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「
信
じ
る
」
こ
と
と
「
知
る
」
こ
と

　

─ 
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
中
心
に 

─

佐
藤
直
子

１　

は
じ
め
に

　

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
佐
藤
で
す
。
本
日
は
ま
ず
二
冊

の
本
を
お
回
し
い
た
し
ま
す
。
一
冊
は
今
回
の
主
人
公
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
︵A

ugustinus 

三
五
四
-
四
三
〇
年
︶
の
著
作
の
な
か

で
た
い
へ
ん
有
名
な
﹃
告
白
﹄︵C

onfessiones

︶
で
す
。
本
邦
に

お
け
る
西
洋
中
世
哲
学
の
研
究
を
牽
引
さ
れ
た
山
田
晶
先
生
︵
一

九
二
二
-
二
〇
〇
八
年
︶
の
訳
で
す
。
も
と
も
と
は
中
央
公
論
社

の
叢
書
﹃
世
界
の
名
著
﹄
の
一
冊
で
し
た
。
こ
れ
が
ペ
ー
パ
ー

バ
ッ
ク
版
﹃
中
公
バ
ッ
ク
ス
﹄
に
入
れ
ら
れ
、
そ
の
後
に
新
書

化
さ
れ
︵
中
公
新
書
上
・
下
巻
︶、
こ
の
た
び
文
庫
版
・
三
巻
本
と

し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
訳
文
は
﹁
名
訳
中
の
名
訳
﹂
と
言
わ
れ
、

註
も
秀
で
た
も
の
で
す
。
文
庫
化
に
あ
た
っ
て
は
弟
子
筋
の
先

生
方
が
様
々
に
工
夫
を
さ
れ
、
な
お
読
み
や
す
く
な
り
ま
し
たあ
。

　

も
う
一
冊
は
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
﹃
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律い
﹄

︵Regula Benedicti

︶
で
す
。
こ
こ
に
は
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界

で
発
展
し
て
い
く
﹁
修
道
会
﹂
の
も
と
も
と
の
規
則
・
戒
律
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。﹁
五
二
九
年
、
ヌ
ル
シ
ア
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
ゥ
ス
︵B

enedictus 

四
八
〇
頃
-
五
四
七
年
以
降
︶
が
、
モ
ン
テ
・

カ
ッ
シ
ー
ノ
に
修
道
院
を
創
設
し
た
﹂
と
い
う
記
述
は
、
私
の
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世
代
の
高
校
の
教
科
書
に
は
登
場
し
て
お
り
ま
し
た
。
彼
が
定

め
現
代
ま
で
も
続
く
修
道
生
活
の
規
則
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
修
道
士
が
ど
の
よ
う
に
生
活
す
べ
き
か
、
修
道
院
長

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
祈
り
の
み
な
ら
ず
労
働
や
読
書
、
修
道

院
内
人
間
関
係
、
旅
人
の
世
話
な
ど
、
実
に
細
部
に
わ
た
り
ま

す
。﹁
ポ
ケ
ッ
ト
版
﹂
の
存
在
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
定
め

た
修
道
規
則
が
、
時
空
を
超
え
て
現
代
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信

者
の
日
々
の
生
活
の
﹁
指
針
﹂
と
し
て
一
定
の
影
響
力
を
も
っ

て
い
る
証
で
す
。
今
日
、
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
日
本
人

が
、
本
書
を
読
ん
で
い
る
こ
と
は
驚
き
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ

れ
を
本
日
の
テ
ー
マ
、﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
と
﹁
知
る
﹂
こ
と
の
関

係
に
つ
い
て
の
、
一
つ
の
前
振
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
﹁
信
じ
る
﹂
と
﹁
知
る
﹂
は
﹁
動
詞
﹂
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
こ

れ
ら
は
単
純
に
﹁
行
為
﹂
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︵A

ristoteles 

前
三
八
四
-
三
二
二
年
︶
の
人
間
観

に
よ
れ
ば
、
或
る
行
為
の
反
復
に
よ
り
人
間
の
う
ち
に
そ
の
行

為
が
し
や
す
く
な
る
よ
う
な
﹁
状
態
﹂
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
人
間
の
行
為
反
復
が
条
件
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
い
た
し

ま
し
て
、﹁
信
じ
る
﹂
行
為
の
し
や
す
い
状
態
、﹁
知
る
﹂
行

為
の
し
や
す
い
状
態
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
信
仰
﹂︵fides

︶
と

﹁
知
﹂︵
学
知
︹scientia

︺
な
い
し
叡
智
︹sapientia

︺︶
を
位
置
付
け

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
枠
組
み
を
押
さ
え
た
上
で
、
あ
る
宗

教
に
自
覚
的
に
関
わ
っ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、﹁
信
じ
る
﹂
こ

と
と
﹁
知
る
﹂
こ
と
が
、
ま
た
﹁
信
仰
﹂
と
﹁
知
﹂
が
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
関
係
す
る
は
ず
が
な
い
行

為
・
状
態
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が

形
成
さ
れ
始
め
た
二
世
紀
︵
キ
リ
ス
ト
教
古
代
︶
か
ら
中
世
全
体

を
貫
く
問
題
で
し
た
。
ま
た
近
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
も
、
時

代
状
況
に
応
じ
て
思
想
が
展
開
さ
れ
る
地
平
が
変
わ
り
ま
し
て

も
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
と
﹁
知
る
﹂
こ
と
の
関
係
は
、
相
変
わ
ら

ず
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
・
レ
ク
チ
ャ
ー
﹂

と
い
う
枠
の
な
か
で
、
私
は
、
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
古
代
に
お
い

て
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
位
相
で
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
述

べ
、
こ
れ
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
彼
は
三
十
代
半
ば
に
﹃
自
由
意

志
﹄︵D

e libero arbitrio 

三
八
八
年
︶
と
い
う
著
作
で
、
大
胆
に
も

﹁
神
の
存
在
証
明
﹂
を
行
い
、
こ
の
思
惟
に
お
い
て
神
・
超
越
者
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を
前
に
露
わ
に
な
る
人
間
の
理
性
な
い
し
精
神
の
働
き
方
、
敷

衍
す
れ
ば
自
ら
の
理
性
観
・
人
間
観
を
示
し
て
い
き
ま
す
。
人

間
の
生
に
お
け
る
﹁
信
じ
る
﹂
と
﹁
知
る
﹂
の
相
補
的
な
関
係

を
認
め
る
こ
と
と
、﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
か
ら
﹁
知
る
﹂
こ
と
へ
の

移
行
の
努
力
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
指
摘
の
と
お
り
、
現

代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て

│
特
定
の
宗
教
に
自
覚
的
に

関
わ
る
人
間
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、﹁
市
民
﹂
に
と
っ
て
も

│
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
考
え

ま
す
。

２　

キ
リ
ス
ト
教
思
想
形
成
期
に
お
け
る

問
題
の
背
景

　
﹁
キ
リ
ス
ト
教
思
想
﹂
と
い
う
言
葉
を
今
回
、
使
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。﹁
キ
リ
ス
ト
教
﹂
と
い
う
イ
ス
ラ
エ
ル
の
片
隅
に
生

じ
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
広
が
っ
て
い
っ
た
宗
教
が
、
二
世
紀
頃

か
ら
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
用
語
で
自
ら
の
信
じ
る
内
容
を
語
り
始

め
る
、
こ
れ
が
﹁
キ
リ
ス
ト
教
思
想
﹂
の
誕
生
の
風
景
で
す
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
用
語
を
、
当
初
キ
リ
ス
ト
教
は
護
教
目
的
で

用
い
ま
す
が
、
四
世
紀
以
降

│
ロ
ー
マ
帝
国
で
公
認
・
国
教

化
さ
れ
て
以
降

│
は
教
義
形
成
に
役
立
て
ま
す
。
こ
う
し
た

キ
リ
ス
ト
教
側
の
使
用
に
よ
り
、
結
果
的
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の

用
語
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
奥
行
き
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
本
日
取
り
上
げ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、

キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
い
う
枠
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
古
代
・
中
世

と
い
う
時
代
を
超
え
て
、
近
現
代
の
様
々
な
思
潮
に
影
響
を
与

え
る
人
物
で
す
が
、
彼
が
登
場
す
る
以
前
の
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と

と
﹁
知
る
﹂
こ
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
背
景
を
見
て
ま
い
り

ま
し
ょ
う
。

　

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
は
多
神
教
の
世
界
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
・

キ
リ
ス
ト
教
は
一
神
教
で
す
。
し
か
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
ヘ
ブ

ラ
イ
ズ
ム
の
違
い
は
単
に
多
神
教
と
一
神
教
と
い
う
図
式
で
は

語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
哲
学
的

思
惟
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
最
高
原
理
を
一
元
的
な
も
の
と

す
る
方
向
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
﹁
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と

キ
リ
ス
ト
教
﹂
な
い
し
﹁
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
﹂
と

並
べ
ま
し
て
も
、
こ
れ
を
端
的
に
平
板
な
意
味
で
の
﹁
哲
学
と

宗
教
﹂
と
い
う
対
立
項
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
思
索
は
超
越
者
の
観
想
の
次
元
に
ま
で
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至
り
、
の
み
な
ら
ず
場
合
に
よ
っ
て
は
超
越
者
に
関
わ
り
つ
つ

生
き
る
態
度
、
決
断
、
行
為
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
﹁
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
﹂
に
も
深
い
思
索
が
あ
る
こ
と
は

言
を
ま
ち
ま
せ
ん
。
両
者
の
違
い
は
﹁
知
る
・
知
﹂
と
﹁
信
じ

る
・
信
仰
﹂
に
つ
い
て
の
捉
え
方
に
あ
り
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル

の
片
隅
で
ユ
ダ
ヤ
教
の
い
わ
ば
刷
新
と
し
て
生
じ
な
が
ら
、
イ

ス
ラ
エ
ル
に
留
ま
ら
ず
世
界
宗
教
化
し
て
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

は
、
こ
の
相
違
の
な
か
で
苦
闘
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
知
：
理
性
の
自
立
的
営
み

　

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
、
そ
の
知
的
基
盤
を
な
す
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
な

か
で
、﹁
知
る
﹂
こ
と
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
理
性
の
自
立
的
な

営
み
で
す
。﹁
知
る
﹂
こ
と
を
喚
起
し
て
い
る
神
的
次
元
の
﹁
善

美
な
る
も
の
﹂
が
把
握
さ
れ
え
な
い
仕
方
で
現
象
し
て
い
る
、

と
い
う
意
識
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
︵Sokrates 

前
四
七
〇
／
四
六
九
-
三

八
五
年
頃
︶
ま
た
プ
ラ
ト
ン
︵Platon 

前
四
二
七
-
三
四
七
年
︶
に
は

明
確
に
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
﹁
善
美
な
る
も
の
﹂

の
愛
求
な
い
し
は
﹁
神
的
知
恵
を
愛
求
す
る
営
み
﹂︵philo-

sophia

︶・
真
理
探
求
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
同
士
の
対
話
・
討
論

を
通
し
て
な
さ
れ
ま
す
。
対
話
の
な
か
の
個
々
の
主
題
は
﹁
定

義
﹂
さ
れ
、﹁
定
義
﹂
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
﹁
概
念
﹂
同
士

を
組
み
合
わ
せ
て
﹁
判
断
﹂
と
し
、﹁
判
断
﹂
を
重
ね
て
推
論
を

し
て
い
く
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
が
対
話
篇
の
う
ち
に

書
き
残
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
に
克
明
に
描
か
れ
ま
すう
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
﹁
定
義
﹂
を
見
出
そ
う
と
す
る
営

み
に
つ
い
て
は
評
価
い
た
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
る
論

理
的
必
然
性
の
上
に
、
彼
は
﹁
学
知
﹂︵
希
：epistē m

ē ,　

羅
：

scientia

︶
を
集
積
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学

に
お
い
て
﹁
知
る
﹂
こ
と
は
視
覚
を
ベ
ー
ス
に
捉
え
ら
れ
ま
す
。

﹁
イ
デ
ア
﹂
や
﹁
形エ

イ

相ド
ス

﹂
と
い
っ
た
用
語
も
そ
れ
ぞ
れ
﹁
見
る
﹂

と
い
う
動
詞
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ス
ト
ア
派
や
中

期
プ
ラ
ト
ン
主
義
な
い
し
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
日
常
的
な
現
実

認
識
が
成
立
す
る
根
拠
と
し
て
、
人
間
の
理
性
・
精
神
と
そ
の

対
象
者
を
と
も
に
成
立
さ
せ
る
原
理
認
識
を
主
題
と
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
知
的
営
為
は
カ
タ
カ
ナ
語
の
﹁
メ

デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂︵
羅
：m

editatio 

黙
想
・
省
察
︶
や
﹁
コ
ン
テ

ン
プ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹂︵
羅
：contem

platio 

観
想
︶
と
し
て
行
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
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ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
知
：
「
聞
く
」
こ
と
か
ら
始
ま
る

　

そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
で
は
、﹁
知
る
﹂
こ
と
は
﹁
聞

く
﹂
こ
と
を
通
し
て
な
さ
れ
ま
す
。
神
の
呼
び
か
け
を
聞
き
そ

れ
に
応
え
る
こ
と
が
人
間
の
在
り
方
の
基
本
で
す
。﹁
預
言
者
﹂

も
神
の
言
葉
を
聞
き
、
そ
れ
を
預
か
っ
て
民
に
呼
び
か
け
ま
す
。

﹁
読
む
﹂
行
為
も
﹁
聞
く
﹂
こ
と
に
還
元
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ヘ

ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
読
む
﹂
行

為
の
原
型
は
﹁
音
読
﹂
で
すえ
。
音
読
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
耳
を

傾
け
、
テ
ク
ス
ト
自
体
を
胸
に
刻
み
記
憶
す
る
。
あ
る
い
は
テ

ク
ス
ト
の
意
味
に
思
い
を
巡
ら
す
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け
る

﹁
知
る
﹂
と
い
う
営
み
は
、
こ
こ
に
重
点
を
置
い
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
構
造
的
に
は
、
テ
ク
ス
ト
ま
た
テ
ク
ス
ト
を
守
る
組
織

は
、
聞
き
手
・
読
み
手
に
と
っ
て
は
ま
ず
は
﹁
権
威
﹂
で
す
。

テ
ク
ス
ト
と
そ
の
守
り
手
の
権
威
は
、
テ
ク
ス
ト
の
執
筆
者
・

語
り
手
か
ら
委
ね
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
よ
う

な
﹁
聞
く
﹂
こ
と
に
重
き
を
置
く
理
解
の
権
威
意
識

│
語
り

手
・
書
き
手
側
と
聞
き
手
・
読
み
手
側
の
上
下
関
係

│
は
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
で
の
﹁
討
論
﹂
の
場
面
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
討

論
者
同
士
は
、
理
性
を
持
つ
者
と
し
て
対
等
な
関
係
に
あ
り
ま

す
。
権
威
を
持
つ
他
者
・
テ
ク
ス
ト
へ
の
傾
聴
か
ら
の
理
解
、

こ
う
し
た
理
解
仕
方
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
に
は
、
自
立
性
を
欠
い

た
、
習
慣
的
で
蓋
然
的
な
知
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
す
。
さ
ら

に
は
﹁
知
っ
て
い
る
つ
も
り
と
い
う
思
い
な
し
・
臆ド

ク
サ見
﹂
と
酷

評
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
り
ま
す
。

双
方
の
知
的
営
為
の
目
的

　

さ
て
、﹁
定
義
﹂
は
事
物
の
﹁
本
質
﹂
で
す
。
真
実
在
を
天
上

の
イ
デ
ア
と
し
、
世
界
内
的
な
諸
事
物
を
イ
デ
ア
の
分
有
者
と

す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
、
イ
デ
ア
は
具
体

的
な
事
物
の
天
上
界
に
あ
る
本
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
ま
す
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
地
上
に
あ
る
個
々
の
存
在
者
を
学
知
の
対

象
と
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
知
ら
れ
る
も
の
は
、
個
々
の
事
物
に

内
在
す
る
そ
の
も
の
の
本
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
同
じ
名

辞
で
語
ら
れ
る
多
数
の
個
体
に
共
通
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
に
し
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
し
て
も
、

﹁
知
る
﹂
こ
と
は
個
別
的
存
在
者
の
普
遍
的
本
質
を
捉
え
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
存
在
者
の
個
体
性
、
ま
た

そ
の
﹁
存
在
﹂
を
主
題
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
あ
る
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本
質
を
有
す
る
事
物
の
在
り
方
、
運
動
、
活
動
も
ま
た
普
遍
性

の
元
で
捉
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
視
座
で
は
生
成
変
化
は
傾
向
性
、

必
然
性
を
持
つ
。
こ
れ
を
捉
え
る
の
が
﹁
学
知
・
学
問
﹂
で
あ

る
。
す
る
と
、
そ
こ
で
は
今
の
私
た
ち
に
馴
染
み
の
あ
る
一
つ

の
学
問
が
﹁
学
問
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
抜
け
落
ち
ま
す
。﹁
万

学
の
祖
﹂
と
言
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
論
に
は
﹁
歴

史
学
﹂
が
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
は
、
個
々
人
の
自
由
選
択
の
集

積
で
あ
っ
て
、
偶
然
の
産
物
に
す
ぎ
ず
必
然
性
は
な
く
、
学
知

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

一
方
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
で
は
﹁
聞
い
て
理
解
す
る
﹂
こ
と
の
的

は
、
共
同
体
の
在
り
方
を
、
あ
る
い
は
個
人
の
身
の
処
し
方
を

決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
初
め
か
ら
、
人
間
が
﹁
自
由
﹂

を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、﹁
私
﹂
ま
た
共
同
体
が
自
由
を

い
か
に
行
使
す
る
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
共
同

体
が
自
由
選
択
を
い
か
に
行
使
し
て
き
た
か
と
い
う
﹁
歴
史
﹂

が
関
心
の
的
と
な
り
ま
す
。﹃
聖
書
﹄
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
神

の
声
に
応
答
し
つ
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
違
背
し
つ
つ
、
い
か

に
歩
ん
で
き
た
か
、
歴
史
自
体
に
神
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る

か
と
い
う
、
民
族
の
歴
史
記
述
で
も
あ
り
ま
す
。
民
族
の
歴
史

記
述
を
﹁
聞
き
﹂、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
自
分
の
在
り
方
に
つ

い
て
考
え
、
応
答
し
て
い
く
。
こ
の
思
索
を
﹁
神
か
ら
の
呼
び

か
け
と
、
そ
れ
へ
の
私
の
自
由
な
応
答
﹂
と
し
て
捉
え
る
、
こ

れ
が
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
﹁
知
る
﹂
こ
と
の
原
型
で
す
。

偶
然
性
と
必
然
性
の
二
項
対
立
で
は
な
く
、
神
と
人
間
の

│

﹁
権
威
﹂
を
挟
む
に
せ
よ

│
自
由
な
応
答
関
係
の
な
か
で
、
歴

史
的
脈
絡
の
な
か
で
の
自
身
の
立
ち
位
置
を
勘
案
し
つ
つ
、
今
・

こ
こ
で
の
﹁
私
﹂
へ
の
神
の
語
り
に
傾
聴
し
、
応
答
に
つ
い
て

思
い
巡
ら
す
、
こ
れ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
で
の
﹁
知
る
﹂
こ
と
の

前
提
で
す
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
へ
の
教
父
た
ち
の
態
度

　

先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
知
の
在
り
方
の
正

当
性
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
宗
教
化
の
な
か
で
問
わ
れ
て
い

き
ま
すお
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、﹁
神
の
言
葉
を
聞
い
て
信
じ
る
﹂

に
留
ま
ら
ず
、﹁＂
神
の
言
葉
＂
が
人
間
と
な
り
、
十
字
架
上
で

死
に
、
復
活
し
た
﹂
等
々
を
﹁
信
じ
る
﹂
の
で
す
。
ま
た
後
で

ふ
れ
ま
す
が
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
は
言
説
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、

﹁
語
り
手
﹂
の
誠
実
さ
を
信
じ
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
こ



11

「東洋学術研究」第55巻第２号

「信じる」ことと「知る」こと

の
言
説
の
内
容
を
理
性
に
は
﹁
知
る
﹂
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
﹁
語
り
手
﹂
は
通
常
と
は
異
な
り
﹁
世
界
の
ど
こ
か
で
会

う
こ
と
が
不
可
能
﹂
な
方
な
の
で
す
。
こ
の
言
説
の
内
容
を
、

ま
た
語
り
手
を
﹁
信
じ
る
﹂
と
い
う
行
為
の
正
当
性
を
示
し
て

い
く
、
こ
れ
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
へ
と
漕
ぎ
出
し
た
キ
リ
ス
ト

教
が
直
面
し
た
課
題
で
し
た
。﹁
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
﹂
に
名
を

遺
す
思
想
家
は
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
ト
ア
派
、

中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
さ
ら
に
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
概
念
枠

を
用
い
な
が
ら
、
自
ら
の
信
仰
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　

ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
︵Ioustinos 

一
〇
〇
頃
-
一
六
五
年
頃
︶
と
い
う

人
物
が
お
り
ま
す
。
彼
は
サ
マ
リ
ア
の
出
身
で
し
た
が
、
ギ
リ

シ
ア
哲
学
に
通
じ
て
お
り
ま
す
。
彼
は
ス
ト
ア
派
の
ロ
ゴ
ス
論

︵
宇
宙
の
理ロ
ゴ
ス法

の
種ス
ペ
ル
マ
タ子が

人
間
の
理ロ
ゴ
ス性

で
あ
る
︶
の
枠
組
み
を
使
い
な

が
ら
、﹁
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
出
会
わ
な
か
っ
た
人
間
も
、
理

性
を
正
し
く
働
か
せ
れ
ば
真
理
の
い
く
ば
く
か
は
把
握
し
う
る
﹂

と
し
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
諸
派
を
肯
定
し
つ
つ
、﹁
キ
リ
ス
ト
は
神

の
御ロ

言ゴ

葉ス

そ
の
も
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
を
ロ
ゴ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
と

同
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
真
理
を
全
面
的
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
﹂
と
主
張
し
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
耳
を
訓
練
さ
れ
た
人
々

に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
や
す
い
仕
方
で
説
い
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
︵Tertullianus 

一
六
〇
頃
-
二
二
〇
年

頃
︶
と
い
う
人
間
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
的
な
行
き
方
は
﹁
雑
種
の

キ
リ
ス
ト
教
﹂
を
作
る
と
し
て
激
し
く
反
発
し
ま
す
。
理
性
で

神
の
神
秘
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス

自
身
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
﹁
不
合
理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

我
信
ず
﹂
と
い
う
文
言
が
彼
の
思
想
を
端
的
に
示
す
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
彼
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教

は
相
容
れ
な
い
と
考
え
る
。

　

古
代
に
活
躍
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
家
は
、
尊
敬
を
込
め

て
﹁
教
父
﹂︵C

hurch Fathers

︶
と
呼
ば
れ
ま
す
。
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス

の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
語
で
執
筆
し
た
教
父
は
﹁
ギ
リ
シ
ア
教
父
﹂、

テ
リ
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
よ
う
に
ラ
テ
ン
語
で
執
筆
し
た
教
父
は

﹁
ラ
テ
ン
教
父
﹂
と
呼
ば
れ
ま
す
。﹁
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
﹂
と
一

括
り
に
言
い
ま
す
が
、
地
理
的
に
は
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
勢

力
範
囲
で
す
。
地
中
海
沿
岸

│
ト
ル
コ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
北

ア
フ
リ
カ
な
ど

│
は
す
べ
て
そ
の
範
囲
内
に
入
り
ま
す
。
そ

の
広
大
な
領
域
は
哲
学
的
思
索
に
強
い
ギ
リ
シ
ア
語
文
化
圏
と
、
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法
律
・
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
長
け
た
ラ
テ
ン
語
文
化
圏
に
分
か
れ

ま
す
。
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
と
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
違
い
は
両
者

の
属
し
た
文
化
の
違
い
、﹁
哲
学
﹂
に
対
す
る
親
和
性
の
差
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
根
本
的
に
は
、
人
間
の
理
性
を
ど
う
捉
え
る

か
の
違
い
で
す
。
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
は
人
間
の
理
性
は
﹁
神
的
次

元
か
ら
の
も
の
﹂
で
あ
り
﹁
神
的
次
元
へ
と
伸
長
し
て
い
く
﹂

と
考
え
ま
す
。
こ
の
理
性
観
に
立
て
ば
、﹁
知
る
﹂
こ
と
と
神
的

事
柄
を
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
は

│ 
単
純
な
延
長
線
上
に
あ
る
の

で
は
な
い
に
せ
よ

│
関
わ
り
を
も
つ
と
考
え
や
す
い
。
一
方
、

テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
も
と
も
と
法
律
家
で
す
。
彼
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
、
よ
り
言
え
ば
範
疇
論
を
駆
使
し
て
キ
リ

ス
ト
教
の
教
義
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
に

と
っ
て
人
間
の
理
性
は
合
理
性
の
範
囲
で
動
き
、
超
越
に
対
し

て
は
挫
折
す
る
も
の
で
す
。﹁
知
る
﹂
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
﹁
信

じ
る
﹂
必
要
は
な
く
、﹁
知
る
﹂
こ
と
が
挫
折
し
た
と
こ
ろ
で
初

め
て
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
が
始
ま
る
、
と
考
え
る
の
で
す
。
超
越

へ
と
開
か
れ
た
理
性
と
、
超
越
に
挫
折
す
る
理
性
。
こ
の
二
つ

の
理
性
観
の
狭
間
で
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
発
展
し
て
い
く
と
も

言
え
る
で
し
ょ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
理
性
観
、
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
の
理
性
観
に
基
づ
く
言
語
観
の
せ
め
ぎ
合
い
は
今

日
ま
で
も
続
い
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る

「
信
じ
る
」
こ
と
と
「
知
る
」
こ
と

　

さ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
話
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
彼
は
四
世
紀
半
ば
か
ら
五
世
紀
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
斜
陽
期

に
活
躍
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
家
で
す
。
北
ア
フ
リ
カ
の
現

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
タ
ガ
ス
テ
と
い
う
小
さ
な
街
の
生
ま
れ
で
、

亡
く
な
り
ま
し
た
の
も
ヒ
ッ
ポ
と
い
う
北
ア
フ
リ
カ
の
都
市
で

す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
今
回
、
紹
介

し
ま
し
た
山
田
晶
訳
﹃
告
白
﹄
の
﹁
前
書
き
﹂︵
文
庫
版
で
は
第
三

巻
末
に
所
載
︶
で
よ
く
纏
め
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
すか
。
本
日
は
ざ
っ

と
し
た
紹
介
の
み
差
し
上
げ
ま
す
。

「
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
体
験
」

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
涯
は
、﹃
告
白
﹄
や
弟
子
の
ポ
シ

デ
ィ
ウ
ス
︵Possidius 

四
三
七
年
以
降
没
︶
に
よ
る
﹃
聖
ア
ウ
グ
ス

チ
ヌ
ス
の
生
涯
﹄︵Vita S. Augustin

きi︶
か
ら
後
追
い
す
る
こ
と
が
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で
き
ま
す
。
父
親
は
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
︵Patricius

︶
と
い
う
名
の

ロ
ー
マ
人
で
す
。
中
流
階
級
の
官
吏
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
母
親
の
名
前
は
モ
ニ
カ
︵M

onica

︶
で
す
。
名
前

か
ら
し
て
ロ
ー
マ
人
で
は
な
く
現
地
人
・
ベ
ル
ベ
ル
人
で
あ
っ

た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
し
た
。
モ
ニ

カ
と
し
て
は
息
子
が
信
者
と
な
り
、
ま
た
出
世
す
る
こ
と
も
望

ん
で
い
ま
し
た
。
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
は
早
く
に
亡
く
な
り
ま
す
が
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
有
力
者
の
援
助
を
受
け
続
け
て
学
び
ま

す
。
当
時
の
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
修
辞
学
を
学
び
、
弁
舌
爽
や

か
に
自
説
を
説
き
、
政
敵
に
弁
論
で
打
ち
勝
つ
こ
と
は
必
須
の

素
養
で
し
た
。
中
流
階
級
の
人
間
に
と
っ
て
も
、
や
は
り
修
辞

学
を
修
め
て
実
務
家
・
教
師
と
な
る
こ
と
が
出
世
の
道
で
し
た
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
学
び
ま
す
。
十
九
歳
の
時
、
キ

ケ
ロ
︵C

icero 

前
一
〇
六
-
四
三
年
︶
の
﹃
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
﹄

︵H
ortensius

︶
と
い
う
本
に
出
合
い
ま
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
こ
れ
に
大
変
に
感
動
い
た
し
ま
す
。
こ
の
本
は
散
逸
し
て
お

り
ま
す
が
、
内
容
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹃
勧
告
﹄︵Protreptikos

︶

│
哲
学
的
生
の
勧
め

│
の
翻
案
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ス
ト
ア
派
の
学
者
で
ラ
テ
ン
文
学
の
﹁
黄
金
期
﹂
を
飾
っ

た
キ
ケ
ロ
の
手
に
よ
る
も
の
で
す
か
ら
、
修
辞
学
的
に
も
優
れ

た
文
章
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
、﹁
語
り
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
内
容
﹂

│
﹁
す
べ
て
の
人
間
は
幸
福
を
求
め
る
﹂

│
に
心
打
た
れ

た
の
で
すく
。
古
代
・
中
世
に
お
け
る
﹁
幸
福
﹂
は
、
人
生
の
完

ア
リ
・
シ
ェ
フ
ェ
ー
ル
作
「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
聖
モ
ニ
カ
」（
１

８
５
４
年
、
ロ
ン
ド
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵
）。
モ
ニ
カ
は

「
夫
や
子
ど
も
の
た
め
に
祈
る
母
」
の
象
徴
と
も
な
っ
て
き
た
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成
を
意
味
し
ま
す
。
人
生
の
完
成
は
真
理
探
求
に
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
真
理
探
求
に
駆
ら
れ
ま
す
。
彼

は
ま
ず
﹃
聖
書
﹄
と
向
か
い
合
い
ま
す
。
し
か
し
﹃
聖
書
﹄
の

文
体
の
稚
拙
さ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
失
望
さ
せ
て
し
ま
うけ
。

彼
は
こ
こ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
二
元
論
的
な
マ
ニ
教
や
占
星
術
に

血
道
を
あ
げ
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
の
方
が
、
若
い
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
に
は
世
界
の
在
り
方
な
ど
を
合
理
的
に
説
明
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
た
の
で
す
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
決
定
打
と

は
な
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
懐
疑
論
を
唱
え
る
ア
カ
デ
ミ
ア
派
に

与
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
たこ
。
し
か
し
そ
こ
で
も
納
得
は
得
ら

れ
ま
せ
ん
。
キ
ャ
リ
ア
上
も
紆
余
曲
折
を
経
験
し
て
い
た
彼
で

し
た
が
、
三
十
三
歳
で
思
い
が
け
な
い
幸
運
に
恵
ま
れ
ま
す
。

大
都
市
ミ
ラ
ノ
の
公
立
学
校
の
修
辞
学
教
師
に
抜
擢
さ
れ
た
の

で
す
。

ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
も
と
で
受
洗

　

こ
の
ミ
ラ
ノ
赴
任
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
運
命
そ
の
も
の

を
変
え
ま
し
た
。
の
み
な
ら
ず
人
類
の
知
的
歴
史
を
も
変
え
た

と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ミ
ラ
ノ
司
教
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス

︵A
m

brosius 

三
三
九
-
三
九
七
年
︶
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
洗

礼
を
受
け
る
の
で
す
。
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
ミ
ラ
ノ
総
督
で
し

た
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
赴
任
時
に
は
す
で
に
﹁
ミ
ラ
ノ

司
教
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
に
つ
い
て
、
若
干
、

お
話
し
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
名
家
の
出
身
で
人
望
も

あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
は
﹁
異
端
﹂

が
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ミ
ラ
ノ
司
教
が
亡
く
な
り
、

次
期
司
教
は
誰
か
を
め
ぐ
り
異
端
派
・
正
統
派
の
間
で
大
き
な

争
い
が
生
じ
ま
す
。
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
が
仲
裁
に
入
り
ま
す
と
、

突
然
、﹁
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
を
司
教
に
﹂
と
い
う
子
ど
も
の
声
が

上
が
り
ま
す
。
彼
は
ま
だ
受
洗
前
の
﹁
洗
礼
志
願
者
﹂
だ
っ
た

の
で
す
が
、
司
教
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
誇
張
が
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
人
々
の
彼

へ
の
信
頼
の
篤
さ
は
十
二
分
に
伺
え
ま
す
。
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス

は
司
教
に
な
る
た
め
に
勉
強
を
始
め
ま
す
が
、
そ
の
内
容
が
興

味
深
い
。
ロ
ー
マ
人
で
あ
り
な
が
ら
彼
は
、
ラ
テ
ン
教
父
で
は

な
く
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
伝
統
を
学
ぶ
の
で
す
。﹃
聖
書
﹄
の

﹁
比ア

レ
ゴ
リ
ー喩
的
解
釈
﹂
の
伝
統
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
形
而
上
学
的
な

部
分
を
体
系
化
し
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
そ
れ
以
前
の
中
期
プ
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ラ
ト
ン
主
義

│
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
体
系
化
は
、
こ
れ
ら
の

枠
組
み
を
ギ
リ
シ
ア
教
父
が
吸
収
し
た
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た

│
を
学
ぶ
の
で
す
。
哲
学
的
思
索
を
用
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の

神
秘
を
指
し
示
そ
う
と
し
た
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
以
来
の
伝
統
、
も

う
少
し
限
定
し
ま
す
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
や
カ
イ
サ
レ

イ
ア
で
活
動
し
た
オ
リ
ゲ
ネ
ス
︵O

rigenes 

一
八
五
頃
-
二
四
五
年

頃
︶
の
体
系
的
思
惟
や
﹃
聖
書
﹄
の
比ア

レ
ゴ
リ
ー喩
的
解
釈
を
受
け
継
ぎ

な
が
ら
教
義
形
成
と
修
道
制
の
設
立
に
寄
与
し
た
カ
ッ
パ
ド
キ

ア
の
教
父
た
ち
︵
四
世
紀
︶
の
思
想
を
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
ラ

テ
ン
世
界
に
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

　

ミ
ラ
ノ
の
公
立
学
校
に
着
任
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ

の
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
と
出
会
い
、
彼
の
説
教
と
人
柄
に
深
い
感

銘
を
受
け
ま
すさ
。
洗
礼
を
真
剣
に
考
え
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
中
に
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
を
通
し
て
﹃
聖
書
﹄
の
比ア

レ
ゴ
リ
ー喩

的
解

釈
や
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
流
れ
込
む
。
こ
こ
で
彼
に
は
﹃
聖
書
﹄

の
拙
い
文
言
の
奥
に
潜
む
深
い
意
味
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
若
い
頃

か
ら
情
欲
を
は
じ
め
と
す
る
恣
意
と
の
陰
惨
な
戦
い
に
晒
さ
れ

て
き
た
人
間
で
す
。
自
身
の
内
的
弱
さ
に
実
に
鋭
敏
で
、
こ
こ

に
及
ん
で
な
お
も
身
動
き
が
取
れ
な
い
と
い
う
懊
悩
が
続
き
ま

すし。
し
か
し
劇
的
な
回
心
に
よ
り
、
終
に
は
受
洗
を
決
心
し
ま

すす。
受
洗
は
三
八
七
年
の
復
活
祭
、
三
十
三
歳
の
と
き
で
し
た
。

受
洗
準
備
の
た
め
に
彼
は
、
母
モ
ニ
カ
、
共
に
受
洗
を
す
る
息

子
ア
デ
オ
ダ
ト
ゥ
ス
︵A

deodatus

︶
や
友
人
た
ち
と
ミ
ラ
ノ
郊
外

に
あ
っ
た
友
人
の
別
荘
で
修
道
院
の
よ
う
な
共
同
生
活
を
し
、

そ
の
時
期
か
ら
執
筆
活
動
を
始
め
ま
す
。
今
日
ご
紹
介
す
る
の

は
そ
の
時
期
の
著
作
の
一
つ
で
す
。
洗
礼
後
に
ま
も
な
く
モ
ニ

カ
は
亡
く
な
り
ま
す
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
故
郷
の
タ
ガ

ス
テ
に
戻
り
、
同
地
で
息
子
や
友
人
た
ち
と
の
修
道
院
的
な
共

同
生
活
を
再
開
い
た
し
ま
す
。

ロ
ー
マ
帝
国
衰
退
期
に
『
神
の
国
』
を
執
筆

　

そ
の
数
年
後
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
請
わ
れ
て
北
ア
フ
リ

カ
の
ヒ
ッ
ポ
の
司
祭
と
な
り
︵
三
九
一
年
︶、
や
が
て
司
教
と
な

り
ま
す
︵
三
九
五
年
︶。
司
教
は
い
わ
ば
教
会
の
行
政
職
で
、
様
々

な
具
体
的
な
案
件
が
司
教
に
持
ち
込
ま
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

迫
害
の
傷
が
ま
だ
癒
え
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
と
り
わ
け
ロ
ー

マ
帝
国
に
対
し
て
ア
フ
リ
カ
の
民
族
意
識
が
炎
上
し
て
い
た
同
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地
で
は
、﹁
迫
害
で
棄
教
し
た
司
祭
か
ら
受
け
た
洗
礼
は
有
効
か

否
か
﹂
を
巡
っ
て
の
激
し
い
争
い
が
あ
り
、
ま
た
﹁
救
済
は
人

間
の
自
由
意
志
の
み
で
可
能
か
・
神
か
ら
の
恩
恵
が
あ
っ
て
初

め
て
可
能
か
﹂
を
巡
る
﹁
自
由
意
志
論
争
﹂
も
生
じ
ま
す
。
若

い
頃
に
関
わ
っ
た
マ
ニ
教
や
ア
カ
デ
ミ
ア
派
と
の
論
争
も
続
き

ま
す
。
さ
ら
に
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
で
ロ
ー
マ
帝
国
が
弱
体

化
し
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
を
﹁
古
来
の
ロ
ー
マ
の
神
々
に
代

わ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
祟
り
﹂

と
言
う
人
々
も
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
老
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
、
二
十
二
巻
よ
り
な
る
大
著
﹃
神
の
国
﹄︵D

e civitate D
ei 

四
二
六
年
完
成
︶
を
著
わ
し
ま
す
。
喧
々
諤
々
の
状
況
で
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
生
き
、
聖
書
註
解
、
教
導
的
書
、
論
駁
書
を
著

わ
し
続
け
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
彼
は
、
人
間
の
理
性
や
意
志

の
自
立
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
も
と
も
と
超
越
の
次
元

か
ら
芽
生
え
さ
せ
ら
れ
た
自
立
性
で
あ
る
こ
と
、
共
同
体
の
神

へ
と
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
と
自
己
執
着
に
落
ち
込
む
ベ
ク
ト
ル
の

せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
で
人
類
史
が
救
済
・
完
成
へ
と
向
け
て
紡

が
れ
る
と
い
っ
た
、
自
由
の
次
元
に
基
づ
く
歴
史
観
を
展
開
し

て
い
く
の
で
す
。

「
感
覚
す
る
」「
知
解
す
る
」「
信
じ
る
」

　

さ
て
、﹁
知
る
﹂
こ
と
と
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
を
、ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
神
・
超
越
と
人
間
の

理
性
の
関
係
あ
る
い
は
断
絶
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。

こ
の
問
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
﹁
知
る
﹂
こ
と
と
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
を
、
と
も
に
人
間

の
認
識
仕
方
と
位
置
付
け
ま
す
。﹁
知
る
﹂
は
と
も
か
く
、﹁
信

じ
る
﹂
が
認
識
仕
方
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
は
説
明
が
必
要
で

し
ょ
う
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
人
間
に
は
三
つ
の
認
識
仕
方
が
あ

る
、
と
し
ま
す
。
ま
ず
﹁
感
覚
す
る
﹂︵sentire

︶

│
こ
れ
は
感

覚
器
官
を
通
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
﹁︵
こ
こ
に
︶

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
あ
る
﹂。
こ
れ
を
私
は
自
分
の
視
覚
を
通
し
て

認
識
し
て
い
ま
す
し
、
皆
さ
ま
一
人
一
人
が
そ
う
で
す
。
我
々

の
た
い
て
い
の
認
識
は
、
こ
の
よ
う
に
感
覚
器
官
を
通
し
て
な

さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
す
べ
て
の
認
識
が
感
覚
器
官
を
通
し
て
行
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
﹁
大
き
い
﹂﹁
小
さ
い
﹂﹁
全

体
﹂﹁
部
分
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い
れ
ば
、﹁
全
体
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は
部
分
よ
り
大
き
い
﹂
と
い
う
命
題
の
意
味
を
、
私
た
ち
は
感

覚
器
官
を
通
す
こ
と
な
く
理
解
し
、﹁
真
で
あ
る
﹂
と
判
断
で
き

ま
す
。﹁
私
が
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
じ
っ
と

手
を
見
て
、
ま
た
触
れ
て
、﹁
な
る
ほ
ど
、
私
は
い
る
﹂
と
思
う

人
は
い
る
で
し
ょ
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
初
期
の
著
作

﹃
ソ
リ
ロ
キ
ア
︵
独
白
録
︶﹄︵Soliloquia 

三
八
六
／
三
八
七
年
︶
に
、

真
理
現
象
の
場
と
し
て
の
自
己
意
識
を
指
摘
し
ま
す
。
自
己
意

識

│
﹁
私
が
い
る
﹂﹁
私
が
考
え
る
﹂

│
は
共
に
誤
謬
の

可
能
性
の
な
い
真
理
で
すせ
。
真
理
が
自
己
意
識
に
現
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
真
理
の
も
と
で
私
は
私
の
存
在
と
私
の
思
惟
を
直
接

に
捉
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
教
に
し
て
も
イ
ス
ラ
ー
ム

教
に
し
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
し
て
も
、
人
間
の
完
成
を
神
直
観

に
置
き
ま
す
。
こ
れ
は
現
世
で
は
無
理
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
う
し
た
言
説
こ
そ
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
の
対
象
で
す
。
と
は

い
え
、
完
成
の
際
の
神
直
観
は
、
今
、
自
己
自
身
を
掴
む
の
と

同
等
の
確
か
さ
で
神
を
認
識
す
る
こ
と
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
う
し
た
誤
謬
の
可
能
性
の
な
い
直
接
の
認
識
・
直
観
を

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
﹁
知
解
す
る
﹂︵inteilligere

︶
と
し
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
認
識
仕
方
は
、﹁
感
覚
す
る
﹂
と
﹁
知
解

す
る
﹂
の
二
つ
の
み
で
し
ょ
う
か
。
感
覚
器
官
の
媒
介
の
有
無

と
い
う
点
で
﹁
感
覚
す
る
﹂
と
﹁
知
解
す
る
﹂
と
は
異
な
り
ま

す
が
、
認
識
の
端
緒
に
﹁
私
﹂
の
み
が
関
与
し
て
い
る
、
と
い

う
点
で
両
者
は
同
じ
で
す
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
の
生
活
を
顧
み

ま
す
と
﹁
他
者
の
証
言
﹂
か
ら
出
発
す
る
認
識
が
あ
る
。
実
は

﹁
他
者
の
証
言
﹂
な
し
に
は
、
私
た
ち
は
日
々
の
生
活
も
送
る
こ

と
は
で
き
ず
、
大
き
な
人
生
の
決
断
も
な
し
え
な
い
、
と
い
う

事
実
が
あ
る
の
で
す
。﹁
他
者
の
証
言
﹂
か
ら
認
識
す
る
仕
方
、

こ
れ
が
﹁
信
じ
る
﹂︵credere

︶
で
す
。
後
年
の
著
作
﹃
霊
と
文

字
﹄︵D

e spiritu et littera 

四
一
二
年
︶
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

こ
の
認
識
仕
方
を
約つ

づ

め
て
﹁
語
ら
れ
た
事
柄
が
真
で
あ
る
と
同

意
す
る
こ
と
﹂
と
表
現
し
ま
す
がそ
、
す
で
に
三
九
一
年
の
﹃
信

の
効
用
﹄︵D

e utilitate credendi

︶
に
お
い
て
、﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
を
、

﹁
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
い
な
す
・
臆
見
﹂
とた
、
ま
た

﹁
軽
々
し
く
信
じ
る
﹂
こ
と
か
ら
峻
別
し
な
が
らち
、﹁
信
じ
る
﹂

こ
と
な
し
に
人
間
的
な
生
活
・
営
み
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
し

て
い
ま
すつ
。
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「
信
じ
る
」
こ
と
が
支
え
る
人
間
的
生

　

日
本
語
で
は
﹁
信
じ
る
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
緊
密
な
人
格
的

関
係
を
土
台
に
し
て
使
わ
れ
る
特
殊
な
動
詞
で
す
。
し
か
し
﹁
信

用
す
る
﹂﹁
信
頼
す
る
﹂
と
な
り
ま
す
と
、
そ
の
関
係
は
若
干

平
板
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
、
身
近
な

例
を
挙
げ
な
が
ら
﹁
信
じ
る
﹂
と
い
う
認
識
仕
方
が
、
私
た
ち

の
生
活
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
を
見
て

い
き
ま
す
。

　

第
一
に
は
人
間
関
係
で
す
。
私
た
ち
の
生
活
は
信
頼
関
係
な

し
に
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
他
人
が
私
の
こ
と
を
ど
う

考
え
て
い
る
か
。
他
人
の
胸
を
開
い
て
も
ら
い
自
分
の
目
で
見

る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
他
人
の
考
え
で
す
か
ら
、

自
己
意
識
の
よ
う
な
直
観
で
掴
む
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
他
者

の
言
説

│
身
体
言
語
も
含
め
て
で
す
が

│
が
本
当
で
あ

る
・
真
で
あ
る
と
同
意
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
対
人
関
係
を
築

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
んて
。
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
鑑
み
て
こ
の

点
を
広
げ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
や
天
気
予
報
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
と
私

た
ち
の
関
係
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
職
場
や
学
校
に
行
く
折

の
装
い
に
し
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
天
気
や
気
温
を
確
か

め
て
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
服
を
選
ぶ
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
天

気
予
報
士
の
言
葉
が
真
で
あ
る
と
同
意
し
て
い
る
の
で
す
。
あ

る
い
は
、
大
学
受
験
や
留
学
と
い
っ
た
人
生
の
大
き
な
一
歩
は
、

予
備
校
の
デ
ー
タ
な
ど
の
﹁
他
者
の
言
説
﹂
を
﹁
信
じ
﹂、
参
考

に
し
な
け
れ
ば
、
誰
も
踏
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
将
来
の

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
も
同
様
で
す
。
生
活
者
と
し
て
の
私
は
、
折
り

中
世
フ
ラ
ン
ス
で
作
ら
れ
た
装
飾
写
本
『
ベ
リ
ー
公
の
い
と
も
豪
華
な

る
時
祷
書
』（
15
世
紀
末
完
成
）
の
中
の
「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
洗

礼
」（
シ
ャ
ン
テ
ィ
イ
城
コ
ン
デ
美
術
館
所
蔵
）



19

「東洋学術研究」第55巻第２号

「信じる」ことと「知る」こと

込
み
広
告
に
書
か
れ
て
い
る
事
柄
を
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
な
し
に
、

日
々
の
お
買
い
物
の
算
段
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

第
二
は
自
分
の
出
自
に
関
わ
る
こ
と
で
すと
。
私
自
身
は
﹁
佐

藤
誰
そ
れ
と
誰
そ
れ
の
第
一
子
で
あ
る
﹂
と
い
う
認
識
で
お
り

ま
す
。
し
か
し
、
自
分
が
佐
藤
の
家
の
子
で
あ
る
、
と
い
う
私

の
認
識
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。
生
ま
れ
た
時
に
﹁
感
覚

し
た
﹂
こ
と
を
通
し
て
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
自
己
意
識
の
よ
う
に
直
観
し
知
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
両
親
の
、
親
戚
の
、
周
囲
の
人
々
の
語
り

を
通
し
て
、
時
に
写
真
な
ど
も
見
せ
ら
れ
な
が
ら
、﹁
真
で
あ
る

と
同
意
し
て
い
る
﹂
の
で
す
。
仮
に
、
こ
れ
ら
の
言
説
が
虚
偽

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と

│
こ
れ
は
も
う
十
分
ド

ラ
マ
の
題
材
で
す

│
、
こ
の
年
齢
で
あ
っ
て
も
私
は
混
乱
す

る
で
し
ょ
う
。 

　

第
三
に
教
育
の
場
面
に
お
い
て
で
す
。
習
得
に
は
﹁
教
師
﹂

が
証
言
者
と
し
て
必
要
で
す
。
教
授
内
容
は
﹁
こ
う
い
う
仕
方

で
考
え
て
い
く
・
問
題
を
解
い
て
い
く
﹂
と
い
っ
た
言
葉
で
、

ま
だ
こ
れ
を
知
ら
な
い
人
間
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
四
則
計
算
に

せ
よ
、
言
語
に
し
て
も
、
先
達
か
ら
教
わ
っ
て
い
る
。
教
師
や
、

教
科
書
の
書
き
手
の
語
り
が
真
で
あ
る
こ
と
に
教
わ
る
側
が
同

意
し
て
、
初
め
て
教
育
が
成
立
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

修
辞
学
の
習
得
を
例
に
挙
げ
て
い
ま
すな
。
あ
る
い
は
実
生
活
上
、

経
験
の
あ
る
方
の
言
に
従
う
の
が
よ
い
、
と
い
う
事
例
も
あ
り

ま
すに
。

　

上
記
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
は
実
践
上
の
﹁
蓋
然
的
﹂︵proba-

bile

︶
な
真
を
主
題
と
し
て
お
り
、
理
論
的
な
・
学
的
な
真
理
認

識
の
問
題
と
な
ら
ず
、﹁
聞
い
て
知
る
﹂
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の

は
﹁
蓋
然
的
な
真
理
﹂
に
留
ま
る
、
と
い
う
主
張
も
あ
り
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
、こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
ま
す
。

ま
ず
﹁
蓋
然
的
﹂
な
真
は
﹁
真
理
に
似
て
い
る
﹂︵verisim

ile

︶

│
﹁
真
﹂︵verum

︶
に
﹁
似
て
い
る
﹂︵sim

ilis

︶

│
も
の
で
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、﹁
真
・
真
理
﹂
が
何
ら
か
の
仕
方
で
先
取
ら
れ

て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
、
皆
さ
ま
に
﹁
あ
な
た
は
お
父
様

似
で
す
ね
﹂
と
語
り
か
け
る
方
は
皆
さ
ま
の
お
父
様
を
知
り
、

そ
の
上
で
﹁
似
て
い
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
すぬ
。

存
在
論
的
に
言
え
ば
、
真
理
が
あ
っ
て
こ
そ
蓋
然
的
真
理
が
成

立
す
る
。
さ
ら
に
﹁
理
論
と
実
践
を
分
け
る
﹂
こ
と
は
、
実
は

き
わ
め
て
実
験
的
な
思
考
で
す
。
純
粋
に
理
論
的
な
認
識
を
追
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う
場
面
で
も
、
当
人
が
な
ぜ
こ
れ
を
行
う
の
か
を
考
え
れ
ば
、

当
人
は
こ
の
探
求
に
お
い
て
自
ら
の
・
あ
る
い
は
周
囲
の
人
の

﹁
善
き
生
﹂
を
実
現
す
べ
く
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。﹁
ホ

ル
テ
ン
シ
ウ
ス
体
験
﹂
で
突
き
動
か
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
真
理
探
求
こ
そ
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
も
の
で
し
た
。

　

で
は
、
日
常
生
活
あ
る
い
は
人
生
設
計
を
成
立
さ
せ
る
﹁
信

じ
る
﹂
と
、
宗
教
的
な
﹁
信
じ
る
﹂
の
違
い
は
何
か
。
実
は
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
は
こ
の
区
別
を
問
題
に
し
て
い
な
い
の

で
す
。
こ
の
点
こ
そ
世
俗
化
の
進
ん
だ
世
界
に
生
き
る
私
た
ち

は
、
重
視
す
べ
き
で
す
。﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す

る
文
脈
か
ら
、
あ
え
て
こ
の
区
別
を
問
わ
な
い
の
だ
、
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、﹃
信
の
効
用
﹄
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
次
の
言
葉
を
語
り
ま
す
。﹁
神
は
ご
自
身
を
求
め
る
人
々
と

│
彼
ら
に
共
同
体
へ
の
配
慮
が
あ
る
か
ぎ
り
で

│
共
に
お

ら
れ
るね
﹂。
こ
の
言
葉
の
元
に
は
、
隣
人
愛
と
神
へ
の
愛
・
神
の

愛
の
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
人
生
に

あ
っ
て
、
神
へ
の
愛
は
隣
人
愛
を
通
し
て
具
現
化
す
る
、
こ
れ

は
イ
エ
ス
の
愛
の
掟
の
要
点
で
す
。
神
の
愛
が
あ
っ
て
こ
そ
神

へ
の
私
の
愛
が
あ
り
、
神
の
愛
が
あ
っ
て
こ
そ
私
が
お
り
、
他

者
が
お
り
、
隣
人
愛
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
愛
の
構
造

を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
日
常
的
な
﹁
信
じ
る
﹂
と
宗
教
的
な
﹁
信

じ
る
﹂
の
区
別
を
問
題
と
し
な
い
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
態
度

の
裏
に
は
、
さ
ら
に
は
日
常
的
な
語
り
手
へ
の
信
頼
と
宗
教
的

言
説
の
語
り
手
へ
の
信
頼
の
間
に
線
を
引
か
な
い
と
い
う
態
度

の
裏
に
は
、
後
者
が
あ
っ
て
初
め
て
前
者
が
成
立
す
る
と
い
う

確
信
が
あ
る
、
と
考
え
ま
す
。

知
解
す
る
た
め
に
信
じ
る

　
﹁
信
じ
る
﹂
が
認
識
の
一
つ
の
形
で
あ
り
、
認
識
が
﹁
善
く
生

き
る
﹂
た
め
の
も
の
で
あ
れ
ば
、﹁
語
ら
れ
た
事
柄
が
真
で
あ
る

こ
と
に
同
意
す
る
﹂
こ
と
に
は
、す
で
に
自
ら
の
﹁
善
く
生
き
る
﹂

こ
と
へ
の
責
任
性
が
伴
っ
て
い
る
、
と
考
え
ま
す
。﹁
私
が
信
じ

て
い
る
﹂
こ
と
へ
の
反
省
的
な
眼
差
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

﹁
権
威
が
権
威
だ
か
ら
﹂
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、﹁
こ
の
私
が

信
じ
る
﹂
こ
と
へ
の
自
覚
と
そ
れ
に
伴
う
責
任
は
、﹁
信
じ
る
﹂

場
面
で
我
々
に
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
軽
信
、
宗

教
的
に
は
盲
信
は
こ
の
責
任
性
の
欠
如
か
ら
出
来
し
ま
す
。

　

聖
典
へ
の
解
釈
や
体
系
的
理
解
の
試
み
は
、
そ
こ
に
﹁
記
さ
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れ
た
言
説
が
真
で
あ
る
こ
と
の
同
意
﹂
に
資
す
る
も
の
で
す
。

先
に
紹
介
し
た
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
の
﹁
ロ
ゴ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
論
﹂
の

枠
組
み
や
オ
リ
ゲ
ネ
ス
や
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
教
父
た
ち
の
用
い

た
体
系
的
思
惟
は
、い
ず
れ
も
ス
ト
ア
派
、
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
、

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
体
系
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
別
途
に

発
展
し
た
哲
学
的
な
洞
察
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。﹃
聖
書
﹄

の
比ア

レ
ゴ
リ
ー喩
的
解
釈
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
先
立
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の

ラ
ビ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
の
フ
ィ
ロ
ン
︵Philon

前
二
五
／
二

〇
頃
–
後
四
五
／
五
〇
年
頃
︶
が
初
め
て
行
い
ま
し
た
が
、
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
世
界
で
は
ホ
メ
ロ
ス
︵H

om
eros 

前
八
世
紀
頃
︶
の
テ
ク
ス
ト

解
釈
と
し
て
成
立
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
技
法
を
教
父
た
ち
は
、

﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
の
内
容
を
よ
り
深
く
捉
え
る
べ
く
利
用
し
て
い

た
の
で
す
。
宗
教
的
な
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
の
対
象
は
、
把
握
不

可
能
で
は
あ
り
ま
す
が
、﹁
理
解
可
能
性
﹂
は
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
・﹁
同
意
す
る
﹂
こ
と
に
対
し
て
人
間
は
責

任
を
も
ち
、﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
は
﹁
知
解
す
る
﹂
こ
と
へ
と
開
か

れ
て
い
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
超
越
者
の
言
葉
・
聖
典
は
、

聞
き
手
・
読
み
手
が
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
か
ら
﹁
知
解
す
る
﹂
こ

と
へ
と
進
歩
す
る
よ
う
、
初
め
か
ら
自
ら
を
開
い
て
く
れ
て
い

る
、
と
言
え
る
の
で
す
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
﹃
自
由
意
志
﹄
で
﹁
神
は
我
々
と
共

に
い
て
、
我
々
の
信
じ
た
こ
と
を
知
解
で
き
る
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
る
﹂
と
し
、
す
ぐ
に
聖
書
を
引
用
し
ま
す
。﹁
君
た
ち
は
信

じ
な
け
れ
ば
知
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂︵
イ
ザ
七
・
九
︹
七
〇

人
訳
︺の︶。
こ
う
し
た
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
と
﹁
知
る
﹂
こ
と
に
つ
い

て
の
理
解
の
も
と
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
﹁
知
解
す
る
た

め
に
信
じ
る
﹂
と
約つ

づ

め
ら
れ
る
言
葉
を
記
し
、
そ
の
後
の
キ
リ

ス
ト
教
思
想
の
展
開
を
方
向
づ
け
る
の
で
す
。

４　
『
自
由
意
志
』
第
二
巻
：「
神
の
存
在
証
明
」

　
﹃
自
由
意
志
﹄
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
受
洗
直
前
に
書
か
れ

て
い
る
著
作
で
す
。
主
題
は
、
人
間
の
自
由
選
択
能
力
で
あ
る

﹁
自
由
意
志
﹂︵liberum

 arbitrium

︶
に
つ
い
て
で
す
。
自
由
選
択

で
失
敗
す
る
こ
と
か
ら
人
間
は
罪
に
陥
り
ま
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
自
身
の
肉
欲
に
終
生
自
責
の
念
を
覚
え
て
い
た
人
で
す
。

﹁
自
由
意
志
は
神
が
与
え
た
も
の
か
﹂、
本
書
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
、
友
人
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
︵Evodius

︶
を
相
手
と
す
る
対

話
形
式
で
考
え
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
箇
所
は
第
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二
巻
で
す
が
、
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ま
ず
は
﹁
神
が

存
在
す
る
か
ど
う
か
﹂
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
ま
す
。

﹁
神
が
存
在
す
る
﹂
こ
と
が
確
か
で
な
け
れ
ば
﹁
自
由
意
志
は
神

が
与
え
た
も
の
か
﹂
と
い
う
問
い
は
立
て
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
﹁
神
の
存
在
証
明
﹂
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
同
所

で
は
﹁
信
じ
る
﹂
と
﹁
知
る
﹂
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
語
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
も
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、﹁
神
が
存
在
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う

か
。
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
は
﹁
神
が
存
在
す
る
﹂
こ
と
を
﹁
私
は
、

見コ
ン
テ
ン
プ
ラ
テ
ィ
オ

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
信
仰
に
よ
っ
て
堅
持
し
て
い

ま
す
﹂
と
答
え
ま
すは
。﹁
見
る
こ
と
﹂︵contem

platio

︶
は
﹁
観
想
﹂

と
も
訳
さ
れ
ま
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
﹁
知
る
こ
と
﹂

の
最
高
の
仕
方
で
す
。
信
者
で
あ
る
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
も
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、
信
仰
に
お
け
る
確
か
さ
で
事
が
足
り
る
と

は
思
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
真
理
探
求
の
内
的
動
勢
に
つ
い
て

彼
ら
は
次
の
よ
う
に
語
り
合
い
ま
す
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
︵
以
下
、
ア
︶：︹
神
が
存
在
す
る
こ
と
︺

に
つ
い
て
も
ま
た
我
々
が
、
偉
大
な
権
威
に
従
っ
て
信

じ
る
の
が
善
い
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
い
っ
そ
う
骨
を

お
っ
て
探
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
︵
以
下
、
エ
︶
：
我
々
は
信
じ
る
こ
と
を

認
識
し
、
知
解
し
た
い
か
ら
で
す
。

︵D
e libero arbitrio, 2, 5, 5. 

傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
︶

 　
﹁
信
じ
る
こ
と
を
認
識
し
、
知
り
た
い
﹂
と
い
う
希
求
を
ア
ウ

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
「
書
斎
の
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
」

（
１
４
８
０
年
頃
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
オ
ー
ニ
ッ
サ
ン
テ
ィ
教
会
所
蔵
）
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グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
福
音
書
に
あ
る
イ
エ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
、

正
当
化
し
て
い
ま
す
。

ア
：
我
々
の
主
自
ら
［
⋮
］
ま
ず
信
ぜ
よ
と
勧
め
た
も
う

た
。
し
か
し
そ
の
後
［
⋮
］﹁
信
じ
る
こ
と
が
生
命
で
あ

る
﹂
と
は
言
わ
ず
、﹁
唯
一
の
真
な
る
神
で
あ
る
あ
な
た

と
、
あ
な
た
の
遣
わ
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
知
る

こ
と
︵intelligere

︶
が
永
遠
の
生
命
な
の
で
あ
る
﹂ひ
と
言

わ
れ
た
。�

︵Ibid.

︶

　

と
は
い
え
、
人
間
が
﹁
知
る
・
知
解
す
る
﹂
に
は
、
知
解
内

容
を
ま
ず
は
他
者
の
言
説
か
ら
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ア
：
信
じ
る
こ
と
と
知
解
す
る
こ
と
は
同
じ
で
は
な
く
、

我
々
が
知
解
す
る
こ
と
を
欲
す
る
重
大
な
神
的
事
柄
に

つ
い
て
は
、
ま
ず
信
じ
る
べ
き
で
あ
る
。 

︵Ibid.

︶

　
﹁
知
解
す
る
﹂
こ
と
は
認
識
の
最
高
の
段
階
で
す
。
し
か
し
、

人
間
の
認
識
能
力
か
ら
し
て
、
自
己
意
識
な
ど
の
稀
な
例
を
の

ぞ
け
ば
、
認
識
内
容
は
﹁
外
か
ら
﹂
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
神
に
つ
い
て
の
事
柄
を
人
間
は
﹁
感
覚
す
る
﹂
こ
と

は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
他
者
の
言
説
、
宗
教
的
な
場
面
で
あ
れ
ば
、

神
の
言
葉
・
啓
示
、
聖
典
、
宗
教
的
権
威
者
の
言
葉
を
﹁
真
﹂

と
し
て
同
意
し
受
け
入
れ
る
・﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
か
ら
、
認
識
行

為
が
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
は
い
え
、﹁
信
じ
る
﹂

に
留
ま
る
こ
と
は
よ
ろ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。﹁
信
じ
る
﹂
内
容

を
、
自
分
の
理
性
・
知
性
な
い
し
精
神
で
、
自
分
の
責
任
で
も
っ

て
﹁
知
解
す
る
﹂
と
い
う
態
度
が
信
仰
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

　　

さ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
﹁
神
の
存
在
証
明
﹂
を
始
め

る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
最
も
確
実
に
知
解
さ
れ
る
場
、
自
己
意

識
か
ら
出
発
し
ま
す
。
さ
ら
に
自
己
意
識
の
う
ち
に
含
ま
れ
る

自
己
ら
の
在
り
方
の
三
段
階
を
示
し
、
そ
の
も
っ
と
も
優
れ
た

段
階
が
﹁
知
解
す
る
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
す
。

ア
：
我
々
は
も
っ
と
も
明
瞭
な
事
柄
か
ら
出
発
し
よ
う
。

［
⋮
］
君
自
身
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
君
に
問
お
う
。
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こ
れ
を
問
わ
れ
て
、
君
は
誤
つ
こ
と
を
恐
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
君
が
存
在
し
な
い
な
ら
君
が
誤
つ
こ

と
も
な
い
の
で
あ
る
。�

︵Ibid., 2, 3, 7

︶

ア
：
君
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ

と
は
君
が
生
き
て
い
な
い
限
り
明
瞭
で
は
な
い
の
だ
か

ら
、
君
が
生
き
て
い
る
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
が
ま
っ
た
く
真
で
あ
る
こ
と
を
、
君
は
知
解
す
る
で

あ
ろ
う
。

エ
：
た
だ
ち
に
知
解
し
ま
す
。

ア
：
す
る
と
第
三
の
こ
と
も
明
瞭
だ
。
そ
れ
は
君
が
知
解

す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。�

︵Ibid.

︶

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
エ
ヴ
ェ
デ
ィ
ウ
ス
の
自
覚
を
促
し
て

い
ま
す
の
で
、
対
話
で
の
二
人
称
は
一
人
称
に
変
換
さ
れ
ま
す
。

自
己
意
識
に
お
い
て
は
、﹁
私
は
存
在
す
る
﹂︵sum

︶
の
み
な
ら

ず
、﹁
私
は
生
き
て
い
る
﹂︵vivo

︶・﹁
私
は
知
解
す
る
﹂︵intelligo

︶

が
不
可
分
な
形
で
把
握
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
覚
さ
れ

る
三
つ
の
在
り
方
に
は
階
層
性
が
あ
り
、﹁
私
は
知
解
す
る
﹂
が

も
っ
と
も
優
れ
た
在
り
方
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
か
ら
説
明
さ
せ
ま
す
。

エ
：
石
が
存
在
し
、
動
物
が
生
き
て
い
て
も
、
石
が
生
き

て
い
る
と
か
、
動
物
が
知
解
す
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
知
解
す
る
も
の
が
存
在
し
、
か
つ
生
き
て
い
る

こ
と
は
［
⋮
］
確
実
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
三

つ
︵
存
在
す
る
、
生
き
る
、
知
解
す
る
︶
を
全
部
含
む
も
の

は
、
そ
の
な
か
の
二
つ
ま
た
は
一
つ
を
欠
く
も
の
よ
り

も
一
層
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
私
は
疑
わ
ず
に
判
断
し
ま

す
。�

︵Ibid.

︶

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
上
位
の
在
り
方
は
下
位
の
在
り
方

を
﹁
含
む
﹂
と
い
う
点
で
す
。﹁
知
解
す
る
﹂
と
い
う
在
り
方
は

﹁
存
在
す
る
﹂﹁
生
き
る
﹂
と
い
う
在
り
方
を
含
み
、
在
り
方
が

豊
か
で
あ
る
か
ら
こ
そ
上
位
な
の
で
す
。
見
方
を
変
え
ま
す
と
、

﹁
知
解
す
る
﹂
と
い
う
在
り
方
は
﹁
生
き
る
﹂﹁
存
在
す
る
﹂
を

包
含
す
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
。﹁
知
解
す
る
﹂
は
下
位
の

在
り
方
に
支
え
ら
れ
て
い
るふ
。
他
方
、﹁
生
き
る
﹂﹁
存
在
す
る
﹂
は
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﹁
知
解
す
る
﹂
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
て
い
ま
す
。

外
的
感
覚
→
内
的
感
覚
→
理
性

　

さ
て
、﹁
知
解
す
る
﹂
と
い
う
在
り
方
に
注
目
す
れ
ば
、
私
た

ち
の
認
識
は
三
つ
の
段
階
を
踏
み
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で

の
認
識
は
、
①
﹁
外
的
感
覚
﹂︵
五
感
：
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・
味

覚
・
触
覚
︶、
②
﹁
内
的
感
覚
﹂︵
共
通
感
覚
・
想
像
力
・
評
定
力
・

記
憶
︶、
そ
し
て 

③
﹁
理
性
﹂
が
担
い
ま
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
こ
こ
で
、
外
的
感
覚
と
内
的
感
覚
と
理
性
の
ど
れ
が
も
っ

と
も
優
れ
た
能
力
で
あ
る
か
を
判
別
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
区

別
自
体
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
準
拠
し
て
い
ま
す
。
外
界
に
開

か
れ
た
五
感
の
み
で
は
私
た
ち
は
﹁
感
覚
す
る
﹂
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
認
識
は
認
識
者
の
う
ち
の
﹁
像
形
成
﹂
を

通
し
て
な
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
た
と
え
ば
、﹁
鍋
物
だ
﹂
と
認
識

す
る
場
面
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
。﹁
鍋
物
だ
﹂、﹁
美
味
し
そ
う

だ
﹂、
そ
し
て
箸
を
つ
け
、
口
に
入
れ
、
食
べ
る
。
こ
の
一
連
の

流
れ
を
顧
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
視
覚
が
﹁
鍋
物
﹂
を
捉
え
る
。

し
か
し
同
時
に
、
ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
え
る
﹁
音
﹂、
美
味
し
そ
う
な

﹁
香
り
﹂、
温
か
い
﹁
湯
気
﹂
と
い
っ
た
様
々
な
情
報
が
、
そ
れ

ぞ
れ
聴
覚
・
嗅
覚
・
触
覚
と
い
う
別
々
の
入
口
か
ら
入
っ
て
き

ま
す
。
こ
れ
ら
別
々
の
入
口
か
ら
入
っ
て
き
た
情
報
を
ま
と
め

て
一
つ
の
﹁
像
﹂
を
作
り
上
げ
る
能
力
が
必
要
で
す
。
こ
れ
が

内
的
感
覚
の
一
つ
﹁
共
通
感
覚
﹂
の
仕
事
で
す
。
こ
の
﹁
像
﹂

に
対
し
て
、﹁
記
憶
﹂
と
い
う
﹁
こ
れ
ま
で
の
認
識
像
の
蔵
﹂
か

ら
、
以
前
に
﹁
鍋
物
﹂
を
食
べ
た
折
の
場
面
が
引
き
出
さ
れ
、

ま
す
ま
す
食
欲
が
そ
そ
ら
れ
る
。
ま
た
﹁
温
ま
っ
た
身
体
﹂
と

い
う
﹁
像
﹂
と
﹁
鍋
物
﹂
の
像
と
を
重
ね
合
わ
せ
、﹁
鍋
物
を
食

べ
て
温
ま
っ
た
自
分
﹂
を
想
像
し
、
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。﹁
像
﹂
と
﹁
像
﹂
を
重
ね
合
わ
せ
る
の
は
﹁
想
像
力
﹂
の
仕

事
で
す
。
ま
た
、﹁
美
味
し
そ
う
だ
﹂
と
箸
を
伸
ば
す
際
に
は
﹁
異

臭
が
な
い
﹂
と
い
っ
た
チ
ェ
ッ
ク
が
為
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る

い
は
口
に
入
れ
、
あ
ま
り
に
刺
激
の
強
い
味
で
あ
れ
ば
﹁
こ
れ

は
自
分
を
害
す
る
﹂
と
評
価
し
、
箸
を
置
き
ま
す
。﹁
箸
を
つ
け

る
﹂・﹁
食
べ
続
け
る
﹂
の
は
、
こ
の
鍋
物
が
自
分
を
害
さ
ず
・

益
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
判
定
が
下
さ
れ
た
場
合
で
す
。
こ
う

し
た
判
定
を
下
す
の
が
﹁
評
定
力
﹂
で
す
。
こ
う
し
た
内
的
感

覚
は
、
動
物
に
も
人
間
に
も
備
わ
っ
て
い
る
、と
さ
れ
て
い
ま
す
。

内
的
感
覚

│
﹁
共
通
感
覚
﹂﹁
想
像
力
﹂﹁
評
定
力
﹂﹁
記
憶
﹂
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│ 

で
、
認
識
者
の
う
ち
に
認
識
像
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
で
は
、

外
的
感
覚
と
内
的
感
覚
の
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
。
エ
ヴ
ォ

デ
ィ
ウ
ス
は
言
い
ま
す
。

エ
：
内
的
感
覚
は
外
的
感
覚
の
管
理
人
で
あ
り
裁
判
官
で

あ
る
と
、
私
は
思
い
ま
す
。［
⋮
］
す
な
わ
ち
視
覚
は
自

分
が
見
て
い
る
か
見
て
い
な
い
か
を
み
る
こ
と
な
く
、

ま
た
自
分
に
と
っ
て
何
が
不
足
で
何
が
十
分
で
あ
る
か

を
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
判
断
す
る

の
は
内
的
知
覚
で
す
。
動
物
の
魂
も
こ
れ
に
教
え
ら
れ

て
、
閉
じ
て
い
た
眼
を
開
い
た
り
、
足
り
な
い
も
の
を

獲
よ
う
と
し
て
感
覚
を
働
か
せ
た
り
し
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
判
断
す
る
も
の
が
判
断
さ
れ
る
も
の
に
ま
さ
る
こ

と
は
、
だ
れ
も
疑
い
ま
せ
ん
。 

︵Ibid., 2, 5, 12

︶

　
﹁
判
断
す
る
も
の
が
判
断
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
ま
さ
る
﹂
と
い

う
重
大
な
判
断
基
準
が
こ
こ
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
の

﹁
判
断
﹂
と
は
動
物
も
行
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
の
身
体
性
を
護
る

べ
く
、
像
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

身
を
処
す
か
を
、
身
体
に
指
示
す
る
た
め
の
判
断
で
す
。

　

ア
：
内
的
感
覚
は
身
体
の
感
覚
︵
外
的
感
覚
︶
に
つ
い
て
判

断
し
、
そ
れ
の
正
し
い
働
き
を
示
し
、
仕
事
へ
の
忠
実

さ
を
要
求
す
る
。 

︵Ibid.

︶

　

身
体
的
行
為
を
内
的
感
覚
は
指
示
す
る
の
で
す
。
視
覚
を
働

か
せ
続
け
て
よ
い
か
ど
う
か
。
聴
覚
を
働
か
せ
続
け
て
よ
い
か

ど
う
か
。
あ
ま
り
に
眩
し
い
光
・
強
烈
な
色
彩
で
あ
れ
ば
瞼
を

閉
ざ
す
。
有
害
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
食
物
は
口
か
ら
吐
き
出

さ
れ
る
。
身
体
保
全
の
た
め
で
す
。
内
的
感
覚
は
外
的
感
覚
か

ら
の
情
報
を
も
と
に
、
身
体
保
全
に
努
め
ま
す
。
い
わ
ば
身
体

レ
ベ
ル
の
﹁
善
き
生
﹂
の
実
現
に
尽
く
し
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
外
的
感
覚
と
内
的
感
覚
の
比

較
か
ら
、﹁
優
劣
を
見
定
め
る
尺
度
﹂
と
し
て
﹁
判
断
す
る
も
の

は
、
判
断
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
優
れ
る
﹂
を
引
き
出
し
ま
し
た
。

﹁
判
断
す
る
も
の
﹂
は
﹁
判
断
さ
れ
る
も
の
﹂
に
対
し
て
、﹁
善

き
生
﹂
に
資
す
る
正
し
い
働
き
・
あ
る
べ
き
在
り
方
の
指
標
を
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提
示
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
に
は
﹁
理
性
﹂
が
あ
る
。

内
的
感
覚
と
理
性
の
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
の
か
。
当
然
に
理

性
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
す
。

ア
：
理
性
が
内
的
感
覚
に
つ
い
て
も
判
定
す
る
こ
と
を
考

え
て
ほ
し
い
。［
⋮
］
一
方
が
他
方
よ
り
優
れ
て
い
る
こ

と
を
知
ら
せ
る
も
の
は
理
性
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

 

︵Ibid., 2, 6, 13

︶

　
﹁
一
方
が
他
方
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
﹂
と
い
う

表
現
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
と
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
は
﹁
存
在
す
る
・
生
き
る
・
知
解
す
る
﹂

ま
た
﹁
外
的
感
覚
・
内
的
感
覚
﹂
の
優
劣
を
比
べ
て
判
断
を
下

し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
判
断
自
体
は
理
性
が
対
象
同
士
を
区

別
し
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
事
の
定
義
を
行
う
こ
と
で
可
能

と
な
っ
て
い
ま
し
た
︵ibid., 2, 3, 9

︶。
で
は
な
ぜ
理
性
に
は
こ
う

し
た
営
為
が
可
能
な
の
か
。
外
的
感
覚
も
内
的
感
覚
も
自
ら
の

働
き
を
﹁
知
ら
な
い
﹂。
薔
薇
を
見
る
に
せ
よ
、﹁
薔
薇
を
見
て

い
る
﹂
こ
と
を
自
覚
す
る
の
は
視
覚
で
は
な
く
、
内
的
感
覚
で

も
な
く
、
理
性
で
す
。
理
性
は
自
己
自
身
を
掴
み
、
自
己
自
身

を
知
る
︵ibid.

︶。
こ
れ
が
理
性
の
働
き
の
核
で
あ
り
、
理
性
を

も
つ
者
は
そ
こ
か
ら
、
自
ら
の
﹁
善
き
生
﹂
の
た
め
に
判
断
し
、

自
ら
の
在
り
方
を
ふ
さ
わ
し
く
整
え
る
の
で
す
。

「
そ
れ
よ
り
優
れ
た
も
の
が
何
も
な
い
も
の
」

　

こ
う
し
て
人
間
の
最
も
優
れ
た
能
力
と
し
て
理
性
を
提
示
し

た
後
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
よ
い
よ
﹁
神
の
存
在
証
明
﹂

に
入
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
と
次
の
や
り
と
り

を
し
ま
す
。

ア
：
我
々
の
理
性
よ
り
も
優
れ
て
い
る
何
も
の
か
が
見
出

さ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
か
。
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
君

は
そ
れ
を
神
と
よ
ぶ
こ
と
に
躊
躇
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

エ
：
私
の
本
性
の
中
の
最
上
の
も
の
︵
理
性
︶
よ
り
も
善
い

も
の
が
見
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
は
そ
れ
を
直
ち
に

神
で
あ
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
﹁
私

の
理
性
が
そ
れ
に
劣
る
も
の
﹂
と
呼
ぶ
よ
り
か
、﹁
そ
れ

よ
り
優
れ
た
も
の
が
何
も
な
い
も
の
﹂
と
呼
ぶ
の
が
ふ
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さ
わ
し
い
と
思
え
る
か
ら
で
す
。 

︵Ibid., 2, 6, 14

︶

　
﹁
外
へ
出
て
い
く
な
、
あ
な
た
自
身
の
中
へ
と
帰
れ
。
真
理
は

内
的
人
間
に
住
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
あ
な
た
の
本
性
が
可
変

的
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
な
ら
、
あ
な
た
自
身
を
も
超
え
な
さ

いへ
﹂。
初
期
の
著
作
﹃
真
の
宗
教
﹄︵D

e vera religione 

三
九
〇
年
︶

に
あ
る
有
名
な
こ
の
言
葉
に
鑑
み
ま
す
と
、﹁
理
性
よ
り
優
れ
た

も
の
﹂
は
人
間
の
中
に
、
人
間
を
超
え
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
﹁
神
は
［
⋮
］
そ
れ

よ
り
優
れ
た
も
の
が
何
も
な
い
も
の
︵
で
あ
る
︶﹂
は
、
ボ
エ
テ
ィ

ウ
ス
︵B

oethius 

四
八
〇
頃
-
五
二
四
年
頃
︶
の
﹁
神
よ
り
善
い
も

の
は
何
も
考
え
ら
れ
な
いほ
﹂
と
い
う
言
説
を
通
し
て
、
十
一
世

紀
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
︵A

nselm
us 

一
〇
三
三
／

三
四
-
一
一
〇
九
年
︶
の
﹁
神
の
存
在
証
明
﹂
に
お
け
る
神
に
つ

い
て
の
言
説
﹁
そ
れ
よ
り
偉
大
な
も
の
が
何
も
考
え
ら
れ
得
な

い
或
る
も
のま
﹂
へ
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
論
証

に
つ
い
て
は
、
哲
学
史
の
大
物
が
見
解
を
異
に
し
な
が
ら
そ
の

可
否
を
論
じ
て
い
ま
す
の
で
、
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
の
こ
の
一
言

は
思
想
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
す
。

理
性
の
規
範
と
し
て
の
真
理

　

─
人
間
は
真
理
の
発
見
者
と
し
て
喜
ぶ

　

で
は
理
性
よ
り
優
れ
た
も
の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

し
た
も
の
が
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
の
問

い
に
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
理
性
の
作
業
結
果
ま
た

人
間
の
在
り
方
自
体
の
正
誤
が
真
理
の
光
の
も
と
で
﹁
判
断
さ

れ
て
い
る
﹂
こ
と
を
反
省
的
に
示
し
、
真
理
が
﹁
判
断
す
る
も
の
﹂

と
し
て
理
性
の
上
に
あ
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
は
真
理
が
規
範
と

し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
で
初
め
て
理
性
的
営
為
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。
規
範
で
あ
る
真
理
の
普
遍
性
・

不
変
性
、
公
共
性
、
さ
ら
に
真
理
に
対
す
る
人
間
の
態
度

│

真
理
を
発
見
し
て
喜
ぶ
と
い
う
態
度

│
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
語
り
出
し
て
い
き
ま
す
。

① 

数
学
的
操
作

エ
：
私
は
数
を
身
体
の
感
覚
で
捉
え
た
と
し
て
も
、
数
の

加
減
乗
除
の
法
則
を
そ
れ
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
加
減
乗
除
で
間
違
っ
た
答
え
を
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出
す
と
き
、
私
は
精
神
の
光
に
よ
っ
て
訂
正
す
る
か
ら

で
す
。
さ
ら
に
身
体
の
感
覚
で
触
れ
た
も
の
、
た
と
え

ば
こ
の
天
と
地
と
そ
の
中
の
す
べ
て
の
知
覚
さ
れ
る
物

体
が
今
後
ど
れ
だ
け
続
く
か
を
私
は
知
り
ま
せ
ん
が
、

し
か
し
七
プ
ラ
ス
三
は
一
〇
で
、
現
在
だ
け
で
な
く
常

に
そ
う
で
あ
り
、
か
つ
て
一
〇
で
な
か
っ
た
こ
と
や
今

後
一
〇
で
な
く
な
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

︵Ibid., 2, 8, 21

︶

ア
：
こ
う
し
て
我
々
は
、
す
べ
て
の
数
に
つ
い
て
の
こ
の

法
則
が
不
変
、
確
実
、
不
滅
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
が
、

こ
の
認
識
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
誰
も
数

の
全
部
を
身
体
の
感
覚
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
は
数
え
切
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
法
則

が
す
べ
て
の
数
に
わ
た
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
、
我
々

は
ど
こ
か
ら
知
る
の
か
。
あ
る
種
の
表パ

ン
タ
シ
ア象
や
想パ

ン
タ
ス
マ

像
心
象

を
介
し
て
、
無
限
の
数
に
わ
た
っ
て
信
頼
で
き
る
、
か

く
も
確
実
な
数
の
真
理
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は

む
し
ろ
、
そ
れ
を
内
な
る
光
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
光
は
身
体
の
感
覚
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ
え
な

い
も
の
な
の
で
あ
る
。 

︵Ibid., 2, 8, 23

︶

　

右
の
二
つ
の
引
用
の
な
か
に
、﹁
精
神
の
光
﹂﹁
内
な
る
光
﹂

が
我
々
の
理
性
な
い
し
精
神
の
内
側
に
差
し
込
ん
で
お
り
、﹁
照

ら
し
﹂
か
ら
、
理
性
は
自
ら
の
営
為
の
正
誤
を
判
定
す
る
、
と

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
﹁
照
明
説
﹂
と
言

わ
れ
る
も
の
で
す
。
理
性
の
数
学
的
操
作
の
結
果
の
正
し
さ
は

理
性
の
営
為
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
真
理
自
体
に
基
づ
く
。

そ
の
真
理
は
﹁
内
な
る
光
﹂
と
し
て
理
性
な
い
し
精
神
を
内
か

ら
照
ら
し
、
正
誤
を
知
ら
せ
る
。
ま
た
﹁
内
な
る
光
﹂
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
理
性
の
営
為
が
そ
こ
か
ら
﹁
判
断
さ
れ
る
﹂

こ
と
か
ら
、
こ
の
﹁
光
﹂
は
﹁
理
性
よ
り
上
﹂
の
も
の
で
す
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
発
言
は
、
真
理
の
﹁
普
遍
性
﹂﹁
不
変

性
﹂
に
触
れ
て
い
ま
す
。﹁
普
遍
性
﹂﹁
不
変
性
﹂
の
所
在
は
理

性
の
中
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
性
は
、
外
的
感
覚
・
内
的
感
覚

を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
働
き
ま
す
が
︵ibid., 2, 

3, 9

︶、
感
覚
能
力
は
個
別
的
な
存
在
者
を
対
象
と
す
る
の
み
で
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す
。
感
覚
認
識
の
レ
ベ
ル
で
形
成
さ
れ
る
認
識
像
は
、
個
別
的

な
対
象
に
関
し
て
の
み
対
応
し
、
普
遍
性
・
不
変
性
は
あ
り
え

ま
せ
ん
。
し
か
し
﹁
鍋
物
﹂
を
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
﹁
鍋
物
は

身
体
を
温
め
る
﹂
と
い
う
認
識
さ
ら
に
は
言
説
が
も
た
ら
さ
れ

る
時
、
そ
れ
は
目
の
前
の
﹁
鍋
物
﹂
に
の
み
適
応
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、﹁
鍋
物
一
般
﹂
に
つ
い
て
適
応
す
る
普
遍
性
・
不
変
性

を
も
つ
言
説
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
普
遍
性
・
不

変
性
は
﹁
真
理
﹂
に
基
づ
く
。
人
間
の
言
説
は
真
理
主
張
を
伴

う
の
で
す
。
真
理
主
張
は
、
理
性
に
差
し
込
む
真
理
の
光
か
ら
、

可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、こ
の
引
用
は
﹁
計
算
﹂
を
ト
ピ
ッ

ク
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
の
真
理
主
張
・
普
遍

性
は
理
性
の
論
理
適
合
性
に
留
ま
る
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
理
性
が
自
身
の
行
為
︵
な
い
し
行
為
結
果
︶
と
自
身
の

形
式
︵
論
理
性
︶
と
を
区
別
し
、
両
者
間
の
適
合
・
不
適
合
︵
正

誤
︶
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
理
性
に
自
身
を
超
え
る
視
座
が
開

か
れ
て
い
る
こ
と
で
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
論

理
の
階
層
性
を
勘
案
す
る
に
せ
よ
、
最
終
的
な
視
座
の
開
陳
は

﹁
内
な
る
光
﹂
に
よ
る
、
と
す
る
の
は
可
能
で
あ
る
と
私
は
考
え

ま
す
。

② 

真
理
の
公
共
性
：
﹁
普
遍
性
﹂﹁
不
変
性
﹂
は
﹁
公
共
性
﹂

の
基
盤
で
あ
る
。

ア
：
そ
の
普
遍
の
真
理
を
、
自
分
の
も
の
と
か
君
の
も
の

と
か
、
ま
た
は
誰
か
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
不
変
的
に
真
な
る
も
の
を

識
別
す
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
驚
く
べ
く
隠
れ
た
、

し
か
も
公
共
の
光
の
よ
う
に
共
通
に
現
前
し
、
か
つ
自

ら
を
分
け
与
え
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
理
性
と
知

性
を
持
つ
す
べ
て
の
人
に
共
通
に
現
前
す
る
も
の
が
、

あ
る
人
の
私
有
物
で
あ
る
、
と
誰
が
言
え
よ
う
か
。

︵Ibid., 2, 12, 33

︶

ア
：
目
や
耳
の
感
覚
に
よ
っ
て
我
々
が
共
通
に
触
れ
る
も

の
は
、
私
と
君
が
同
時
に
見
、
同
時
に
聞
く
色
や
音
の

よ
う
に
、
我
々
の
目
や
耳
の
性
質
に
属
す
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
我
々
二
人
に
共
通
の
対
象
と
し
て
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
私
と
君
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ

精
神
に
よ
っ
て
共
通
に
見
ら
れ
る
も
の
が
、
二
人
の
中
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の
い
ず
れ
か
の
精
神
の
も
つ
性
質
に
属
す
る
と
は
、
君

は
決
し
て
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。 

︵Ibid.

︶

　

我
々
の
認
識
は
感
覚
を
通
し
て
始
ま
り
ま
す
が
、
感
覚
は
個
々

人
の
身
体
器
官
の
能
力
で
す
。
身
体
は
言
う
ま
で
も
な
く
個
々

人
の
も
の
で
す
。
し
か
し
こ
れ
を
介
し
て
理
性
に
も
た
ら
さ
れ
、

理
性
の
営
為
の
結
果
の
真
偽
が
普
遍
性
・
不
変
性
を
も
つ
の
は

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
各
人
の
理
性
な
い
し
精
神
を
照
ら
す
光
が
、

各
人
の
理
性
・
精
神
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
く
公
共
性
を

も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
公
共
性
は
、
真
理
が
各
人
の
理

性
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。
超
越
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
真
理
は
各
々
の
理
性
に
と
っ
て
公
共
性
、
普
遍
性
を
も
ち

ま
す
。

　

真
理
の
超
越
性
に
依
拠
す
る
公
共
性
の
も
と
で
﹁
対
話
﹂
は

可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
言
説
に
は
真
理
主
張
が

伴
う
と
言
い
ま
し
た
が
、
対
話
者
同
士
の
意
見
交
換
、
肯
定
・

否
定
、
さ
ら
な
る
展
開
は
﹁
真
理
﹂
を
目
途
に
し
て
、
初
め
て

可
能
と
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
対
話
が
為
さ
れ
て
い
る
特
定

の
文
化
的
背
景
へ
の
配
慮
は
必
要
で
す
。
ま
た
対
話
は
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
な
友
人
関
係
に
お
い

て
ば
か
り
で
は
な
く
、
異
文
化
間
、
他
宗
教
間
、
敵
対
関
係
に

あ
っ
て
す
ら
な
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
い
か
な
る
対
話
も
、
真

理
主
張
を
投
げ
合
い
つ
つ
真
理
へ
と
近
づ
こ
う
と
す
る
、
よ
り

善
い
・
よ
り
真
理
に
近
い
結
論
を
見
出
そ
う
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
共
通
の
構
造
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
意
図
的
に
相
手
の
誤
判
断
を
導
く
言
説
も
あ
り
、
騙

さ
れ
ま
い
と
す
る
構
え
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
駆

け
引
き
も
ま
た
﹁
真
理
﹂
が
的
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能

で
す
。＂
真
理
の
光
の
も
と
で
、
対
話
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
＂

こ
の
構
造
把
握
は
、
異
文
化
対
話
・
宗
教
間
対
話
に
は
な
く
て

は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。

③ 
真
理
の
規
範
性
と
理
性
・
人
間
の
態
度

　

真
理
が
人
間
の
理
性
な
い
し
精
神
を
超
越
し
つ
つ
内
か
ら
照

ら
す
こ
と
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
上
で

彼
は
、
真
理
の
規
範
性
、
真
理
に
対
す
る
人
間
の
態
度
に
つ
い
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て
語
り
ま
す
。

　

ア
：
真
理
が
我
々
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は

真
理
に
従
っ
て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
真
理
に
つ
い
て

判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。［
⋮
］
我
々
は
物
体
に
つ
い
て

あ
る
べ
き
ほ
ど
白
く
な
い
と
か
［
⋮
］
そ
う
し
た
こ
と

を
い
ろ
い
ろ
と
言
う
。
魂
に
つ
い
て
は
、
あ
る
べ
き
ほ

ど
有
能
で
な
い
と
か
、
穏
や
か
で
な
い
と
か
、
熱
心
で

な
い
と
か
、
我
々
の
道
徳
的
規
範
に
照
ら
し
て
言
う
。

我
々
は
こ
う
し
た
判
断
を
、
共
通
に
知
ら
れ
る
真
理
の

内
的
規
則
︹
規
範
︺
に
基
づ
い
て
下
す
が
、
そ
の
規
則

自
体
を
判
断
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
永
遠
の

も
の
が
時
間
的
な
も
の
に
優
り
、
七
プ
ラ
ス
三
が
一
〇

で
あ
る
と
言
う
と
き
﹁
そ
う
あ
る
べ
き
だ
﹂
と
言
う
の

で
は
な
く
、た
だ
﹁
そ
う
で
あ
る
﹂
と
認
め
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
は
検
察
官
と
し
て
︹
真
理
を
︺
訂
正
す
る
の

で
は
な
く
、︹
真
理
の
︺
発
見
者
と
し
て
喜
ぶ
の
で
あ
る
。

︵Ibid., 2, 12, 34

︶

　

我
々
は
理
性
で
物
事
を
捉
え
、
そ
の
正
誤
は
真
理
か
ら
判
断

さ
れ
ま
す
。
真
理
は
我
々
の
理
性
的
営
為
の
規
範
で
す
。
規
範

は
そ
れ
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
判

断
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
判
断
に
は
普

遍
性
・
普
遍
性
と
と
も
に
、
規
範
性
﹁
べ
し
性
﹂
が
あ
り
ま
す
。

﹁
あ
る
べ
き
﹂
に
従
っ
て
、
判
断
が
さ
れ
ま
す
。
こ
の
﹁
べ
き
﹂

の
﹁
べ
し
性
﹂
の
根
拠
が
真
理
の
規
範
性
に
あ
る
の
で
す
。
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
認
識
は
﹁
善
き
生
﹂﹁
幸
福
な
生
﹂

に
至
る
こ
と
を
目
的
に
為
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
真
理

は
、
単
に
認
識
内
容
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
形
成
さ
れ
る
人
間
の
行
為
や
態
度
の
規
範
で
す
。
ま
た
、
規

範
と
し
て
の
真
理
は
、
認
識
行
為
を
遂
行
す
る
者
が
形
成
す
る

も
の
で
は
な
く
、
彼
が
見
出
す
も
の
で
す
。
そ
し
て
彼
は
見
出

さ
れ
た
規
範
に
従
う
。
ま
た
規
範
と
し
て
の
真
理
は
、
理
性
に

よ
り
﹁
探
求
﹂
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
、
我
々
の
探
求
を
待

た
ず
に
我
々
を
規
制
す
る
通
常
の
規
範
・
社
会
規
範
等
と
は
異

な
り
ま
す
。

　

規
範
と
し
て
の
真
理
の
発
見
は
、
人
間
の
喜
び
と
な
る
。
こ
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れ
も
興
味
深
い
指
摘
で
す
。
探
求
者
が
真
理
を
見
出
し
喜
ぶ
こ

と
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
行
為
規
範
で
あ
れ
ば
ど

う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
人
間
が
規
範

に
不
承
不
承
従
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。﹁
在
る
べ
き
在
り
方
﹂

を
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
人
間
は
﹁
喜
ぶ
﹂。
そ
れ
は
、
こ

こ
で
の
﹁
べ
し
﹂
は
、
当
該
者
の
本
来
の
在
り
方
と
無
関
係
の

﹁
べ
し
﹂
で
は
な
く
、
ま
さ
に
﹁
本
来
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
う

在
る
べ
し
﹂
を
主
張
す
る
﹁
べ
し
﹂
で
あ
る
か
ら
で
す
。
真
理

の
規
範
性
は
本
来
性
で
す
。
こ
の
﹁
べ
し
﹂
は
恣
意
に
対
し
て

は
﹁
強
制
﹂
と
な
る
。
し
か
し
本
来
の
在
り
方
を
本
来
の
在
り

方
と
し
て
見
出
し
た
時
の
人
間
は
、﹁
納
得
す
る
﹂
に
留
ま
ら
ず
、

﹁
喜
ぶ
﹂
の
で
す
。

真
理
と
し
て
理
性
を
照
明
す
る
神
が
存
在
す
る

　

真
理
は
、
理
性
の
直
接
の
認
識
対
象
で
は
な
く
、
判
断
の
対

象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
営
為
が
そ
こ
か
ら
可
能
と
な
る

も
の
を
、
理
性
は
判
断
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

真
理
か
ら
理
性
な
い
し
精
神
が
判
断
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、﹁
理
性

よ
り
優
れ
た
も
の
﹂
と
し
て
﹁
真
理
﹂
が
あ
る
、と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
証
明
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ア
：
我
々
は
こ
の
真
理
に
従
っ
て
自
ら
の
精
神
そ
の
も
の

を
判
断
す
る
が
、
真
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
判
断
す
る

こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
我
々
は
、
精
神
が
知
解
す

べ
き
こ
と
を
殆
ど
知
解
し
て
い
な
い
と
か
、
よ
く
知
解

し
て
い
る
と
か
言
う
。
し
か
し
、
精
神
は
不
変
の
真
理

に
近
づ
き
、
そ
れ
に
固
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

い
っ
そ
う
よ
く
知
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

真
理
が
我
々
の
精
神
以
下
で
は
な
く
、
等
し
く
も
な
い

な
ら
ば
、
そ
れ
よ
り
も
高
く
、
優
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。 

︵Ibid.

︶

　

さ
て
、
こ
の
言
説
は
同
時
に
、
先
述
の
エ
ヴ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
へ

の
提
案
が
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
エ
ヴ
ォ

デ
ィ
ウ
ス
は
神
を
﹁
理
性
よ
り
上
の
も
の
﹂
と
言
う
よ
り
は
﹁
そ

れ
よ
り
優
れ
た
も
の
が
何
も
な
い
も
の
﹂
と
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
彼
に
、
ま
ず
は
理
性
の
上
に

何
か
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
見
た
上
で
、﹁
理
性
の
上
に
あ
る
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も
の
﹂
が
﹁
そ
れ
よ
り
優
れ
た
も
の
が
何
も
な
い
も
の
﹂
で
あ

る
か
否
か
を
確
か
め
よ
う
、
と
提
案
し
た
の
で
す
。
し
か
し
﹁
理

性
よ
り
上
の
も
の
﹂
が
理
性
の
規
範
と
し
て
の
﹁
真
理
﹂
で
あ

る
な
ら
、
真
理
が
理
性
の
営
為
の
﹁
裁
判
官
﹂
で
あ
る
な
ら
、﹁
真

理
が
そ
れ
よ
り
優
れ
た
も
の
が
何
も
な
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
﹂

ま
た
﹁
真
理
よ
り
上
に
＂
そ
れ
よ
り
優
れ
た
も
の
が
何
も
な
い

も
の
＂
が
存
在
す
る
か
否
か
﹂
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
理
性
に

は
初
め
か
ら
で
き
な
い
の
で
す
。

　　

こ
う
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、﹁
神
が
存
在
す
る
﹂
こ
と

に
つ
い
て
の
認
識
を
、﹁
信
じ
る
﹂
次
元
か
ら
﹁
知
解
す
る
﹂
次

元
へ
と
も
た
ら
し
ま
し
た
。
真
理
と
し
て
の
神
が
規
範
と
し
て

我
々
の
理
性
を
照
ら
す
。
真
理
と
し
て
の
神
が
規
範
と
し
て
﹁
照

ら
す
﹂
こ
と
で
、
人
間
に
は
物
事
を
認
識
し
、
比
較
し
、
判
断
し
、

そ
の
判
断
に
そ
っ
て
行
為
す
る
・
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
か
ら
﹁
真
理
と
し
て
理
性
を
照
ら
す
神
が
存
在
す
る
﹂
と

主
張
で
き
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
﹁
神
は
真
理
で
あ
る
﹂﹁
神

は
真
理
と
し
て
理
性
を
照
ら
す
方
で
あ
る
﹂
と
主
張
し
て
よ
い

か
。
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
理
性
に
対
し
て
真
理
と
し
て
現
象
す

る
こ
と
に
尽
き
な
い
神
の
在
り
方
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ

は
理
性
に
は
判
断
で
き
ず
、﹁
神
は
理
性
に
対
し
て
真
理
と
し
て

存
在
す
る
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き
て
も
﹁
神
は
真
理
で
あ
る
﹂﹁
神

は
理
性
に
対
す
る
規
範
で
あ
る
﹂
と
い
う
、
神
の
在
り
方
を
理

性
へ
の
関
係
に
限
定
す
る
言
説
に
つ
い
て
、
真
で
あ
る
と
も
偽

で
あ
る
と
も
、
理
性
に
は
判
断
不
能
な
の
で
す
。
と
は
い
え
、﹁
理

性
に
は
判
断
不
能
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
の
判
断
は
、
す
で
に
理

性
が
自
ら
の
理
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
眼
差
し
を
向
け
て
い
る

か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
す
。

５　

結
語
に
代
え
て

　
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
と
﹁
知
る
﹂
こ
と
の
関
係
を
一
通
り
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
﹁
信

じ
る
﹂
は
﹁
語
ら
れ
た
事
柄
が
真
で
あ
る
と
同
意
す
る
﹂
と
い

う
一
つ
の
認
識
の
仕
方
で
し
た
。
こ
れ
な
し
に
人
間
ら
し
い
生

活
・
人
生
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
﹁
真
で
あ
る
と
同
意
す

る
﹂・﹁
信
じ
る
﹂
の
は
﹁
私
﹂
で
あ
り
、﹁
語
ら
れ
た
事
柄
を
信

じ
る
私
﹂
に
つ
い
て
の
責
任
を
、
個
々
人
は
負
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
責
任
性
に
お
い
て
﹁
語
ら
れ
た
事
柄
﹂
の
熟
考
︵m

editatio

︶
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が

│
理
解
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
に
せ
よ

│
我
々
の

理
性
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
知
的
努
力
が
我
々
を
軽

信
・
盲
信
か
ら
守
り
つ
つ
、﹁
語
ら
れ
た
事
柄
﹂
を
﹁
知
解
す
る
﹂

こ
と
へ
と
向
か
わ
せ
ま
す
。
ま
た
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
に
し
て
も

﹁
知
る
﹂
こ
と
に
し
て
も
、
我
々
の
認
識
能
力
は
﹁
事
柄
﹂
な
し

に
は

│
あ
る
い
は
﹁
語
ら
れ
た
事
柄
﹂
な
し
に
は

│
働
き

ま
せ
ん
。
理
性
は
自
立
的
に
働
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
所
与
あ
っ

て
の
自
立
、
根
源
的
な
受
容
性
の
上
で
の
自
立
で
す
。

　

さ
ら
に
﹁
信
じ
る
﹂
か
ら
﹁
知
解
す
る
﹂
へ
の
移
行
の
な
か
で
、

理
性
は
自
ら
の
営
為
が
﹁
真
理
と
し
て
の
神
﹂
に
照
ら
さ
れ
、

規
範
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
捉
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

は
、
自
ら
が
捉
え
て
い
る
も
の
が
﹁
神
﹂
の
全
容
で
は
な
く
、

そ
れ
を
自
ら
が
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
を
も
ま
た
理
性
は
捉
え
る
。

こ
の
こ
と
は
単
に
﹁
理
性
の
挫
折
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
理
性
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
の
営
為
の
射
程
を
超
え

た
視
野
が
神
的
次
元
か
ら
開
か
れ
て
く
る
と
い
う
、
宗
教
体
験

で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
経
験
か
ら
理
性
は
、
す
で
に
﹁
信
じ
る
﹂

段
階
に
お
い
て
自
ら
が
神
的
次
元
へ
と
開
か
れ
て
い
た
こ
と
を

追
認
す
る
の
で
す
。

　

近
現
代
の
思
潮
は
﹁
理
性
の
自
立
﹂
を
強
調
し
、﹁
信
じ
る
﹂

こ
と
を
理
性
の
消
極
的
な
在
り
方
と
考
え
が
ち
で
す
。
さ
ら
に

昨
今
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
﹁
文
化
・
祭
儀
﹂︵cultus

︶
の
層
は
平

板
化
し
、﹁
理
性
﹂
は
経
済
的
合
理
性
と
技
術
知
を
追
求
す
る
能

力
へ
と
矮
小
化
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
理
性
観
で

は
﹁
信
じ
る
﹂
こ
と
と
﹁
知
る
﹂
こ
と
と
は
相
い
れ
ま
せ
ん
。﹁
宗

教
へ
の
無
関
心
﹂
は
こ
こ
に
生
じ
ま
す
。
一
方
で
、﹁
宗
教
﹂
を

声
高
に
叫
ぶ
集
団
が
盲
信
を
強
要
し
、﹁
知
る
﹂
こ
と
か
ら
人
々

を
遠
ざ
け
ま
す
。
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
ら
の
﹁
理
性
﹂

に
つ
い
て
、
今
一
度
、
熟
考
す
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
理
性
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
﹁
思
惟
の
思
惟
﹂
と
い
っ
た
完
全
な

理
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
超
越
の
次
元
か
ら
の
関
わ
り
・﹁
照
ら

し
﹂
の
も
と
で
初
め
て
自
立
す
る
。
こ
う
し
た
自
己
の
再
把
握

に
あ
た
り
、
宗
教
共
同
体
が
守
り
続
け
る
言
説
と
そ
れ
を
巡
る

思
索
の
伝
統
、
ま
た
そ
こ
で
の
人
間
観
は
豊
か
な
材
料
を
提
供

す
る
、
と
私
は
考
え
ま
す
。
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