n
e
n
]

と
こ

ろ
の
実
践
的
諸
原
理
以
外
に
は
、
何
も
含
ん
で
い
な
い
」

(
V
I
1
6
7
 ,
 

1
6
8
)

と
言
う
。
つ
ま
り
、
「
宗
教
」
と
し
て
人
間
が
「
認
識
」
す
る
当

の
も
の
は
、
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
道
徳
的
「
諸
法
則
」
、
「
実

践
的
諸
原
理
」
に
他
な
ら
な
い
。
客
観
的
に
存
在
す
る
の
は
叡
知
的
世

『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
に
お
け
る
「
宗
教
」

概
念

れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
再
考
す
る
手
掛
か
り
を
得
る
よ
う
努
め
た
い
。
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界
を
支
配
す
る
道
徳
法
則
、
実
践
的
諸
原
理
の
体
系
の
み
で
あ
っ
て
、

有
限
な
理
性
的
存
在
者
た
る
人
間
に
は
そ
れ
ら
が
「
義
務
」
と
し
て
現

わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
「
す
べ
て
の
義
務
」
を
神
の
命
令
と
し
て
「
認

識
」
す
る
こ
と
（
し
た
も
の
）
が
「
宗
教
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
も
ま
た
、
カ
ン
ト
に
よ
る
こ
の
二
つ
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
そ

れ
は
、
[

(

1

)

]

人
間
に
よ
る
あ
る
も
の
の
認
識
[recognition]

で

あ
り
、
[

(

2

)

]

彼
は
こ
の
同
じ
語
を
ま
た
私
た
ち
が
認
識
す
る
も
の

(
9
)
 

を
指
す
の
に
も
用
い
て
い
る
」
と
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
、
こ
れ
ら
を
、

(
1
)
「
超
越
に
対
す
る
人
間
の
あ
る
性
質
な
い
し
は

そ
れ
と
の
人
格
的
関
係
」
を
指
す
も
の
と
、

(
2
)
「
そ
の
超
越
自
体
」

(10) 

を
指
す
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
認
識
[E
r
k
e
n
n
t
n
i
B
 ¥
 recognition]
」
が
い
か
な

る
「
認
識
」
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
少

な
く
と
も
カ
ン
ト
は
「
私
た
ち
の
す
べ
て
の
義
務
は
神
の
命
令
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
の
真
偽
を
直
接
的
に
問
題
に
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
「
認
識
」
は
、
別
の
命
題
（
神
の
存
在
と
霊
魂
の
不
死
）

を
「
真
と
見
な
す
こ
と
[F
t
i
r
w
a
h
r
 halten]
」
（
こ
れ
が
「
信
仰

[
 
G
l
a
u
b
e
n
]
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
）
に
基
づ
く
と
考
え
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
上
の
「
認
識
」
が
「
主
知
主
義
的
」

な
「
宗
教
」
概
念
を
越
え
て
、
「
超
越
に
対
す
る
人
間
の
性
質
」
、
「
超

越
と
の
人
格
的
関
係
」
を
示
す
よ
う
な
概
念
で
あ
る
と
果
た
し
て
言
え

る
か
ど
う
か
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
別
の
命
題
（
「
宗
教
の
根
本
問

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
と
却

し
て
の
「
信
仰
」

題
」
）
を
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
考
え
る
「
信
仰
」

の
性
質
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

「
信
仰
[G
l
a
u
b
e
n
]
」
も
「
知
識
[W
i
s
s
e
n
]
」
も
、
命
題
に
対
す

る
悟
性
の
態
度
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
態
度
を
「
真
と
見

な
す
こ
と
[
F
u
r
w
a
h
r
h
a
l
t
e
n
]
」
の
特
殊
な
あ
り
方
と
し
て
捉
え
、

こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
態
度
で
あ
る
か
を
、
『
純
粋
理
性
批

判』

(Kritik
d
e
r
 r
e
i
n
e
n
 
Vernuft, 1
1
7
8
1
,
 2
1
7
8
7
)

の
超
越
論
的
方

法
論
第
二
章
「
純
粋
理
性
の
規
準
」
第
三
節
「
私
見
[M
e
i
n
e
n
]
、
知

識
、
信
仰
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
こ

の
節
の
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
て
い
る
三
つ
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
に
加

え
て
、
「
確
倍
[U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
]
」
と
「
思
い
な
し
[U
b
e
r
r
e
d
u
n
g
]
」

と
い
う
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
の
中
で
「
信
仰
」
が
他
の

「
真
と
見
な
す
こ
と
」
と
の
対
比
で
い
か
な
る
「
真
と
見
な
す
こ
と
」

で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
の
「
信
仰
」
と
「
宗
教
」
が
、

い
か
な
る
点
で
「
主
知
主
義
的
」
概
念
を
克
服
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か

が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
と
し
て
の
「
信
仰
」

30 



の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
こ
れ
と
対
比
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

は
、
「
知
識
」
と
「
私
見
」
と
「
思
い
な
し
」
の
三
つ
の
概
念
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
「
信
仰
」
を
含
め
た
こ
れ
ら
四
つ
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」

を
カ
ン
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て
捉
え
て
い
る
か
を
見
て

お
く
こ
と
に
す
る
。

真
と
見
な
す
こ
と
が
、
理
性
だ
け
は
持
っ
て
い
る
限
り
の
す
べ
て

の
人
々
に
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
は
客
観
的
に
十
分
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
う
し
た
真
と
見
な
す
こ
と
は
そ
の
時
確
信

[
 
U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
]

と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
が
主
観
の
特
殊
な
性
質

の
う
ち
に
し
か
そ
の
根
拠
を
有
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
思

、
、
、

い
な
し
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

(
A
8
2
0
¥
 
B
8
4
8
)
 

思
い
な
し
は
単
な
る
仮
象
[S
c
h
e
i
n
]

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
主
観
の
う
ち
に
の
み
あ
る
そ
の
判
断
の
根
拠
が
客
観
的

と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は

私
的
妥
当
性
[Privatgtiltigkeit]

し
か
も
っ
て
お
ら
ず
、
真

と
見
な
す
こ
と
が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

(
A
8
2
0
¥
 
B
8
4
8
)
 

私
見
と
は
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
意
識
的
に
不
十
分
な
真
と

見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
真
と
見
な
す
こ
と
が
主
観
的
に
だ
け
十
分

で
あ
っ
て
、
同
時
に
客
観
的
に
不
十
分
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
信
仰
と
呼
ば
れ
る
。
最
後
に
、
主
観
的
に
も

客
観
的
に
も
十
分
な
真
と
見
な
す
こ
と
は
知
識
と
呼
ば
れ
る
。

(
A
8
2
2
 ¥
 B
8
5
0
)
 

以
上
、
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
真
と
見

な
す
こ
と
」
の
「
客
観
的
」
お
よ
び
「
主
観
的
」
な
十
分
さ
不
十
分
さ

で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
客
観
的
」
「
主
観
的
」
と
も
に
十
分
な

の
が
「
知
識
」
で
あ
り
、
「
客
観
的
」
「
主
観
的
」
と
も
に
不
十
分
な
の

が
「
私
見
」
で
あ
っ
て
、
「
思
い
な
し
」
と
「
信
仰
」
は
ど
ち
ら
も
「
主

観
的
」
に
は
十
分
で
あ
る
が
、
「
客
観
的
」
に
は
不
十
分
な
「
真
と
見

な
す
こ
と
」
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
思
い
な
し
」
と
「
信
仰
」
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
思
い
な
し
」
は
、
主
観
が
実
際
に
は
十
分
な
客

観
的
根
拠
を
も
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
っ
て
そ
れ
を
も
っ

て
い
る
と
思
い
な
し
て
い
る
よ
う
な
種
類
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
私
的
妥
当
性
」
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
の

に
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
「
仮
象
」
だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
信
仰
」
の
方
に
は
そ
う
し
た
錯
誤
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
判
断
の
「
客
観
的
」
根
拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
正
当

に
認
め
な
が
ら
、
な
お
「
主
観
的
」
に
は
十
分
で
あ
る
の
が
「
信
仰
」

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
客
観
的
根
拠
」
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
正

し
く
認
め
ら
れ
て
い
る
点
は
「
私
見
」
も
「
信
仰
」
と
変
わ
ら
な
い
。
「
私

見
」
は
そ
れ
が
「
主
観
的
」
に
も
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て

い
る
点
で
、
「
信
仰
」
と
は
異
な
る
。
そ
れ
で
は
、
「
客
観
的
」
に
不
十

分
と
意
識
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
「
主
観
的
」
に
は
十
分
な
「
真

と
見
な
す
こ
と
」
で
あ
る
「
信
仰
」
と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
「
真
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と
見
な
す
こ
と
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
、
こ
の
「
信
仰
」
を

(1)
「
実
用
的
信
仰
[d
e
n
 p
r
a
g
m
a
t
i
s
c
h
e
n
 

G
l
a
u
b
e
n
]
」
と

(
2
)
「
道
徳
的
信
仰
[d
e
n
 moralischen G
l
a
u
b
e
n
]
」

と
に
大
き
く
二
分
し
て
い
る
。

「[（
1
)
]
ひ
と
た
び
あ
る
目
的
が
立
て
ら
れ
る
と
、
そ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
の
諸
条
件
も
仮
言
的
に
必
然
的
と
な
る
。
こ
の

必
然
性
は
主
観
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
目
的
が
そ
の
も

と
で
達
成
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
い
か
な
る
他
の
諸
条
件
を
も
私

た
ち
が
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
限
り
、
相
対
的
に
の
み
で
は
あ
る
が

十
分
で
あ
る
。
[

(

2

)

]

し
か
し
こ
の
必
然
性
は
、
立
て
ら
れ
た

目
的
へ
と
導
く
他
の
諸
条
件
を
誰
一
人
と
し
て
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
、
私
た
ち
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
確
実
な
知
識

を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、
端
的
に
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ

て
十
分
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
に
は
、
私
が
あ
る
種
の
諸
条
件
を

前
提
し
真
と
見
な
す
の
は
た
ん
に
偶
然
的
な
信
仰
に
す
ぎ
な
い
が
、

第
二
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
―
つ
の
必
然
的
な
信
仰
で
あ
る
。

(
A
8
2
3
 ,
 
8
2
4
 ¥
 B
8
5
1
 ,
 
8
5
2
)
 

も
ち
ろ
ん
、
「
第
一
の
場
合
」
が
「
実
用
的
信
仰
」
で
あ
り
、
「
第
二

の
場
合
」
が
「
道
徳
的
信
仰
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
前
者
に
類

比
的
な
（
た
だ
し
、
そ
の
典
型
的
事
例
に
お
い
て
、
真
と
見
な
さ
れ
る

命
題
は
後
者
の
そ
れ
と
重
な
る
よ
う
な
）
信
仰
と
し
て
「
理
説
的
信
仰

ま
ず
、
「
実
用
的
信
仰
」
を
検
討
し
た
い
。
重
要
な
点
は
、
何
ら
か

の
目
的
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
目
的
の
実
現
の
た
め
の
あ
る
諸
条
件
に
つ

い
て
判
断
が
な
さ
れ
、
当
人
が
目
的
実
現
の
諸
条
件
を
そ
れ
以
外
に
知

ら
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
判
断
を
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
が
「
相

対
的
に
の
み
」
で
は
あ
る
が
主
観
的
に
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
カ
ン
ト
が
挙
げ
る
状
況
を
見
て
お
こ
う
。

医
師
は
危
篤
に
陥
っ
て
い
る
病
人
に
何
ら
か
の
処
置
を
施
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
病
気
が
何
で
あ
る
か
が
分
か
ら

な
い
と
す
る
。
彼
は
諸
徴
候
に
注
意
し
て
、
よ
り
適
切
な
こ
と
を

何
一
っ
知
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
が
肺
結
核
で
あ
る
と
診
断
す
る
。

彼
の
信
仰
は
彼
自
身
の
診
断
に
お
い
て
す
ら
単
に
偶
然
的
な
も
の

で
あ
っ
て
、
別
の
医
師
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
も
っ
と
適
切
な
診
断

を
下
す
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
的
な
信
仰
、

し
か
し
、
あ
る
種
の
諸
行
為
の
た
め
の
手
段
を
実
際
に
使
用
す
る

と
き
、
そ
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
こ
の
よ
う
な
信
仰
を
実
用
的
信

仰
と
名
づ
け
る
。

(
A
8
2
4¥
 B
8
5
2
)
 

四

(12) 

[
 
d
e
n
 doktrinalen G
l
a
u
b
e
n
]
」
に
も
言
及
し
、
結
局
三
つ
の
タ
イ

プ
の
「
信
仰
」
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
実
用
的
信
仰
」
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こ
の
例
に
お
い
て
は
、
医
師
に
よ
っ
て
患
者
の
治
癒
と
い
う
「
目
的
が

立
て
ら
れ
」
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
治
療
と
い
う
実
践
に
コ
ミ

ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
医
師
自
身
は

こ
の
治
癒
と
い
う
「
目
的
が
そ
の
も
と
で
達
成
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

い
か
な
る
他
の
諸
条
件
を
も
」
、
つ
ま
り
「
よ
り
適
切
な
こ
と
」
を
「
ま

っ
た
く
知
ら
な
い
」
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

「
そ
れ
は
肺
結
核
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
医
師
の
診
断
（
信
仰
）
は
、
「
相

対
的
に
の
み
」
で
は
あ
る
が
主
観
的
な
十
分
さ
を
有
し
、
「
実
用
的
信
仰
」

と
名
づ
け
ら
れ
る
と
カ
ン
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、
こ
の
医
師
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
は
な
ぜ
「
信

仰
」
で
あ
っ
て
、
単
な
る
「
私
見
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
医
師
が
患
者
の
病
気
の
治
癒
と
い
う
「
目
的
」

の
実
現
に
強
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
こ
の
コ
ミ

ッ
ト
の
故
に
病
気
の
特
定
に
関
す
る
彼
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
は
確

固
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
「
十
分
さ
」
が
求
め
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
断
固
た
る
治
療
を
進
め
な
い
限
り
患
者
の
治
癒
を
望

む
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
る
診
断
（
命
題
）
を
堅
く
「
真
と
見
な
す
」
の

で
な
い
限
り
、
治
療
を
進
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
の
が
カ
ン
ト

の
考
え
だ
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
信
仰
」
は
、
「
私
見
」
と
同
じ
く
錯
誤
を
含
ま
ず
、
「
真

と
見
な
す
こ
と
」
の
た
め
の
十
分
な
客
観
的
根
拠
を
欠
い
て
い
る
と
い

う
意
識
を
伴
っ
て
い
る
も
の
の
、
「
私
見
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、
目

的
へ
の
実
践
的
関
係
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
そ
の
「
真
と
見

な
す
こ
と
」
の
（
「
実
用
的
個
仰
」
の
場
合
）
仮
言
的
な
必
然
性
を
主

観
的
に
十
分
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
主

観
的
な
十
分
さ
は
「
主
知
主
義
」
を
超
え
る
独
特
の
性
質
、
あ
る
目
的

の
実
現
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
真
剣
さ
と
い
う
人
格
的
態
度
に
基
づ
く
と
い

う
特
質
を
有
す
る
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
る
と
、
あ
る
行
動
を
起
こ
す

た
め
に
、
確
固
と
し
て
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
が
合
理
的
に
求
め
ら
れ

る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
の
み
、
あ
る
い
は
、
設
定
さ
れ
た
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
そ
れ
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
当
該
の
「
真
と
見

な
す
こ
と
」
は
「
信
仰
」
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な

確
固
と
し
た
も
の
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
状
況
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
私

た
ち
は
「
信
仰
」
で
は
な
く
単
に
「
私
見
」
を
も
つ
か
、
何
ご
と
を
も

「
真
と
見
な
す
」
こ
と
な
く
懐
疑
の
立
場
に
留
ま
る
か
、
い
ず
れ
か
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
実
用
的
信
仰
」
の
主
観
的
十
分
さ

が
行
為
者
と
文
脈
と
に
相
対
的
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
が
挙
げ
て
い
る
例
に
登
場
す
る
医
師
は
、
そ
の
知
識
が
本
質
的

な
点
で
不
十
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
迅
速
で
断
固
た
る
行
動
を

要
求
さ
れ
る
状
況
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
も
し
彼
が
も
っ
と
よ
い
教
育
、

あ
る
い
は
よ
り
適
切
な
教
育
を
受
け
て
い
た
と
し
た
ら
、
彼
は
、
患
者

の
病
気
が
何
で
あ
る
か
、
自
分
が
何
を
為
す
べ
き
か
に
つ
い
て
「
知
識
」

を
有
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
想
定
さ
れ
た
状
況
で
こ
の
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医
師
が
実
際
に
為
し
う
る
最
善
の
こ
と
は
、
「
実
用
的
信
仰
」
を
形
成
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
断
固
た
る
行
動
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
医
学

的
知
識
を
も
た
ず
、
患
者
を
治
療
す
る
立
場
に
な
い
傍
観
者
は
こ
の
よ

う
な
王
観
的
根
拠
を
も
た
な
い
し
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
「
信
仰
」
を

も
つ
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
彼
が
患
者
を
迅
速
に
治
療
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
定
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

彼
が
こ
こ
で
為
し
う
る
の
は
、
何
か
を
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
を
ま
っ

た
＜
差
し
控
え
る
か
、
あ
る
い
は
単
な
る
「
私
見
」
を
も
つ
こ
と
で
し

か
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
誰
か
別
に
呼
吸
器
内
科
の
優
れ
た
専
門
医
が

現
わ
れ
た
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
専
門
医
は
こ
の
問
題
に
関
し
て

「
私
見
」
や
「
信
仰
」
に
甘
ん
じ
る
に
は
及
ば
な
い
。
専
門
医
で
あ
れ
ば
、

こ
の
病
気
が
肺
結
核
で
あ
る
と
い
う
「
知
識
」
に
到
達
す
る
手
腕
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
専
門
医
が
患
者
を
診
察
し
、

治
療
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
上
記
の
文
脈
は
変
化
し
、
最
初
の
非
専
門

医
は
こ
の
件
に
関
し
て
も
は
や
「
私
見
」
し
か
も
た
な
く
な
る
。
病
気

に
関
し
て
彼
が
も
っ
て
い
る
情
報
も
彼
が
知
っ
て
い
る
患
者
の
症
状
や

徴
候
も
カ
ン
ト
が
提
示
し
た
元
の
場
合
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
同
一
人
物
が
同
一
の
根
拠
や

情
報
を
有
し
て
い
て
、
し
か
も
同
じ
問
題
に
関
し
て
何
ら
か
の
判
断
を

下
そ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
私
見
」
と
「
信
仰
」
の
何
れ
を

も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
が
、
文
脈
、
つ
ま
り
「
実
践
」
と
「
目
的
」
へ

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
有
無
に
応
じ
て
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
実
用
的
信
仰
」
が
「
度
[e
i
n
e
n
 G
r
a
d
]
」
を
有
す

る
と
い
う
カ
ン
ト
の
説
明
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ

ン
ト
は
、
上
で
引
用
し
た
医
師
の
例
に
続
く
箇
所
に
お
い
て
、
あ
る
人

の
主
張
が
「
単
な
る
思
い
な
し
[b
l
o
B
e
 -
0
-
b
e
r
r
e
d
u
n
g
]
」
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
少
な
く
と
も
「
主
観
的
な
確
信
[s
u
b
j
e
k
t
i
v
e
 

-
0
-
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
]
」
つ
ま
り
「
確
固
た
る
信
仰
[festes 
G
l
a
u
b
e
n
]
」

で
あ
る
の
か
を
決
定
す
る
「
あ
り
ふ
れ
た
試
金
石
[
d
e
r
 g
e
w
o
h
n
l
i
c
h
e
 

P
r
o
b
i
e
r
s
t
e
i
n
]
」
と
し
て
「
賭
け
[
<las 
W
e
t
t
e
n
]
」
を
挙
げ
、
そ
の

主
張
に
一
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
な
ら
賭
け
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
一

0
ド
ゥ

カ
ー
テ
ン
を
賭
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
と
論
じ
て
、
「
実

用
的
信
仰
は
度
を
有
す
る
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
く
、
こ
の
度
は
、
そ

こ
で
働
い
て
い
る
関
心
の
相
違
に
応
じ
て
、
大
き
か
っ
た
り
小
さ
か
っ

(14) 

た
り
す
る
」
(
A
8
2
5
¥
 B
8
5
3
)

と
結
論
し
て
い
る
。
上
述
の
医
師
の
場
合

の
診
断
へ
の
「
実
用
的
信
仰
」
に
も
「
度
」
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ

れ
は
目
的
（
治
癒
）
の
実
現
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
自
体
に
「
度
」

が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
医
師
が
そ
の
病
人
の
担
当
医
で
あ

る
限
り
、
治
癒
と
い
う
目
的
の
実
現
に
積
極
的
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
担
当
医
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
ゼ
ロ
に

な
る
こ
と
は
な
い
。
（
も
し
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
ら
、

も
は
や
こ
の
医
師
を
担
当
医
と
は
呼
べ
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
し
た
が
っ

て
担
当
医
が
傍
観
者
の
よ
う
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
単
な
る
「
私
見
」

し
か
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
ど
の
程

(51) 34 



度
強
く
こ
の
目
的
（
治
癒
）
実
現
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
は
、
状
況
に
よ

っ
て
、
担
当
医
が
そ
こ
で
有
す
る
関
心
に
よ
っ
て
、
変
わ
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
こ
の
患
者
の
病
が
致
死
性
の
難
病
で
あ
っ
て
、
そ

の
治
療
の
成
否
が
患
者
の
生
死
を
分
け
る
と
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
り
、
そ
れ
が
こ
の
医
師
の
重
要
な
学
術
的
業
績
に
つ
な
が
り
、
名
声

を
生
む
よ
う
な
症
例
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
担
当
医
の
目
的
実
現
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
極
め
て
強
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
患
者
の

病
が
お
そ
ら
く
既
知
の
軽
度
の
病
で
あ
っ
て
、
診
断
が
誤
り
で
あ
っ
て

も
直
ち
に
命
に
別
状
は
な
く
、
無
事
に
治
療
に
成
功
し
て
も
医
師
の
学

術
的
業
績
に
つ
な
が
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
目
的
実
現
へ

の
担
当
医
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
と
は
な
ら
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
患
者
が
自
分
の
肉
親
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ

た
こ
と
も
、
そ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強
さ
に
影
響
す
る
可
能
性
が
あ

ろ
う
。
「
実
用
的
信
仰
」
は
こ
の
よ
う
な
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
の
強

さ
に
よ
っ
て
相
違
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
度
」
を
有
す
る
と
い
う
の
が
カ

ン
ト
の
考
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
確
固
た
る
信
仰
」
は
強
力
な
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
裏
づ
け
ら
れ
て
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
誰
が
ど
の

よ
う
な
状
況
で
ど
の
程
度
の
強
さ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
持
つ
こ
と
に

な
る
か
は
分
か
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
実
用
的
信
仰
」

は
、
あ
る
主
体
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
目
的
」
と
の
実
践
的
関
係
を

も
つ
命
題
に
関
し
て
の
み
形
成
さ
れ
う
る
。
そ
こ
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

五

が
ま
っ
た
く
な
い
場
合
に
は
「
信
仰
」
は
形
成
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
の

「
真
と
見
な
す
こ
と
」
の
主
観
的
十
分
さ
は
、
何
ら
か
の
理
論
的
、
認

知
的
な
考
察
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
の
実

践
と
の
関
係
と
い
う
非
認
知
的
な
特
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
特
質

が
「
実
用
的
信
仰
」
の
み
で
な
く
、
「
理
説
的
信
仰
」
や
「
必
然
的
信
仰
」

(15) 

で
あ
る
「
道
徳
的
信
仰
」
（
「
理
性
信
仰
[
[
V
e
r
n
u
n
f
t
g
l
a
u
b
e
]
」
）
を

含
む
「
信
仰
」
一
般
の
特
質
と
言
え
る
の
か
を
、
次
に
検
討
し
よ
う
。

「
理
説
的
信
仰
」

そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
「
理
説
的
信
仰
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
、
た
と
え
私
た
ち
は
あ
る
客
観
と
の
連
関
に
お
い
て
は

ま
っ
た
＜
何
ご
と
も
企
図
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の

客
観
に
つ
い
て
の
真
と
見
な
す
こ
と
が
単
に
理
論
的
で
し
か
な
い

と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
は
多
く
の
場
合
、
事
の
確
実
性
を

決
す
る
何
ら
か
の
手
段
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
が
そ
れ
を

企
て
る
十
分
な
理
由
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な

何
ら
か
の
企
図
[
e
i
n
e
 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
]

を
思
想
の
う
ち
で
立

て
た
り
想
像
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な

る
理
論
的
判
断
の
う
ち
に
も
実
践
的
判
断
の
類
比
物
[
ein 

A
n
a
l
o
g
o
n
 v
o
n
 p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
n
 Urteilen]

が
あ
る
の
で
あ
り
、
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こ
の
実
践
的
判
断
に
基
づ
く
真
と
見
な
す
こ
と
に
は
信
仰
と
い
う

語
が
相
応
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
理
論
的

、
、
、
、
、

判
断

E
対
す
る
真
と
見
な
す
こ
と
]
を
理
説
的
信
仰
と
名
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

(
A
8
2
5
¥
 B
8
5
3
)
 

「
実
践
的
判
断
に
基
づ
く
真
と
見
な
す
こ
と
に
は
信
仰
と
い
う
語
が

相
応
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
目
的
の
実
現
と
い
う
実
践
へ
の
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
こ
そ
が
「
信
仰
」
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
を
主
観
的
に
十

分
な
も
の
に
す
る
と
い
う
本
稿
の
主
張
の
正
し
さ
を
裏
づ
け
る
も
の
で

あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
「
実
践
的
判
断
の
類
比
物
」
が
理

(16) 

論
に
も
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
思
想
に
お
け
る
あ
る
「
企
図
」
、
「
事

の
確
実
性
を
決
す
る
何
ら
か
の
手
段
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
が

そ
れ
を
企
て
る
十
分
な
理
由
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
よ
う

な
何
ら
か
の
企
図
」
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
。

カ
ン
ト
が
「
理
説
的
信
仰
」
の
実
例
と
し
て
最
初
に
挙
げ
る
の
は
、
「
私

た
ち
に
見
え
て
い
る
遊
星
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
ど
れ
か
―
つ
に
住
民

が
い
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
が
単
な
る
「
私
見
」
で
は

な
く
、
「
―
つ
の
強
い
信
仰
」
で
あ
っ
て
、
「
こ
の
信
仰
の
正
し
さ
に
つ

い
て
私
は
必
ず
や
生
涯
の
多
く
の
利
益
を
賭
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ
え

述
べ
て
い
る

(
V
g
l
.
A
8
2
5
¥
 B
8
5
3
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
遊
星
の

居
住
者
に
関
す
る
「
信
仰
」
が
、
い
か
な
る
「
企
図
」
と
の
関
わ
り
で

形
成
さ
れ
る
か
、
い
か
な
る
目
的
の
実
現
に
「
手
段
」
と
し
て
関
わ
っ

て
い
る
の
か
、
明
示
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
具
体
的
な
説
明

を
与
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
理
説
的
信
仰
」
の
第
二
の
例
で
あ
る
「
神

の
現
存
在
に
つ
い
て
の
教
説
[
die 
L
e
h
r
e
 v
o
n
 D
a
s
e
i
n
 G
o
t
t
e
s
]
」

に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
ぜ
「
理
説
的
侶
仰
」
に
数
え
ら
れ
る
の

か
を
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
、
私
は
理
論
的
世
界
認
識
に
関
し
て
は
、
神

の
現
存
在
と
い
う
こ
の
よ
う
な
思
想
を
、
私
が
世
界
の
諸
現
象
を

説
明
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
必
然
的
に
前
提
す
る
も
の
を
、

何
一
っ
と
し
て
指
令
し
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
私
は
、
あ
た
か
も

す
べ
て
の
も
の
が
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
私
の
理
性
を
用
い

る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
合
目
的
的
統
一
[
die 

z
w
e
c
k
m
a
.
B
i
g
e
 Einheit]

は
理
性
を
自
然
に
適
用
す
る
た
め
の

―
つ
の
大
き
な
条
件
で
あ
る
の
で
、
そ
の
う
え
自
然
は
そ
の
よ
う

な
合
目
的
的
統
一
に
つ
い
て
の
実
例
を
豊
富
に
私
に
提
供
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
そ
の
よ
う
な
合
目
的
的
統
一
を
無
視
す

る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
統

一
の
条
件
、
こ
の
統
一
を
私
に
と
っ
て
自
然
研
究
の
手
引
き
た
ら

し
め
た
と
こ
ろ
の
条
件
を
、
私
は
、
あ
る
最
高
の
叡
知
体
が
す
べ

て
の
も
の
を
最
も
賢
明
な
諸
目
的
に
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
に
秩

序
づ
け
て
お
い
た
と
す
る
前
提
の
他
に
は
知
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
一
人
の
賢
明
な
世
界
創
造
者
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
な
る
ほ

ど
偶
然
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
軽
ん
じ
ら
れ
な
い
あ
る
目
論
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見
の
た
め
の
―
つ
の
条
件
、
つ
ま
り
、
自
然
研
究
に
お
い
て
導
き

を
得
る
た
め
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

(
A
8
2
6
¥
 B
8
5
4
)
 

「
理
論
的
世
界
認
識
に
関
し
て
は
」
、
「
あ
た
か
も
す
べ
て
の
も
の
が
自

然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
理
性
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
合

目
的
的
統
こ
を
手
引
き
と
し
て
自
然
研
究
を
行
う
と
い
う
「
企
図
」
は
、

自
然
が
そ
の
実
例
を
豊
富
に
提
供
し
て
お
り
、
有
益
な
結
果
が
も
た
ら

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
「
合
目
的
的
統
一
」
の
た
め
に
カ
ン
ト
が
知
っ
て
い
る
条
件

は
、
「
一
人
の
賢
明
な
世
界
創
造
者
」
と
い
う
前
提
だ
け
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
「
自
然
研
究
に
お
い
て
導
き
を
得
る
」
と
い
う
偶
然
的
な
「
企

図
」
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
合
目
的
的
統
一
」
を
手
引

き
と
す
る
自
然
研
究
と
い
う
「
企
図
」
の
遂
行
の
条
件
と
し
て
、
「
神

の
現
存
在
」
と
い
う
「
理
説
的
伯
仰
」
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
カ
ン
ト

は
、
こ
の
よ
う
な
「
理
説
的
信
仰
」
は
「
自
然
の
神
学
（
物
理
神
学
）
」

の
所
産
で
あ
り
、
同
じ
合
目
的
性
と
い
う
思
想
に
基
づ
き
、
「
人
間
の

本
性
が
素
晴
ら
し
く
設
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
生
命
が
そ
れ
に
比

べ
て
あ
ま
り
に
も
不
釣
り
合
い
に
短
い
こ
と
を
顧
慮
す
る
こ
と
で
、
人

間
の
霊
魂
の
未
来
の
生
命
と
い
う
理
説
的
信
仰
に
対
し
て
も
同
様
に
十

分
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
」

(
A
8
2
7
¥
 B
8
5
5
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う

し
て
代
表
的
な
「
理
説
的
信
仰
」
は
、
次
に
論
じ
る
「
道
徳
的
信
仰
」

と
文
字
の
上
で
は
同
じ
「
神
存
在
」
と
「
霊
魂
の
不
死
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
ら
の
対
象
に
関
す
る
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
は
、
合
目

....L. 

ノ‘

的
的
統
一
を
手
引
き
と
す
る
自
然
探
求
と
い
う
企
図
の
実
行
へ
の
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
の
故
に
、
単
な
る
「
私
見
」
で
は
な
く
「
信
仰
」
と
名
づ

け
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
が
「
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
実
践
的
で
は
な
く
、
理
説
的
信
仰

と
名
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
A
8
2
6
¥
 B
8
5
4
)

と
、
カ
ン
ト

は
念
を
押
す
。
「
理
説
的
信
仰
」
も
ま
た
、
「
実
用
的
信
仰
」
の
場
合
と

同
様
、
そ
の
主
観
的
十
分
さ
が
主
体
と
文
脈
に
相
対
的
で
あ
り
、
「
何

か
不
安
定
な
も
の
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
有
し
て
い
る
」

(
A
8
2
7
¥
 

B
8
5
5
)

か
ら
で
あ
り
、
人
は
「
思
弁
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
難
点
に

よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
こ
の
理
説
的
信
仰
を
失
う
か
ら
で
あ
る
」

(
A
8
2
7
¥
 

B
8
5
5
)

。
こ
こ
で
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
主
に
合
目
的
的
統
一
を
手
引

き
に
し
て
自
然
研
究
を
企
図
す
る
あ
る
種
の
研
究
者
に
期
待
さ
れ
る
に

す
ぎ
ず
、
自
然
研
究
に
お
い
て
さ
え
、
先
の
手
引
き
が
常
に
有
益
で
あ

る
わ
け
で
は
な
い
し
、
信
仰
の
対
象
た
る
そ
の
神
も
「
宗
教
」
の
神
で

あ
る
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
道
徳
的
信
仰
」

「
実
用
的
信
仰
」
も
、
理
論
に
お
け
る
そ
の
類
比
物
で
あ
る
「
理
説

的
信
仰
」
も
、
そ
こ
に
は
何
か
不
安
定
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
。
い

ず
れ
の
場
合
に
も
、
そ
れ
は
あ
る
偶
然
的
な
目
的
の
実
現
の
手
段
な
い

し
条
件
に
関
す
る
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
必
然
性
は
主
観
的
に
十
分
な
も
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(17) 

の
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
偶
然
的
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
掲
げ
て
い
た

「
実
用
的
信
仰
」
の
事
例
で
言
え
ば
、
そ
の
患
者
が
肺
結
核
で
あ
る
と

い
う
信
仰
は
、
呼
吸
器
内
科
の
専
門
的
な
教
育
や
訓
練
を
十
分
受
け
て

い
な
い
医
師
が
患
者
の
治
癒
を
目
的
と
す
る
場
合
に
も
つ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
り
、
こ
の
医
師
が
こ
の
患
者
の
担
当
医
で
な
く
な
れ
ば
、
も
は

や
こ
れ
を
も
つ
必
要
は
な
い
し
、
専
門
医
で
あ
れ
ば
同
じ
文
脈
に
お
い

て
「
信
仰
」
で
は
な
く
「
知
識
」
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
神
の
存
在
に

関
す
る
「
理
説
的
信
仰
」
の
場
合
も
、
合
目
的
統
一
を
自
然
研
究
の
手

引
き
と
す
る
こ
と
で
研
究
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
生
物
学

者
等
の
一
部
の
自
然
研
究
者
に
は
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
べ

て
の
人
が
そ
れ
を
持
ち
う
る
と
は
限
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
は
、
「
道
徳
的
伯
仰
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

と
は
「
事
情
が
ま
っ
た
く
異
な
る
」
と
述
べ
て
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
あ
る
こ
と
が
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
私
が
人
倫
的
法
則
に
あ
ら
ゆ
る
点
で

従
う
と
い
う
こ
と
は
、
断
じ
て
必
然
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
目

的
は
こ
こ
で
は
不
可
避
的
に
確
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
目
的

が
そ
の
も
と
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
諸
目
的
と
脈
絡
づ
け
ら
れ
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
的
妥
当
性
を
も
つ
条
件
は
、
私
の
洞
察
が

及
ぶ
限
り
、
た
だ
一
っ
し
か
可
能
で
は
な
く
、
つ
ま
り
そ
れ
は
神

と
い
う
も
の
と
来
世
と
い
う
も
の
と
が
存
在
す
る
と
い
う
条
件
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、
誰
一
人
と
し
て
、
道
徳
的
法
則
の
も

と
で
諸
目
的
の
こ
の
よ
う
な
統
一
へ
と
導
い
て
い
く
諸
条
件
を
こ

れ
以
外
に
は
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
ま
っ
た
く
確
実
に
知
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
人
倫
的
準
則
は
同
時

に
私
の
格
率
で
も
あ
る
か
ら
（
私
の
格
率
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
べ
き
こ
と
を
理
性
が
命
令
す
る
の
で
あ
る
が
）
、
私
は
不
可

避
的
に
神
の
現
存
在
と
来
世
と
を
信
仰
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ

ゆ
え
私
は
、
何
一
っ
と
し
て
こ
の
信
仰
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る
。

(
A
8
2
8
¥
 B
8
5
6
)
 

こ
の
よ
う
に
「
道
徳
的
信
仰
」
は
、
主
体
が
偶
然
的
な
目
的
と
し
て
措

定
す
る
特
定
の
行
為
や
行
動
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は

普
遍
的
で
絶
対
的
に
必
然
的
な
目
的
、
「
人
倫
的
法
則
に
あ
ら
ゆ
る
点

で
従
う
」
と
い
う
目
的
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
目
的
が
「
実
践
的

妥
当
性
を
も
つ
条
件
」
と
し
て
「
た
だ
―
つ
可
能
」
な
の
が
神
と
来
世

の
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
「
誰
一
人
と
し
て
、
道
徳
的
法
則
の
も
と
で

諸
目
的
の
こ
の
よ
う
な
統
一
へ
と
導
い
て
い
く
諸
条
件
を
こ
れ
以
外
に

は
知
ら
な
い
」
こ
と
も
確
実
で
あ
る
の
で
、
こ
の
条
件
の
必
然
性
は
万

人
に
と
っ
て
端
的
に
十
分
だ
と
カ
ン
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
特
に
注
意
を
払
う
の
は
、
神
の
存
在
と
霊
魂
の
不

死
（
来
世
）
と
に
関
す
る
こ
の
信
仰
の
確
か
さ
が
理
論
的
認
識
に
お
け

る
「
論
理
的
確
実
性
[l
o
g
i
s
c
h
e
 
G
e
w
i
B
h
e
i
t
]
」
で
は
な
く
、
実
践

と

の

関

わ

り

に

お

け

る

「

道

徳

的

確

実

性

[

m
o
r
a
l
i
s
c
h
e
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G
e
w
i
B
h
e
i
t
]
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
A
8
2
9
¥
 B8
5
7
)
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
主
観
的
な
諸
根
拠
（
道
徳
的
心
術
の
）
に
基
づ

い
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
私
は
、
神
と
い
う
も
の
が
存
在

す
る
等
々
と
い
う
こ
と
が
道
徳
的
に
確
実
で
あ
る
[e
s
 ist ••• 

g
e
w
i
B
]
 

と
す
ら
言
っ
て
は
な
ら
ず
、
私
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
道
徳
的
に
確
信
し

て
い
る
[i
c
h
 b
i
n
 

••• 

g
e
w
i
B
]

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
A
8
2
9¥
 

B
8
5
7
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
に
つ
い
て
神
存

在
の
「
道
徳
的
証
明
」
が
云
々
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
証

明
」
は
厳
密
に
理
論
的
な
「
証
明
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
「
道
徳
的
信
仰
」
が
啓
蒙
主

義
に
由
来
す
る
「
主
知
主
義
的
」
概
念
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
「
宗
教
」
を
あ
る
種
の
「
認
識
」
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ

は
そ
の
根
本
命
題
の
「
信
仰
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
る
。

あ
る
命
題
を
「
真
」
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
を
「
宗
教
」
と
捉
え
る

限
り
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
「
宗
教
」
や
「
信
仰
」
の
理
解
も
啓
蒙
主

義
的
、
「
主
知
主
義
的
」
思
潮
の
支
配
下
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
の
「
信
仰
」
を
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
の
主
観
的
根
拠
を
、
最
高
善

の
実
現
と
い
う
目
的
と
の
実
践
的
関
係
、
目
的
へ
の
真
摯
な
コ
ミ
ッ
ト

七
お
わ
り
に

5 4 2
)
 

3
)
 

ー
註 メ

ン
ト
と
い
う
非
認
知
的
特
質
の
う
ち
に
見
る
点
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス

が
述
べ
た
よ
う
に
、
啓
蒙
主
義
に
由
来
す
る
主
知
主
義
を
克
服
す
る
方

向
に
踏
み
出
す
も
の
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
の
「
信
仰
」
概
念
に
つ
い
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

方
法
論
第
二
章
「
純
粋
理
性
の
規
準
」
に
お
け
る
叙
述
を
検
討
す
る
に

留
ま
っ
た
。
し
か
も
、
な
お
、
そ
の
議
論
の
展
開
を
十
分
読
み
解
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
箇
所
を
残
し
て
い
る
。
「
宗
教
」
の
概
念
に
関
し

て
も
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
の
一
部
の
記
述
を
ス
ミ
ス

の
議
論
と
の
関
係
で
考
察
し
た
に
す
ぎ
ず
、
カ
ン
ト
の
「
宗
教
」
概
念

の
検
討
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。
ス
ミ
ス
が
分
析
す
る
現
代
の
「
宗
教

[
 
religion]
」
概
念
の
主
要
な
特
徴
と
の
関
わ
り
で
、
カ
ン
ト
の
「
宗
教
」

概
念
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
関
す
る

探
究
は
他
日
の
課
題
と
し
た
い
。

W
i
l
f
r
e
d
 C
a
n
t
w
e
l
l
 S
m
i
t
h
,
 
T
h
e
 M
e
a
n
i
n
g
 a
n
d
 E
n
d
 o
f
 R
e
l
i
g
i
o
n
,
 

M
i
n
n
e
a
p
o
l
i
s
:
 
F
o
r
t
r
e
s
s
 
P
r
e
s
s
 ̀

 
1
9
9
1
 
(
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
 `
 
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 

M
a
c
m
i
l
l
a
n
,
 1
9
6
2
)
.
 

Ibid., 
p.40. 

I
b
i
d
．
引
用
文
中
の
[
]
内
は
直
前
の
訳
語
に
対
応
す
る
原
語
な
い
し
は
引

用
者
に
よ
る
補
足
。
以
下
同
様
。

Ibid., 
p.46. 

Ibid. ｀
 
pp.45-46. 
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Ibid., p.45. 

Ibid.」
p
p
.
2
4
0,
 
241, N
o
t
e
s
 for C
h
a
p
t
e
r
 T
w
o
 ̀
 No
t
e
 144. 

カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
出
典
箇
所
の
指
示
は
割
注
と
し
、
原
則
と
し

て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
該
当
箇
所
を
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア

ラ
ビ
ア
数
字
）
で
示
す
。
た
だ
し
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
限
っ
て
は
、
慣

例
に
し
た
が
い
、
原
典
の
初
版
を

A
、
第
二
版
を

B
で
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

頁
数
を
そ
の
後
に
記
す
。
な
お
、
原
文
の
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
よ
る
強
調
は
、

引
用
の
訳
文
で
は
傍
点
で
示
す
。

S
m
i
t
h
 ̀
 op. cit., 
p.240. 

Ibid. 

こ
の
箇
所
の
主
要
な
語
に
対
し
て
日
本
の
研
究
者
た
ち
が
与
え
て
い
る
訳

語
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
こ
の

U
b
e
r
r
e
d
u
n
g
に
つ
い
て
は
、
と
り

わ
け
研
究
者
た
ち
の
訳
語
が
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
高
峯
は

U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
に
「
定
見
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
、

U
b
e
r
r
e
d
u
n
g
に
対

し
て
は
「
我
見
」
と
い
う
訳
語
を
（
高
峯
一
愚
訳
「
純
粋
理
性
批
判
」
（
『
世

界
の
大
思
想
15
カ
ン
ト
上
」
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
四
年
）
五
一
五
頁
）
、

原
は

U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
に
は
「
確
信
」
、
ま
た

U
b
e
r
r
e
d
u
n
g
に
対
し
て
は
「
信

念
」
と
い
う
訳
語
を
（
原
佑
訳
「
純
粋
理
性
批
判
下
」
（
『
カ
ン
ト
全
集
第

六
巻
』
、
理
想
社
、
一
九
七
―
―
―
年
）
一
―
―
頁
）
、
さ
ら
に
有
福
は

U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
に
は
原
と
同
様
「
確
信
」
、
U
b
e
r
r
e
d
u
n
g
に
対
し
て
は
「
説

得
」
と
い
う
訳
語
を
（
有
福
孝
岳
訳
「
純
粋
理
性
批
判
下
」
（
『
カ
ン
ト
全

集
6
」
、
岩
波
書
店
、
二

0
0
六
年
）
一
〇
一
頁
）
そ
れ
ぞ
れ
当
て
て
い
る
。

チ
グ
ネ
ル
は

doktrinal
と
い
う
語
が
こ
こ
で
は
宗
教
的
な
信
条
へ
の
言
及
に

限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
り
広
い
意
味
で
、
つ
ま
り
t
e
a
c
h
i
n
g
や
s
t
a
t
e
m
e
n
t

の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
自

分
自
身
の
論
孜
で
は
こ
れ
を

T
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
Belief
と
訳
し
て
い
る
。

A
n
d
r
e
w
 Chignell, 
"Belief in 
K
a
n
t
"
 ̀
p
h
苦
sophical
R
e
v
i
e
w
 
(
D
u
k
e
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press), Vol.116, N
o
.
3
 ̀
 2007, p
p
.
3
2
3
 ,
 
3
6
0
 ̀
 esp.p.345. 太
H
禍

で
は
、
チ
グ
ネ
ル
の
訳
語
選
択
の
意
図
に
も
適
い
、
既
に
日
本
の
多
く
の
研

16 
ヽ

15 14 13 
‘ 

究
者
が
使
用
し
て
い
る
「
理
説
的
倍
仰
」
を
こ
の
語
の
訳
語
と
し
て
用
い
る
。

こ
の
段
落
の
こ
の
箇
所
ま
で
の
本
稿
の
論
述
は
、
チ
グ
ネ
ル
の
前
褐
論
文
の

優
れ
た
議
論
に
基
づ
い
て
い
る
。

C
h
i
g
n
e
l
l
`
 op.cit. ｀
 
p.353. 
こ
の
論
述
に

よ
っ
て
、
「
（
実
用
的
）
信
仰
」
と
「
私
見
」
の
相
違
を
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
た
か
が
極
め
て
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
文
で
見
た
と
お
り
、
「
実
用
的
信
仰
」
が
「
度
」
を
有
す
る
こ
と
を
論
じ

る
に
当
た
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
「
賭
け
」
と
い
う
装
置
を
導
入
し
て
い
る
が
、

そ
の
際
、
こ
の
「
賭
け
」
が
、
あ
る
主
張
が
「
単
な
る
思
い
な
し
」
か
「
確

固
た
る
信
仰
」
か
を
判
別
す
る
「
あ
り
ふ
れ
た
試
金
石
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
「
信
仰
」
を
錯
誤
に
基
づ
く
「
思
い
な
し
」
と

基
本
的
な
点
で
区
別
し
て
お
り
、
両
者
を
単
に
主
観
的
な
十
分
さ
の
「
度
」

が
相
違
す
る
同
種
の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
と
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
「
賭
け
」
の
議
論
は
、
次
の
段
落
で
の
遊
星
の
居
住
者
に
関

す
る
「
理
説
的
信
仰
」
が
「
私
見
」
で
は
な
く
「
―
つ
の
強
い
信
仰
（
こ
の

信
仰
の
正
し
さ
に
つ
い
て
、
私
は
必
ず
や
生
涯
の
多
く
の
利
益
を
賭
け
る
で

あ
ろ
う
）
で
あ
る
」
と
論
じ
る
こ
と
で
、
「
実
用
的
信
仰
」
の
議
論
と
「
理

説
的
信
仰
」
の
議
論
と
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
思
い
な
し
」
と
「
信
仰
」
の
区
別
の
問
題
と
「
実

用
的
信
仰
」
自
体
の
「
度
」
の
問
題
と
が
い
か
に
結
び
つ
く
の
か
、
本
稿
筆

者
は
ま
だ
十
分
に
理
解
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
問
題
は
今
後
さ
ら
に
考
察
し
た

、。し
宇
都
宮
芳
明
『
カ
ン
ト
と
神
—
理
性
信
仰
・
道
徳
・
宗
教
」
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
、
第
二
章
（
三
三
I

五
四
頁
）
を
参
照
。

ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
、
こ
の
「
理
説
的
信
仰
」
が
「
仮
説
[H
y
p
o
t
h
e
s
e
n
]
」

の
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
際
、
「
こ

の
種
の
信
仰
」
を
「
（
あ
る
い
は
「
信
頼
[
Z
u
t
r
a
u
e
n
]
」
）
」
（
こ
の
箇
所
の

強
調
は
本
稿
筆
者
）
と
言
い
換
え
て
も
い
る
。

H
e
i
n
z
H
e
i
m
s
o
e
t
h
 ̀
 

T
rミ
n
s
z
e
n
d
e
n
t
a
l
e
Dialektik: E
i
n
 K, 0 m
m
e
n
t
a
r
 z
u
 K
a
n
t
s
 K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 

reiミ

g
V
e
r
n
i
 ミ̀
ift,

V
i
e
r
t
e
r
 
Teil: 
D
i
e
 M
e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e
.
 
M
'
i
t
e
iミ
e
m

(45) 40 
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（
ほ
ろ
•
あ
つ
ひ
こ

N
a
c
h
u
忌、
t
u
n
d
 Register fiir alle
尽

i
e
r
T
e
妥
Berlin
u
n
d
 N
e
w
 Y
o
r
k
:
 

W
a
l
t
e
r
 d
e
 G
r
u
y
t
e
r
,
 1
9
7
1
,
 S
.
7
8
3
.
 

嶋
崎
は
、
二
前
略
]
そ
れ
は
「
実
用
的
信
仰
」
と
呼
ば
れ
、
後
者
の
、
必
然

的
な
目
的
に
か
か
わ
る
「
理
説
的
信
仰
」
及
び
「
道
徳
的
信
仰
」
か
ら
区
別

さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
嶋
崎
正
射
「
【
第
三
節
の
注
解
】
」
（
宇
都
宮
芳

明
監
訳
「
純
粋
理
性
批
判
下
』
、
以
文
社
、
二

0
0
四
年
、
八
七
六
ー

八
七
八
頁
）
、
八
七
七
頁
）
。
し
か
し
、
本
稿
本
文
中
に
お
い
て
も
見
た
よ
う

に
、
カ
ン
ト
の
説
明
で
は
、
む
し
ろ
「
理
説
的
信
仰
」
は
理
論
に
お
け
る
「
実

用
的
信
仰
」
の
「
類
比
物
」
と
さ
れ
、
そ
れ
が
「
偶
然
的
信
仰
」
で
あ
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
「
理
説
的
信
仰
」
の
対
象
は
、
カ
ン
ト
が

掲
げ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
、
「
遊
星
に
お
け
る
居
住
者
」
等
を
含
み
、
「
神

の
現
存
在
」
と
「
霊
魂
の
不
死
」
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
カ
ン

ト
自
身
が
、
「
賢
明
な
世
界
創
始
者
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
自
然
研
究
に
お

け
る
手
引
き
を
も
っ
た
め
の
偶
然
的
な
[
中
略
]
意
図
の
た
め
の
一
つ
の
条

件
で
あ
る
」

(
A
8
2
7
¥
 B
8
5
5
)

と
も
述
べ
て
い
る
。

筑
波
大
学
）

41 (44) カントにおける「宗教」と「信仰」に関する準備的考察


