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本
研
究
の
目
的
は、
「
神
の
予
定
を
顧
慮
す
る
場
合、
如
何
に
し
て
私
た
ち
の
自

由
が
こ
の
予
定
と
両
立
す
る
の
か
を
理
解
で
き
な
い
者
が
恐
ら
く
多
々
い
る
だ
ろ
う

が、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も、
自
分
自
身
の
み
を
顧
慮
す
る
場
合、
意
志
的

で
あ
る
こ
と
と
自
由
で
あ
る
こ
と
と
が一
に
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
経
験
し

な
い
者
は
決
し
て
い
な
い」
(3ae
Resp.,
 A
T
 , VII,
 19
1.)
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
言

述
に
鑑
み
て、
彼
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
意
志
の
自
由
が
な
ぜ
経
験
に
よ
っ
て
確
証

さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
論
点
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る

1

デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

「
思
惟」
と
は
「
疑
う、
理
解
す
る、
肯
定
す
る、
否
定
す
る、
意
志
す
る、
意
志

し
な
い
〔
…〕」
（
Med.,
A
T
 , VII,
 2
8;
 
3
4
.)

こ
と
で
あ
る
か
ら、
「
思
惟」
が
経
験

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
以
上、
「
意
志」
も
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

自
明
に
思
わ
れ
る。
し
か
し、
自
ら
の
「
意
志
〔
す
る
こ
と
／
し
な
い
こ
と〕」
が

経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と、
そ
の
「
意
志」
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が

経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
っ
た
事
態
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら、

主
体
が
実
際
に
何
か
を
意
志
す
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は、
主
体
が
そ
れ
を
自
由

村

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
自
由
と
経
験

—
ー＇
意
志
の
自
由
が
要
請
さ
れ
る
二
つ
の
局
面

l

歩

に
意
志
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
含
意
し
な
い
か
ら
だ。
事
実
ス
ピ
ノ
ザ
は、
自
由
意

志
と
い
う
幻
想
は
「
自
分
の
欲
求
は
意
識
し
て
い
る
が、
自
分
を
そ
れ
へ
と
決
定
し

て
い
る
諸
原
因
に
つ
い
て
は
無
知
で
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
存
す
る」
と
し
て
こ
れ

を
批
判
し
て
い
る。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば、
「
自
分
自
身
の
み
を
顧
慮
す
る

場
合、
意
志
的
で
あ
る
こ
と
と
自
由
で
あ
る
こ
と
と
が一
っ
の
同
じ
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
経
験
し
な
い
者
は
い
な
い」、
す
な
わ
ち
「
私
た
ち
は
そ
れ
(
11
自
由

意
志）
を
自
ら
の
う
ち
に
お
い
て
経
験
し、
感
じ
る」
(
A
E
匂abeth,
A
T
 , IV,
 

3
3
2
 , 3.
)

の
で
あ
る。

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
自
由
意
志
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は、
す
で
に
多
く
の
先
行
研

究
が
論
じ
て
き
て
お
り、
と
り
わ
け、
近
年
上
梓
さ
れ
た
大
西
克
智
『
意
志
と
自
由

|―
つ
の
系
譜
学』
（
知
泉
書
館、
2
0
1
4

年）
に
よ
っ
て、
デ
カ
ル
ト

ー
に
限

ら
な
い
が

I
に
お
け
る
自
由
意
志
の
在
り
方
に
関
す
る
重
要
な
研
究
成
果
が
提
出

さ
れ
た。
も
っ
と
も、
本
稿
の
目
的
は、
そ
れ
ら
先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
討
し、

デ
カ
ル
ト
的
自
由
意
志
を
改
め
て
分
析・
解
釈
し
直
す
こ
と
で
は
な
い。
む
し
ろ、

そ
の
自
由
意
志
が
経
験
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
う
る
と
い
う
主
張
の
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る。
デ
カ
ル
ト
は、
人
間
の
自
由
意
志
と
神
の
摂
理
と
の
関
係
を
巡

る
伝
統
的
な
論
争
を
前
に
し
て、
如
何
に
し
て
前
者
に
つ
い
て
の
確
証
を
経
験
に
よ

っ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
か。
本
発
表
で
は、『
省
察」
お
よ
び『
哲

学
原
理』、
そ
し
て
『
情
念
論』
を
主
要
テ
ク
ス
ト
と
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
る。
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本
発
表
は、

賢
治
が
菜
食
を
行
お
う
と
し
た
近
代
日
本
に
お
け
る、

肉
食
と
菜
食

を
め
ぐ
る
諸
言
説
を
確
認
す
る
こ
と
で、

賢
治
の
菜
食
に
対
す
る
動
機
や
意
図、

構

想
を、

近
代
の
枠
組
み
の
中
で
捉
え
直
す
こ
と
を、

目
的
と
す
る。

近
代
日
本
に
お
け
る
肉
食
の
一

般
化
は、

福
沢
諭
吉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に、

流

入
す
る
西
洋
文
明
の
象
徴
と
し
て、

ま
た
西
洋
に
追
い
つ
こ
う
と
い
う
戦
略
の
一

環

と
し
て、

捉
え
ら
れ
て
も
い
た。

そ
れ
に
対
し、

神
道
や
仏
教
な
ど、

宗
教
界
の
一

部
か
ら
強
い
反
発
が
起
こ
る。

ま
た、

そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に、

石
塚
左
玄
や
森

鴎
外
な
ど、

科
学
的
な
思
考
に
基
づ
い
て、

栄
養
の
点
か
ら、

菜
食
の
有
用
性
を
説

こ
う
と
す
る
言
説
も
あ
ら
わ
れ
る。

近
代
に
お
け
る
食
に
ま
つ
わ
る
言
説
に
は、

肉

食
対
菜
食
と
い
う
対
立
項
に、

西
洋
対
東
洋
の
構
図
が
重
ね
ら
れ、

意
識
さ
れ
て
い

る。
賢
治
が
強
く
影
響
を
受
け
た
田
中
智
学
は、

大
乗
仏
教
の
発
想
に
基
づ
き、

肉
食

を
強
く
戒
め
る
言
説
を
あ
ら
わ
し
て
い
る。

ま
た、

智
学
と
交
流
が
あ
り、

イ
ン
ド

の
独
立
運
動
の
霊
性
的
指
導
者
と
も
接
点
の
あ
っ
た
神
学
者
ポ
ー
ル
・

リ
シ
ャ
ー
ル

も、

肉
食
を
批
判
し、

菜
食
を
行
っ
て
い
る。

こ
こ
に
も
ま
た、

菜
食
対
肉
食、

東

洋
対
西
洋
の
構
図
が
描
か
れ
て
い
る。

さ
ら
に
は、

精
神
性、

霊
性
の
東
洋
対、

物

質
文
明
に
堕
し
た
西
洋
と
い
う
構
図
も、

菜
食
と
肉
食
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が、

宮
沢
賢
治
の
菜
食
主
義

ー
同
時
代
と
の
比
較
か
ら

1

牧

野

静

窺
え
る
の
で
あ
る。

賢
治
は
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
言
説
に
触
れ
な
が
ら、
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

に
お

い
て、
「
一

日
二
玄
米
四
合
卜
／
味
噌
卜
少
シ
ノ
／
野
菜
ヲ
食
べ
」

る
と
い
う
理
想

を
綴
っ
て
い
る。

何
故、

玄
米
を
四
合
な
の
だ
ろ
う
か。

そ
れ
を
解
く
鍵
は、

鴎
外

の
「
日
本
兵
食
論
大
意」

に
あ
る。

鴎
外
は
こ
こ
で、
「
強
壮
ナ
ル
日
本
人
」

は
一

日
に
米
四
合
を
食
べ
る
と
述
べ
て
い
る。

ま
た、

当
時
は
脚
気
の
有
効
な
対
策
と
し

て、

ビ
タ
ミ
ン
を
含
む
玄
米
食
が
有
効
で
あ
る
と
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
り、

賢
治
も
健

康
の
為
に
玄
米
食
を
取
り
入
れ
て
い
た。

賢
治
が
綴
っ
た
玄
米
四
合
の
理
想
は、

東

西
南
北
の
苦
し
む
人
の
と
こ
ろ
へ

馳
せ
る
こ
と
の
で
き
る、
「
丈
夫
ナ
カ
ラ
ダ
」

を

持
ち
た
い
と
い
う
願
い
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る。

賢
治
の
菜
食
の
動
機
は、

仏
教
の
信
仰
（
殺
生
戒）

に
は
じ
ま
り、

近
代
的
な
問

題
意
識
で
あ
る、

肉
食
の
西
洋
と
菜
食
の
東
洋
の
対
立、

科
学
の
発
展
に
伴
う
栄
養

学
の
成
立
と
も
接
点
を
持
ち
つ
つ
、

最
晩
年
に
い
ま
い
ち
ど、

宗
教
的
な
祈
り
へ
と

立
ち
返
る。
「
玄
米
四
合」

は、

利
他
行
を
可
能
と
す
る、

健
康
な
体
へ
の
願
い
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る。

賢
治
に
と
っ
て
の
信
仰
と
科
学
は、

近
代
と
い
う
時
代
に、

菜

食
と
い
う
―

つ
の
結
節
点
を
得
て
い
た
の
で
あ
る。
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匡
州

ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
宗
教
と
倫
理
に、

人
生
の
意
義
と
は
何
か、

と
い
う

問
題
（
彼
は
そ
れ
を
「
生
の
問
題」

と
呼
ぶ）

を
糸
口
と
し
て
生
涯
関
心
を
寄
せ
続

け
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る。

前
期
の
彼
が
そ
れ
に
―

つ
の
解
決
を
考
え
た
こ

と
は
『
論
理
哲
学
論
考』

に
お
い
て
明
ら
か
だ
が、

本
発
表
の
主
張
は、

そ
の
問
題

の
解
決
に
つ
い
て
の
彼
の
ビ
ジ
ョ
ン
は、

後
期
に
大
き
な
変
化
を
被
っ
た、

と
い
う

こ
と
で
あ
る。

そ
の
新
た
な
見
解
は、

独
立
し
た
日
記
帳
と
し
て
は
目
下
唯
一

の
資

料
で
あ
る
『
哲
学
宗
教
日
記」

と、

手
稿
の
端
々
に
書
き
込
ま
れ
た
個
人
的
省
察
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る。

本
発
表
で
は、

生
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
の
新
た

な
ビ
ジ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
な
過
程
か
ら
生
じ、

ど
の
よ
う
な
内
実
を
持
っ
て
い
る
の

か
を
明
ら
か
に
し、

前
期
の
思
考
と
の
対
比
を
読
み
取
り
た
い
。

そ
の
た
め
ま
ず、

生
の
問
題
に
つ
い
て
の
前
期
思
想
の
展
開
を
概
観
し、

前
期
の

解
決
と
さ
れ
る
も
の
を
簡
単
に
特
徴
付
け
る。

ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は、

生
の

問
題
を
解
決
し
終
え
て
い
る
人
を
幸
福
な
人
と
し
て
い
る
が、

彼
に
よ
れ
ば
人
間
の

幸
福
状
態
は、

い
か
な
る
現
実
的
条
件
か
ら
も
独
立
に
存
立
し
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ア
イ
デ
ア
は、

人
間
が
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
幸
福
で
あ

る
可
能
性
を
保
証
す
る。

ま
た、

そ
の
よ
う
な
超
物
理
的
状
態
と
し
て
の
幸
福
は、

実
現
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り、

中
間
は
な
い
。

幸
福
は
も
し

場

美
奈
子

後
期
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
と
「
生
の
問
題
」

ー
日
記
的
遺
稿
の
分
析
を
通
し
て
ーー—

そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
れ
ば、

不
幸
の
影
の
さ
す
こ
と
が
絶
対
に
あ
り
え
な
い
状
態

で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
幸
福
の
獲
得
が、

す
な
わ
ち
前
期
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
考
え
る
生
の
問
題
の
解
消
で
あ
る。

次
に、

後
期
に
お
け
る
新
た
な
展
開
を
明
ら
か
す
る。

生
の
問
題
へ
の
具
体
的
な

取
り
組
み
の
過
程
は、
『
哲
学
宗
教
日
記」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
こ
で
彼
は、
「
地

獄
の
予
感」
（
生
の
意
義
が
失
わ
れ
た
状
態
を
彼
は
地
獄
と
呼
ぶ）

と
彼
が
呼
ぶ
も

の
を
巡
る
思
考
を
通
じ、

こ
れ
ま
で
受
け
入
れ
難
く
感
じ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
贖

罪
の
教
義
と
の
和
解
を
果
た
す。

そ
れ
と
と
も
に
生
の
問
題
も
ま
た、

彼
に
対
し
深

刻
な
脅
威
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が、

こ
の
時
彼
が
得
た
生
の

問
題
の
解
決
は、

前
期
の
そ
れ
と
は
相
反
す
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る。

と
り
わ
け
重

要
な
の
は、

ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
自
ら
の
生
の
問
題
の
解
消
を、

物
事
の
見

え
方
の
転
換
（
彼
の
哲
学
用
語
で
は
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換）

と
し
て
理
解
し
た
こ
と
で

あ
る。

前
期
に
お
い
て
は、

生
の
問
題
の
解
決
は、

あ
る
種
の
超
物
理
的
状
態
を
実

現
す
る
こ
と
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た。

対
し
て
後
期
の
彼
は、

自
ら
が
体
験
し
た
問

題
の
解
決
を、

物
事
の
見
方
の
転
換
と
い
う、

幾
分
曖
味
だ
が、

あ
く
ま
で
現
実
の

状
況
に
依
存
し
て
実
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る。

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
の
は、

前
期
の
彼
が
構
想
し
た
よ
う
な
無
欠
の、

ま
っ
た
き
幸
福
で
は
な
く、

数

多
の
欠
陥
と
喪
失
を
含
ん
だ
人
生
を
引
き
受
け、

生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
で
あ

る。
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ま
ず
「
天
使
に
つ
い
て』

第
一

巻
第
―
二
章
で
ス
ア
レ
ス
は、

諸
天
使
が
種
的
に

区
別
さ
れ
る
こ
と
を
容
認
す
る。

こ
れ
は
ス
ア
レ
ス
が
ト
マ
ス
説
を
全
面
的
に
認
め

る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
て、

い
わ
ば
弱
い
意
味
で
の
ト
マ
ス
説
の
み
を

認
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る。

そ
の
こ
と
は、

諸
天
使
の
種
別
化
を
認
め
る
ス
コ

ラ
学
者
と
し
て、

ス
ア
レ
ス
が
ト
マ
ス
だ
け
で
は
な
く
て
ス
コ
ト
ゥ
ス
も
挙
げ
て
い

る
こ
と
か
ら
窺
え
る。

つ
ま
り
諸
天
使
の
種
別
化
に
関
し
て
は
ト
マ
ス
と
ス
コ
ト
ゥ

ス
を
折
衷
的
に
権
威
づ
け
る
の
が
ス
ア
レ
ス
の
や
り
方
で
あ
る。

次
に
『
天
使
に
つ
い
て』

第
一

巻
第

五
章
で
ス
ア
レ
ス
は、

い
よ
い
よ
ト
マ
ス

西
洋
中
世
お
よ
び
近
世
の
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
は、

主
と
し
て
神
学
的
な
動
機
か
ら

天
使
論
と
い
う
議
論
領
域
を
構
成
し
た。

そ
の
中
で
議
論
さ
れ
た
問
題
の
一
っ
で
あ

る
天
使
の
種
に
つ
い
て、

中
世
で
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
天
使
の
一

体
一

体
を

そ
れ
ぞ
れ
―
つ
の
種
で
あ
る
と
す
る
「
天
使
に
お
け
る
種
の
個
体
説」

と
で
も
言
う

べ
き
主
張
を
保
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
に
対
し
て
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク

ス
や
ド
ウ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
は、

ト
マ
ス
説
を
否
定
す
る
中
で
諸
天
使
が
一
っ
の

種
の
下
に
多
数
化
し
て
い
る
可
能
性
を
保
持
す
る。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
の
中

で
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
『
天
使
に
つ
い
て』
(
De
d
為
ge
lis)

に
お
け
る

ス
ア
レ
ス
自
身
の
立
場
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
主
と
し
て
検
証
し

た。

（
日
本
学
術
振
興
会
／
慶
應
義
熟
大
学）

右5

m�

降i

十
ヘ

諸
天
使
の
種
別
化
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス

と
の
距
離
を
広
げ
始
め
る。

な
ぜ
な
ら、

ス
ア
レ
ス
は
こ
こ
で
同
一

種
に
お
け
る
諸

天
使
の
多
数
化
を
認
め
る
論
証
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

こ
の
章
で
は、

ス
ア

レ
ス
が
天
使
の
種
問
題
を
は
じ
め
て
「
可
能
問
題」
(
q
uaestio
de
 possi
bili)
と
「
事

実
問
題」
(
q
uaestio
de
 facto)

に
分
け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

そ

し
て
可
能
問
題
の
中
で
も
神
の
絶
対
的
力
能
に
即
し
て
は
ト
マ
ス
も
同
一

種
に
お
け

る
諸
天
使
の
多
数
化
を
認
め
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
解
釈
を
ト
マ
ス
の
原

典
に
遡
っ
て
ス
ア
レ
ス
は
提
示
す
る
も
の
の、

可
能
問
題
の
中
で
も
神
の
秩
序
づ
け

ら
れ
た
力
能
に
即
し
た
場
合
や、

さ
ら
に
は
事
実
問
題
の
場
合
に
お
い
て
ト
マ
ス
の

立
場
は
ス
ア
レ
ス
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

反
対
に、

ス
コ
ト
ゥ
ス
説

に
対
し
て
は
特
に
異
論
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く、

ス
コ
ト
ゥ
ス
の
原
典
に
ま
で

遡
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
な
い。

こ
の
こ
と
は、

ス
ア
レ
ス
が
ス
コ
ト
ゥ

ス
の
権
威
を
素
直
に
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
以
上
に、

逆
に
ス
ア
レ
ス
は
ト
マ
ス

説
に
対
し
て
は
ど
こ
ま
で
が
受
け
容
れ
可
能
で
あ
り
ど
こ
か
ら
は
受
け
容
れ
不
可
能

で
あ
る
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る。

最
後
に
天
使
の
種
問
題
に
対
す
る
ス
ア
レ
ス
の
立
場
を
改
め
て
見
直
す
な
ら
ば、

ス
ア
レ
ス
は
終
始
一

貰
し
て
諸
天
使
の
区
別
を
議
論
す
る
際
に
問
わ
れ
る
客
観
性
に

敏
感
で
あ
っ
た。

そ
の
こ
と
は
可
能
問
題
と
事
実
問
題
と
い
う
区
別
に
お
い
て
顕
著

で
あ
る。

天
使
の
種
問
題
に
関
す
る
ス
ア
レ
ス
の
論
じ
方
は
天
使
論
と
い
う
学
問
的

探
求
全
般
に
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
る。

ス
ア
レ
ス
の
『
天
使
に
つ
い
て』

の
最
も
魅

力
的
な
点
は、

天
使
論
と
い
う
議
論
領
域
を
通
じ
た
知
的
探
求
そ
の
も
の
の
意
義
を

問
い
か
け
る
必
要
性
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
に
あ
る。
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（
愛
知
県
立
大
学）

「
タ
キ・
オ
ン
コ
イ」
は、
ケ
チ
ュ
ア
語
で
「
歌
い
踊
る
病」
を
意
味
し、
一
五
六
〇

年
代
半
ば
以
降、
ペ
ル
ー
・
ク
ス
コ
管
区
ワ
マ
ン
ガ
地
方
を
中
心
に
広
が
っ
た
と
さ

れ
る
イ
ン
デ
ィ
オ
の
伝
統
回
帰
的
な
宗
教
運
動
と
さ
れ
て
い
る。

一
九
六
0
年
代
以
降、
タ
キ
・
オ
ン
コ
イ
は、
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
ア
ン
デ
ス
の
植

民
地
支
配
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
て
出
て
き
た
イ
ン
カ
復
古
主
義
的
な
千
年
王
国

運
動
や
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が、
近
年、
そ
の
傾
向
は
疑

問
視
さ
れ
て
い
る。
様
々
な
研
究
に
よ
り、
タ
キ
・
オ
ン
コ
イ
は
終
末
論
的
な
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
に
彩
ら
れ
た
抵
抗
的
な
宗
教
「
運
動」
で
あ
っ
た
の
か
？
と
い
う
疑
問
点

が
出
て
き
た。
「
セ
ク
ト」
も
し
く
は
「
背
教」
と
書
か
れ
た
「
タ
キ
・
オ
ン
コ
イ」

は、
先
行
研
究
で
は
「
終
末
論
的
（
千
年
王
国
的）
運
動」
や
「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム」

と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
パ
タ
ー
ン
で
語
ら
れ
る
か、
も
し
く
は
「
運
動」
で
は

な
い
（
ワ
マ
ン
ガ
地
方
な
ど
局
地
的
な
規
模
で、
全
国
規
模
で
の
運
動
で
は
な
い
か

ら）、
と
い
う
批
判
の
ど
ち
ら
か
で
語
ら
れ
る
か
で
あ
っ
た。
特
に、

史
料
の
中
心

と
な
る
16
世
紀
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
ク
リ
ス
ト
バ
ル・
デ・
ア
ル
ボ
ル
ノ
ス
の
『
功

績
報
告
書」
の
性
質
か
ら、
立
身
出
世
の
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
利
用
さ
れ

た
と
い
う
先
行
研
究
も
あ
る。

本
論
は、
『
功
績
報
告
書』
を
中
心
に、
タ
キ・
オ
ン
コ
イ
の
本
質
的
要
素、
「
囲

谷

口

智

子

「
囲
い
に
入
れ
ら
れ
た
神」

と
「
赤
く
顔
を
塗
ら
れ
た
神」

16
世
紀
ペ
ル
ー
副
王
領
に
お
け
る
タ
キ
·
オ
ン
コ
イ
の
謎
を
解
く

い
に
入
れ
ら
れ
た
空
中
を
さ
ま
よ
う
神」、
「
顔
を
赤
く
塗
ら
れ
た
神」
と
い
う
二
つ

の
論
点
か
ら
迫
る。

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば、
「
囲
い
に
入
れ
ら
れ
た
神」
と
「
赤
い
染
料
で
顔
を
塗

ら
れ
る」
と
い
う
行
為
は、
ア
ン
デ
ス
牧
民
の
動
物
の
繁
殖
儀
礼
に
ル
ー
ツ
が
あ
る。

次
に、
「
赤
く
顔
を
塗
ら
れ
る」
記
述
に
お
い
て、
タ
キ
・
オ
ン
コ
イ
は、
ワ
ン
カ

ベ
リ
カ
水
銀
鉱
山
で
の
強
制
労
働
ミ
タ
と、
そ
れ
に
伴
う
水
銀
中
蒋
症
状
に
も
関
係

す
る
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
可
能
性
も
指
摘
す
る。
こ
れ
ら
の
論
点
は、
先
行
研

究
に
は
な
か
っ
た
発
見
で
あ
り、
こ
れ
ら
の
論
拠
を
本
論
で
示
す。
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宗
教
間
の
交
流
・

対
話
・

協
力
の
発
生
と

発
展
に
つ
い
て
の
一

考
察

ー
地
域
レ
ベ
ル
で
の
実
践
を
事
例
に
ー
ー・

（
新
日
本
宗
教
団
体
連
合
会
事
務
局）

註
i

日
本
に
お
け
る
宗
教
間
の
交
流・
対
話書
協
力
の
実
例、
特
に
比
較
的
小
規
模
な

地
域
に
根
差
し
た
活
動
は
先
行
研
究
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず、

そ
の
実
態
も
発
生
要
因
も
明
ら
か
で
は
な
い。
本
発
表
は
そ
の一
端
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に、
今
後
の
発
展
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る。

日
本
に
お
い
て
多
く
の
宗
教
間
の
交
流・
対
話・
協
力
を
行
な
う
組
織
が
活
動
を

し
て
お
り、
こ
れ
ら
の
多
く
は
「
懇
話
会」
「
連
盟」
と
名
乗
っ
て
い
る。
そ
の
活

動
内
容
は、
対
話、
学
習、
祈
り、
慰
霊、
社
会
貢
献
な
ど
を
行
う。
そ
の
中
で、

行
政
と
の
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
地
域
的
な
組
織
が
存
在
し
て
い
る。
こ
れ

ら
は、
し
ば
し
ば
「
連
盟」
と
名
乗
り、
戦
前
の
大
日
本
戦
時
宗
教
報
国
会
や
戦
後

の
日
本
宗
教
連
盟
な
ど
の
（
半
ば）
公
的
な
組
織
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
地
方
展
開

さ
れ
た
組
織
で
あ
る。
初
期
の
頃
（
戦
後
す
ぐ）
は
祭
俄
に
必
要
や
物
資
の
配
給
を

行
っ
た
り、
宗
教
法
人
法
へ
の
対
応
（
各
宗
教
団
体
の
相
談
窓
口）
に
な
っ
た
り、

い
わ
ば、
行
政
と
の
橋
渡
し
と
も
言
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た。
し
か
し、
こ
れ
ら

の
組
織
は一
定
の
期
間
を
経
る
と
役
割
を
終
え
て
し
ま
う
場
合
が
少
な
く
な
く、
現

在
で
は、
多
く
の
こ
う
い
っ
た
組
織
が、
行
政
と
の
結
び
つ
き
を
弱
め、
諸
宗
教
間

の
対
話、
学
習
や
啓
発、
慰
霊
や
平
和
祈
願
な
ど
と
い
っ
た
活
動
へ
と
移
行
し
て
い

藤

亮

飛

他
方
で、
行
政
と
の
関
わ
り
は
な
く、
宗
教
者
の
自
発
的
な
思
い
か
ら
発
足
す
る

地
域
に
根
ざ
し
た
組
織
も
少
な
く
な
い。
こ
う
い
っ
た
組
織
は、
世
界
規
模
の
宗
教

間
対
話
や
交
流、
大
規
模
な
災
害
な
ど
が
契
機
と
な
っ
て
い
る。
日
本
に
お
い
て
は、

世
界
宗
教
者
平
和
会
議
(
WCRP)
の
第
1
回
世
界
大
会
(
1
9
7
0

年）
が
大
き
な

契
機
と
な
っ
て
い
る。
ま
た
WCRP
に
深
く
関
わ
っ
た
立
正
佼
成
会
や
同
会
の
開

祖・
庭
野
日
敬
の
教
え
や
考
え
が、
地
域
的
な
活
動
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
と
言
え

る。
し
た
が
っ
て、
こ
の
よ
う
な
組
織
の
多
く
は
立
正
佼
成
会
の
影
響
も
大
き
く、

立
正
佼
成
会
の
宗
教
実
践
の
延
長
線
上
で
生
ま
れ
て
き
て
い
る
側
面
も
あ
る。

上
記
の
よ
う
な
活
動
に
対
し
て、
諸
宗
教
の
共
存
や
共
生
に
資
す
る
こ
と
を
期
待

す
る
声
も
あ
る。
し
か
し、
実
際
に
は、
全
て
の
「
違
い」
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
く、
そ
の
宗
教
が
「
宗
教」
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
（「
カ
ル
ト」
と
認

識
さ
れ
れ
ば）、
こ
う
い
っ
た
交
流
や
対
話
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
つ
ま
り、

「
宗
教」
と
見
倣
さ
れ
な
か
っ
た
宗
教
団
体
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
り、
あ
る
意
味

で
は
諸
宗
教
の
連
合
体
が、
宗
教
の
正
統
と
異
端
を
分
け
る
審
問
所
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
い
く
可
能
性
す
ら
あ
る
と
も
言
え
る。

以
上
か
ら、
現
在
の
日
本
の
宗
教
団
体
に
と
っ
て
共
存
や
共
生
は
実
際
の
課
題
に

な
り
え
て
お
ら
ず、
む
し
ろ、
大
き
な
課
題
は、
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
や
社

会
的
な
意
義
を
示
す
こ
と
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
よ
う
な
団
体
の
動
向

は、
現
在
の
宗
教
団
体
の
現
状
を
示
す
も
の
で
も
あ
る。

る。
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カ
ン
ト
と
普
遍
性

（
筑
波
大
学）

論
国

単
に
哲
学
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず、

一

般
に
学
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
知
が
探
求

さ
れ
て
き
た。

人
間
の
認
識
能
力
に
感
覚
と
は
区
別
さ
れ
た
知
性
な
い
し
理
性
と
い

う
も
の
を
設
定
し
た
西
洋
哲
学
は、

こ
の
普
遍
的
な
知
の
存
在
を
自
明
の
も
の
と
し

て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

そ
れ
ど
こ
ろ
か、

普
遍
的
な
知
の
対
象
こ
そ
が、

感
覚
の
対
象
の
よ
う
な
現
象
で
は
な
く、

本
当
に
存
在
す
る
実
在
で
あ
る
と
い
う
想

定
が
長
ら
く
採
用
さ
れ
て
き
た。

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
が
そ
の
典
型
で
あ
る
が、

ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
相
と
い
う
思
想
も
そ
の
真
髄
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り、

ト
マ

ス
·

ア
ク
イ
ナ
ス
の
本
質
と
い
う
概
念
装
置
も
こ
の
発
想
を
さ
ら
に
洗
練
し
た
も
の

で
あ
る。

し
か
し、

こ
の
よ
う
に
普
遍
的
な
知
の
対
象
を
内
容
的
に
固
定
し
て
実
在

さ
せ
る
発
想
は、

中
世
の
普
逼
論
争
を
呼
び
、

ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
と
も
に
重

大
な
疑
い
を
か
け
ら
れ
る。
一

度
創
造
さ
れ
た
本
質
が
不
可
変
的
で
あ
る
こ
と
は
神

の
全
能
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る。

こ
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮
流
は
主
に
英
国
経

験
主
義
に
継
承
さ
れ、

ジ
ョ
ン
・

ロ
ッ
ク
は、

現
代
人
に
も
受
け
入
れ
や
す
い
「
普

遍
的
対
象
11
抽
象
観
念」

説
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る。

し
か
し、

ロ
ッ
ク
自
身
も
自

覚
的
で
あ
っ
た
よ
う
に、

普
遍
的
な
は
ず
の
抽
象
観
念
の
内
容
的
恣
意
性
の
問
題
は

残
る
こ
と
に
な
る。

カ
ン
ト
は
既
に
前
批
判
期
に
お
い
て、

抽
象
と
捨
象
と
の
区
別
に
注
目
す
る。

前

者
に
お
い
て
は、

同
種
と
見
な
し
た
も
の
の
比
較
に
よ
っ
て
相
対
的
な
普
遍
化
が
望

良

成

め
る
だ
け
で、

厳
密
な
普
遍
性
は
望
め
ず、

ま
た、

認
識
の
起
源
の
違
い
を
明
ら
か

に
で
き
な
い
。

し
か
し、

後
者
に
よ
っ
て
は、

物
自
体
そ
の
も
の
の
あ
る
が
ま
ま
の

表
象
と
し
て
の
純
粋
知
性
概
念
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
当
時
の
カ

ン
ト
の
見
解
で
あ
っ
た。

そ
の
後、

批
判
期
に
な
っ
て、

知
性
の
実
在
的
使
用
は
断

念
さ
れ
る
が、

純
粋
な
知
性
概
念
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
は
堅
持
さ

れ
る。

新
た
に
発
見
さ
れ
た
純
粋
感
性
的
直
観
と
と
も
に
厳
密
な
普
遍
性
を
も
っ
た

ア
・

プ
リ
オ
リ
な
観
察
的
綜
合
的
判
断
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る。

た
だ
し、

こ
の

判
断
は
経
験
の
形
式
に
す
ぎ
ず、

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
内
容
的
に
固
定
さ
れ
た
普
遍
的

対
象
の
前
提
が
払
拭
さ
れ
て
い
る
点
は
特
筆
さ
れ
て
よ
い
。

ま
た、

前
批
判
期
と
違

っ
て
純
粋
知
性
概
念
の
普
遍
性
を
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
る
の
は、

私
の
統
覚
に

す
ぎ
な
い
点
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う。

こ
の
純
粋
知
性
の
根
本
命
題
に
対
し
て、

定
言
的
命
法
は
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
実
践

的
綜
合
的
命
題
で
あ
り、

純
粋
実
践
理
性
の
根
本
命
題
で
あ
る。

道
徳
法
則
は
私
が

神
と
共
有
す
る
法
則
で
あ
る。

こ
の
法
則
の
普
遍
性
に
つ
い
て、

神
学
的
視
点
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
道
筋
を
つ
け
て
み
た
い
。
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