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一

は
じ
め
に

宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
は
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
応

用
し
理
論
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
担
い
手
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ニ
ア
ン
・
フ
ィ
デ
イ
ス

ト
や
星
川
啓
慈
で
あ
る
。
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
本
当
に
、
宗
教
は
〈
言
語
ゲ

ー
ム
〉
で
は
な
い
、
と
言
え
る
の
か
？
―
―
〈
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
〉
再
考
」（『
大
正
大
学
大
学
院

研
究
論
集
』
第
二
八
号
）
に
於
い
て
星
川
と
共
著
で
纏
め
た
。
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
簡
潔
に
述
べ

る
な
ら
、
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
と
は
概
念
相
対
主
義
を
採
用
し
な
が
ら
宗
教
を
一
つ
の
体
系
と
し
て

捉
え
言
語
的
構
成
主
義
の
立
場
に
た
つ
思
想
を
い
う
。

本
論
文
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ニ
ア
ン
・
フ
ィ
デ
イ
ス
ト
や
星
川
が
提
唱
し
て
き
た
宗
教

言
語
ゲ
ー
ム
論
と
は
異
な
る
言
語
ゲ
ー
ム
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
観
点
の
宗
教
研
究
の

礎
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
概
念

と
信
者
の
世
界
像
を
重
ね
合
わ
せ
る
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
信
者
の
モ
デ
ル
と
し
て
対

象
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
や
新
（
興
）
宗
教
（
オ
ウ
ム
真
理
教
（
１
）

）
の
分
析
に
は
有
効
で
あ
っ
て
も
日

本
の
仏
教
や
神
道
な
ど
の
伝
統
宗
教
の
分
析
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
欠
点
を
埋
め
る
べ
く
、
本
論
文
で
は
言
語
ゲ
ー
ム
論
の
再
解
釈
を
図
り
、
こ
れ
ま

で
の
言
語
ゲ
ー
ム
理
論
と
は
異
な
る
基
盤
を
提
示
し
新
た
な
分
析
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
い
。

一　

「
は
じ
め
に
行
為
あ
り
き
」
の
言
語
ゲ
ー
ム
論

言
語
ゲ
ー
ム
論
は
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
を
基
に
誕
生
し
た
が
、
研
究
者
に
よ
っ

て
言
語
ゲ
ー
ム
の
解
釈
が
異
な
る
。
そ
の
原
因
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
が
体
系
的
で

は
な
い
こ
と
や
、
誰
も
考
え
た
こ
と
の
な
い
未
踏
の
領
域
の
問
題
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
理
解
が
難

し
く
誤
解
を
さ
れ
る
余
地
が
多
分
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
言
語
ゲ
ー
ム
の
理
論
化

は
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
解
釈
ほ
ど
多
様
で
は
な
く
、
Ｐ
・
ウ
ィ
ン
チ
の
解
釈
で
あ
る
概

念
相
対
主
義
と
同
様
の
見
方
で
落
ち
着
い
た
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
ウ
ィ
ン
チ
以
降
の
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
の
い
く
つ
か
の
知
見
を

導
入
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
と
は
異
な
る
観
点
と
い
っ
て
も
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
に
お
い
て
斬
新
な
観
点
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
研
究
は
す
で
に
、
そ
れ

な
り
の
評
価
を
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
野
家
啓
一
の
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
衝

撃
」
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
理
解
や
、
全
く
異
な
る
問
題
意
識
で
は
あ
る
が
Ｓ
・
ク
リ

プ
キ
の
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
に
登
場
す
る
懐
疑
論
者
の
問
題
提
起
で
あ

る
。
こ
の
両
者
の
議
論
は
別
個
の
議
論
で
あ
り
な
が
ら
共
通
点
が
あ
る
。
両
者
の
議
論
に
共
通
し
て

い
る
の
は
「
今
」
を
基
点
に
し
て
「
行
為
」
に
重
き
を
置
い
た
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
展
開
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
か
れ
ら
以
前
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
で
は
時
間
の
問
題
を
意
識
し
て
正
面
か
ら
論
じ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
野
家
の
議
論
も
ク
リ
プ
キ
の
議
論
も
ど
ち
ら
も
言
語
ゲ
ー

ム
論
に
「
今
」
と
「
過
去
」
と
い
う
構
図
を
導
入
す
る
。
時
間
軸
を
言
語
ゲ
ー
ム
論
に
用
意
す
る
こ

と
で
新
た
な
言
語
ゲ
ー
ム
の
一
面
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
観
点
に
つ
い
て
、
野
家
は
、『
確
実
性

の
問
題
』
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
取
り
あ
げ
る
ゲ
ー
テ
の
一
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

〈
初
め
に
行
為
あ
り
き
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
家
訳
、『
確
実
性
の
問
題
』
四
〇
二
節
）

こ
れ
ま
で
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
は
言
語
ゲ
ー
ム
の
中
に
完
結
し
た
規
約
性
を
求
め
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
星
川
の
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
で
は
、
諸
宗
教
を
体
系
を
持
っ
た
言
語
ゲ
ー
ム
と
理
解
し
信
者

の
行
為
を
言
語
ゲ
ー
ム
に
還
元
す
る
。
し
か
し
、
野
家
の
理
解
に
よ
れ
ば
「
言
語
ゲ
ー
ム
は
、
自
己

「
は
じ
め
に
行
為
あ
り
き
」
の
言
語
ゲ
ー
ム
論

―
― 

宗
教
研
究
の
理
論
構
築
を
目
指
し
て 

―
―
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完
結
し
た
規
則
の
体
系
に
よ
っ
て
、
一
元
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
確
か
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
言
語
ゲ
ー
ム
が
事
実
の
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
に

言
及
し
て
い
る
。

言
語
ゲ
ー
ム
の
可
能
性
が
一
群
の
事
実
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
ま
さ
に

自
明
の
こ
と
で
は
な
い
か
。（『
確
実
性
の
問
題
』
六
一
七
節
）

さ
ら
に
、
野
家
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
引
用
し
な
が
ら
「〈
文
法
規
則
の
自
律
性
〉
と
い

う
理
念
が
も
は
や
維
持
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
（
２
）
」
で
あ
る
と
い
う
。
私
た
ち
が
目
に

触
れ
確
認
で
き
る
こ
と
は
「
今
」
行
わ
れ
て
い
る
人
々
の
振
る
舞
い
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観

点
で
言
語
ゲ
ー
ム
を
捉
え
れ
ば
言
語
ゲ
ー
ム
論
が
構
成
主
義
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
言
語
ゲ
ー
ム
が
実
在
主
義
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
違
う
。
確
か
に
、
実
在
す
る
世
界

の
制
約
を
言
語
ゲ
ー
ム
は
受
け
て
い
る
。
だ
が
、
規
則
の
基
盤
を
実
在
す
る
世
界
に
還
元
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
野
家
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
「
基
礎
づ
け
」
を
行
お

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
何
を
根
拠
に
求
め
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
求

め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
「
初
め
に
行
為
あ
り
き
」
と
い
う
一
文
の
引
用
は
、「〈
根

源
的
振
舞
い
〉
や
〈
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
信
念
〉
と
い
う
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
３
）
」
だ

と
い
う
。
つ
ま
り
、「
言
語
ゲ
ー
ム
を
基
礎
づ
け
、
正
当
化
す
る
営
み
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
終
点
は
一
群
の
規
則
で
も
言
語
外
の
事
実
で
も
な
く
、〈
わ
れ
わ
れ
の
営
む
行
為
〉
に
求
め
る

ほ
か
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

こ
こ
で
野
家
が
引
用
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
文
を
引
い
て
お
こ
う
。

し
か
し
、こ
こ
で
の
「
根
源
的
な
」
と
い
う
言
葉
は
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ま
ず
、
こ
の
種
の
振
舞
い
は
前
言
語
的

4

4

4

4

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ4

れ
は
4

4

一
つ
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
基
盤
で
あ
り
、
あ
る
思
考
法
の
原
型
な
の
で
あ
っ
て
、
思
考
の
結

果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（『
断
片
』
五
四
一
節
）

他
人
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
と
か
、
彼
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
か
ど
う
か

を
疑
う
と
か
い
う
こ
と
は
、
他
の
人
間
に
対
す
る
、
自
然
で
本
能
的
な
関
係
の
諸
様
態
に
属
す

る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
は
単
に
こ
の
振
舞
い
の
補
助
手
段
で
あ
り
、
延
長
な
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
う
言
語
ゲ
ー
ム
は
根
源
的
振
舞
い
の
延
長
で
あ
る
。（
な
ぜ
な
ら
、
わ

れ
わ
れ
の
言
語
ゲ
ー
ム

4

4

4

4

4

は
振
舞
い
な
の
だ
か
ら
。）（『
断
片
』
五
四
五
節
）

証
拠
を
基
礎
づ
け
、
正
当
化
す
る
営
み
は
ど
こ
か
で
終
る
。
―
―
し
か
し
、
あ
る
命
題
が
端

的
に
真
と
し
て
直
観
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
終
点
な
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
言
語
ゲ
ー
ム
の
根

柢
に
な
っ
て
い
る
の
は
あ
る
種
の
視
覚
4

4

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
営
む
行
為
4

4

こ
そ
そ
れ
な
の
で

あ
る
。（『
確
実
性
の
問
題
』
二
〇
四
節
）

言
語
ゲ
ー
ム
は
い
わ
ば
予
見
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
君
は
心
に
と
め
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
根
拠
が
な
い
。

そ
れ
は
理
性
的
で
は
な
い
（
ま
た
非
理
性
的
で
も
な
い
）。

そ
れ
は
そ
こ
に
あ
る
―
―
わ
れ
わ
れ
の
生
活
と
同
様
に
。（『
確
実
性
の
問
題
』
五
五
九
節
）

筆
者
自
身
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
理
解
を
述
べ
れ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
の

結
論
は
「
私
た
ち
は
端
的
に
生
活
で
き
て
い
る
」
と
い
う
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
と

思
う
。
そ
れ
故
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
は
同
じ
哲
学
的
な
問
い
を
抱
え
る
者
に
と
っ

て
は
、
非
常
に
意
味
が
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
な
問
い
を
抱
え
な
い
人
に
と
っ
て
は

何
の
価
値
も
見
出
せ
な
い
哲
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
４
）
。
し
か
し
、
こ
の
「
端
的
な
生
活
」
は
哲
学
的

に
示
唆
に
富
み
、
多
く
の
議
論
を
提
供
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
い
う
。

私
は
す
で
に
、
自
分
が
抱
懐
す
る
あ
ら
ゆ
る
信
念
の
根
底
ま
で
達
し
た
。
だ
が
こ
の
基
礎
は

ま
た
家
の
全
体
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
（『
確
実
性
の
問
題
』
二
四
八
節
）

つ
ま
り
、
事
実
と
規
則
の
両
方
か
ら
言
語
ゲ
ー
ム
は
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ど

ち
ら
か
一
方
を
指
し
て
、
そ
れ
が
基
盤
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
実
在
主
義
も
構
成
主
義
も
行
為
を

確
認
す
る
中
で
取
り
出
せ
る
理
解
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
行
為
が
た

だ
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
根
拠
を
求
め
道
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

二　

ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論

ク
リ
プ
キ
の
議
論
は
、『
哲
学
探
究
』
の
二
〇
一
節
か
ら
始
ま
る
規
則
論
と
二
三
六
節
か
ら
始
ま

る
私
的
言
語
論
に
関
連
が
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
ク
リ
プ
キ
が
発
表
を
す

る
以
前
は
、
こ
の
両
者
は
無
関
係
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
一
九
七
六

年
に
オ
ン
タ
リ
オ
の
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
会
議
（W

ittgenstein 

Conference

）」
で
最
初
の
発
表
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
講
義
や
発
表
を
経
る
中
で
内
容
の
変
形
も

あ
り
な
が
ら
、
一
九
八
二
年
に"W

ittgenstein on Rules and Private Language"

（『
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
―
―
規
則
・
私
的
言
語
・
他
人
の
心
』）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

「
過
去
二
五
年
、
言
語
哲
学
界
の
中
で
最
も
広
く
議
論
さ
れ
た
著
書
の
内
の
一
冊
で
あ
る
（
５
）

」
と
言
わ

れ
な
が
ら
も
、
興
味
深
い
の
は
、
ク
リ
プ
キ
の
主
張
に
対
し
、「
ほ
と
ん
ど
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

二
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イ
ン
研
究
者
が
、
ク
リ
プ
キ
の
解
釈
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
言
っ
た
（
６
）
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク

リ
プ
キ
の
提
起
し
た
問
題
は
今
日
で
も
解
決
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
重
要

視
さ
れ
、
ま
た
そ
の
問
題
が
奇
抜
な
こ
と
も
あ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
は
別
個
の
議
論
と

し
て
論
じ
ら
れ
、
ク
リ
プ
キ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
う
意
味
か
ら
ク
リ
プ
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
（Kripkenstein
）
と
い
う
造
語
ま
で
出
来
た
ほ
ど
で
あ
る
。
仮
に
ク
リ
プ
キ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
解
釈
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
は
未
だ
論
争
中
で
あ
る
。　
　

　

ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
は
、ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
想
定
し
た
生
徒
の
話
が
元
に
な
っ
て
い
る
。

生
徒
は
い
ま
や
―
―
通
常
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
す
れ
ば
―
―
基
数
列
に
通
じ
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、い
ま
か
れ
に
も
う
ひ
と
つ
別
の
基
数
列
を
書
き
出
す
こ
と
を
教
え
、た
と
え
ば
「
＋

n

」
と
い
う
形
の
命
令
に
対
し
て
は
、

0, n, 2n, 3n,

等
々
の
形
の
数
列
を
書
き
出
す
よ
う
に
さ
せ
る
。
す
る
と
、「
＋1

」と
い
う
命
令
を
与
え
れ
ば
、

基
数
列
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
―
―
わ
れ
わ
れ
が
練
習
を
し
、
一
〇
〇
〇
ま
で
の
数
空
間

に
お
け
る
か
れ
の
理
解
力
の
抜
き
打
ち
テ
ス
ト
を
し
た
と
し
よ
う
。

い
ま
、生
徒
に
一
〇
〇
〇
以
上
の
あ
る
数
列
（
た
と
え
ば
「
＋2

」）
を
書
き
つ
づ
け
さ
せ
る
、

―
―
す
る
と
、
か
れ
は1000,1004,1008,1012

と
書
く
。

わ
れ
わ
れ
は
か
れ
に
言
う
、「
よ
く
見
て
ご
ら
ん
、
何
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
！
」
と
。
―
―

か
れ
に
は
わ
れ
わ
れ
が
理
解
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
言
う
、「
つ
ま
り
、
き
み
は
二4

を
た
し

て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
ん
だ
。
よ
く
見
て
ご
ら
ん
、
ど
こ
か
ら
こ
の
数
列
を
は
じ
め
た

の
か
！
」
―
―
か
れ
は
答
え
る
、「
え
え
！　

で
も
こ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
。
ぼ

く
は
こ
う
4

4

し
ろ
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
思
っ
た
ん
で
す
。」
―
―
あ
る
い
は
、
か
れ
が
数
列
を
示

し
な
が
ら
、「
で
も
ぼ
く
は
〔
こ
れ
ま
で
〕
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
！
」
と
言

っ
た
、
と
仮
定
せ
よ
。
―
―
こ
の
と
き
、「
で
も
き
み
は
…
…
が
わ
か
ら
な
い
の
か
」
と
言
い

―
―
か
れ
に
以
前
の
説
明
や
例
を
く
り
か
え
し
て
も
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
―
―

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
う
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
人

間
は
、ご
く
自
然
に
、あ
の
命
令
を
、わ
れ
わ
れ
の
説
明
に
も
と
づ
い
て
、ち
ょ
う
ど
「
一
〇
〇
〇

ま
で
は
常
に
２
を
、
二
〇
〇
〇
ま
で
は
４
を
、
三
〇
〇
〇
ま
で
は
６
を
、
と
い
う
ふ
う
に
加
え

て
い
け
」
と
い
う
命
令
を
わ
れ
わ
れ

4

4

4

4

が
理
解
す
る
よ
う
に
、
理
解
し
て
い
る
の
だ
、
と
。（『
哲

学
探
究
』
一
八
五
節
）

こ
の
議
論
を
も
と
に
、
ク
リ
プ
キ
は
あ
る
懐
疑
論
者
の
挑
戦
を
想
定
す
る
。
そ
の
挑
戦
と
は
、
過

去
に
お
い
て
、
私
た
ち
が
プ
ラ
ス
と
呼
ん
で
い
た
も
の
が
「
ク
ワ
ス
（qus

）」
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
懐
疑
論
者
の
ク
ワ
ス
算
と
は
、

も
し
、x, y

∧57

な
ら
ば　

x
⊕

y

＝x

＋y　

、
そ
う
で
な
け
れ
ば x

⊕
y

＝5

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
７
）

。
普
通
の
足
し
算
はx

＋y

＝z

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、68

＋57

＝

125

で
あ
る
が
、
ク
ワ
ス
算
で
は68

＋57

＝5

と
な
る
。
ク
ワ
ス
算
の
条
件
に
当
て
は
め
る
と

68

（x

）
も57

（y

）
も57

以
上
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
当
然
私
た
ち
は
、
懐
疑
論
者
に
対
し
て

こ
の
解
が5

と
な
る
の
は
お
か
し
い
と
指
摘
す
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
足
し
算
の
方
法
と
は
数
を

数
え
る
仕
方
と
同
じ
で
あ
る
と
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。「
ま
ず
、
そ
こ
か
らx

個
の
ビ
ー
玉
を

数
え
て
取
り
出
し
一
つ
の
山
を
作
る
。
次
に
、y

個
の
ビ
ー
玉
を
数
え
て
取
り
出
し
、
も
う
一
つ
の

山
を
作
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
山
を
一
緒
に
し
て
一
つ
の
山
と
な
し
、
そ
の
山
の
ビ
ー
玉
の
個
数
を
数

え
る
。
そ
の
結
果
がx

＋y

で
あ
る
（
８
）

」
と
い
う
よ
う
に
、
同
様
に68

＋57

も
一
つ
ず
つ
数
え
て

い
け
ば125

に
な
る
は
ず
だ
、
と
説
明
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
懐
疑
論
者
は
反
論
す
る
。
君
の
言

う
「
数
え
る
（count

）」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
違
っ
て
い
た
の
だ
、
と
。
懐
疑
論
者
に
と
っ
て
、

「
数
え
る
（count

）」
は
「
ク
数
え
る
（quount

）」
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
と
主
張
し
、
さ
ら
に
、

「
合
計
（sum

）」
も
「
ク
合
計
（quum

）」
で
あ
っ
た
と
言
い
出
す
の
だ
。
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

説
明
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
足
し
算
と
は
、
一
つ
の
山
（
ｘ
）
と
も
う
一
つ
の
山
（
ｙ
）
を
足
し

て
、
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
山
（
ｚ
）
と
な
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
山
は
も
と
の
二
つ
の
山
と
は
「
独

立
」
し
て
お
り
、
こ
の
独
立
し
た
山
を
数
え
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
も
、「
独

立
（independent

）」
し
た
と
い
う
言
葉
が
懐
疑
論
者
に
と
っ
て
は
「
ク
独
立
（quindependent

）」

で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
１
つ
ず
つ
「
加
え
る
（addition

）」
と
い
う
意
味

も
懐
疑
論
者
に
は
「
ク
加
え
る
（quaddition

）」
で
あ
っ
た
と
答
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ

う
し
た
議
論
は
無
限
に
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
、
数
学
者
が
加
法
の
結
合
律
を
主
張
し
て
も

無
意
味
で
あ
る
。

（x

＋y

）
＋z

＝x

＋
（y

＋z

）
（
９
）

と
い
う
式
も
イ
コ
ー
ル
の
意
味
が
「
等
し
い
（equal

）」
で
は
な
く
て
「
ク
等
し
い
（quequal

）」

で
あ
る
と
反
論
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

ま
た
、
異
な
る
議
論
で
反
論
が
な
さ
れ
る
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
足
し
算
を
「
傾
向
性

（disposition
）
と
し
て
捉
え
る
傾
向
性
論
者
の
主
張
で
あ
る
。
足
し
算
は
規
則
に
則
る
と
い
う
事

よ
り
も
、
傾
向
性
が
解
を
導
き
だ
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
懐
疑
論
者
は
お
か
し
な
反
論
の

た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
捻
出
し
た
も
の
だ
と
笑
う
。
懐
疑
論
者
は
言
う
、
そ
れ
な
ら
ば
足
し
算
に
お
い

三
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て
桁
が
動
く
際
に
、
い
つ
も
繰
り
上
げ
を
忘
れ
て
し
ま
う
生
徒
が
い
た
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
こ

の
生
徒
の
足
し
算
は
繰
り
上
げ
を
し
な
い
と
い
う
傾
向
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
生
徒
に

は
繰
り
上
げ
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
待
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
や
は
り
、
全
て
の
言
葉
の
意
味
が
異
な
る

意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
こ
の
議
論
の
論
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ク
リ

プ
キ
は
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
ヒ
ュ
ー
ム
も
、
過
去
と
未
来
を
結
ぶ
あ
る
種
の
結
合
4

4

に
関
す

る
疑
い
に
基
づ
い
て
、あ
る
懐
疑
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
展
開
し
て
い
る）

（（
（

」
と
し
、「
あ
ら
ゆ
る

4

4

4

4

言
語
が
、

そ
し
て
あ
ら
ゆ
る

4

4

4

4

概
念
構
成
が
、
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
、
そ
し
て
実
際
理
解
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
事
、
を
示
し
て
し
ま
っ
た）

（（
（

」
と
懐
疑
論
者
の
い
う
「
何
ら
か
の
語
で
何
ら
か
の
事
を
意
味
し
て

い
る
、
と
い
っ
た
事
は
あ
り
得
な
い）

（（
（

」
と
い
う
衝
撃
的
な
結
論
を
受
け
入
れ
る
。

さ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
と
の
絡
み
で
い
え
ば
、
ク
リ
プ
キ
の
議
論
は
大
き
な
謎

を
抱
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
ク
リ
プ
キ
は
『
哲
学
探
究
』
の
二
〇
一
節
の
前
半
部
分
の
み
を
取
り

出
し
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
議
論
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
節
の
後
半
部
分
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
、
そ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
誤
解
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
二
〇
一
節
と

二
〇
二
節
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
あ
る
規
則
が
い
か
な
る
行
動
の
し
か
た
も
決
定
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
行
動
の
し
か
た
も
そ
の
規
則
と
一
致
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
答
え
は
、
ど
の
よ
う
な
行
動
の
し
か
た

も
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
矛
盾
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
は
、
一
致
も
矛
盾
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
誤
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う
な
思
考
過
程
の
中
で
解
釈
に

次
ぐ
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
、
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
そ

れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
も
う
一
つ
の
解
釈
に
思
い
至
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
わ

れ
わ
れ
を
少
な
く
と
も
一
瞬
の
間
安
心
さ
せ
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、〔
規
則
の
〕
解
釈
4

4

で
は
な
く
4

4

、
応
用
の
場
合
場
合
に
応
じ
、

わ
れ
わ
れ
が
「
規
則
に
従
う
」
と
呼
び
、「
規
則
に
叛
く
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
ら
の
う
ち
に
お
の

ず
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
、
規
則
の
把
握
〔
の
し
か
た
〕
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
の
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
規
則
に
従
う
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
は
解
釈
で
あ
る
、
と
言
い
た
く
な
る
傾
向
が
生

ず
る
。
し
か
し
、
規
則
の
あ
る
表
現
を
別
の
あ
る
表
現
で
お
き
か
え
た
も
の
の
み
を
「
解
釈
」

と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。（『
哲
学
探
究
』
二
〇
一
節
）

そ
れ
ゆ
え
、〈
規
則
に
従
う
〉
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
実
践
で
あ
る
。
そ
し
て
、
規
則
に
従

っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
は
、
規
則
に
従
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
ひ
と
は

規
則
に
〈
私
的
に
〉
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
信
じ
4

4

て
い
る

4

4

4

こ
と
が
、規
則
に
従
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
。（『
哲

学
探
究
』
二
〇
二
節
）

以
上
の
よ
う
に
ク
リ
プ
キ
が
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
誤
解
で
あ

る
と
ク
リ
プ
キ
が
採
り
上
げ
た
個
所
の
直
後
に
打
ち
消
し
て
い
る
の
だ
。

ほ
と
ん
ど
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
者
が
ク
リ
プ
キ
の
理
解
は
間
違
っ
て
い
る
と
述
べ
た

と
あ
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
直
弟
子
で
も
あ
る
Ｎ
・
マ
ル
カ
ム
が
ク
リ
プ
キ
と

一
八
〇
度
異
な
る
理
解
を
示
し
て
い
る
。
マ
ル
カ
ム
は
二
〇
一
節
と
二
〇
二
節
の
理
解
と
し
て
以
下

の
よ
う
に
の
べ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
規
則
に
従
う
と
い
う
事
は
実
践
4

4

で
あ
る
、
と
言
う
と
き
、
私

が
思
う
に
、
彼
が
意
味
し
て
い
る
事
は
、
或
る
人
の
行
為
は
、
も
し
そ
れ
が
彼
と
同
じ
訓
練
を

受
け
た
殆
ど
全
て
の
人
々
の
振
舞
い
に
示
さ
れ
る
共
通
な
行
為
の
仕
方
と
一
致
し
な
い
な
ら

ば
、
規
則
に
従
う
事
は
出
来
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
規
則
に
従
う
と
い
う
概

念
に
は
、
規
則
に
従
う
人
々
の
共
同
体

4

4

4

と
い
う
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
を
意
味
し

て
い
る
。
…
…
人
は
規
則
に
「
私
的
に
」
従
う
事
は
出
来
な
い
、
と
言
う
と
き
、
私
は
思
う
に
、

彼
が
意
味
し
て
い
る
事
は
、
一
人
の
人
だ
け
の
諸
行
為
で
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
私
的
で
あ
ろ

う
と
公
的
で
あ
ろ
う
と
、
規
則
の
意
味
を
固
定
す
る

4

4

4

4

4

4

4

事
は
出
来
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
る）

（（
（

。

マ
ル
カ
ム
の
議
論
は
「
共
同
体
」
と
い
う
観
点
を
持
ち
込
ん
で
理
解
す
る
。
マ
ル
カ
ム
自
身
が
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ニ
ア
ン
・
フ
ィ
デ
イ
ス
ト
の
一
人
と
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
理
解
は
概
念

相
対
主
義
と
同
様
と
も
い
え
る
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
披
露
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
の
言

語
ゲ
ー
ム
理
論
の
特
徴
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
カ
ム
と
ク
リ
プ
キ
と
の
対
比
は
、
本

論
文
の
主
張
が
ウ
ィ
ン
チ
以
降
の
言
語
ゲ
ー
ム
理
論
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

マ
ル
カ
ム
の
批
判
は
、
ク
リ
プ
キ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
解
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う

指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
の
問
題
と
し
て
ク
リ
プ
キ
の
解
釈
は
マ
ル
カ
ム
の
解
釈
よ
り
魅
力
的

で
あ
る
。
こ
の
懐
疑
論
に
関
し
て
、
ク
リ
プ
キ
は
彼
自
身
の
主
張
と
し
て
懐
疑
論
を
打
ち
立
て
た
の

で
は
な
く
、『
哲
学
探
究
』
の
理
解
と
し
て
提
起
し
た
と
断
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
Ｃ
・
マ
ッ
ギ
ン

が
指
摘
す
る
よ
う
に
ク
リ
プ
キ
が
「
そ
の
議
論
を
説
得
的
な
も
の
と
見
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

四
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る
」
の
で
、
本
論
文
で
は
「
ク
リ
プ
キ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
を
便
宜
上
ク
リ
プ
キ
の
議
論

と
し
て
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
だ
け

に
依
る
議
論
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
解
釈
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
了
解
し

た
と
し
て
、
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
自
体
の
価
値
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
も
ク
リ
プ
キ

の
議
論
が
全
て
正
し
か
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

自
然
主
義
の
立
場
か
ら
批
判
を
し
た
マ
ッ
ギ
ン
を
は
じ
め
多
く
の
哲
学
者
が
議
論
を
し
て
い
る

が
、
筆
者
な
り
に
ク
リ
プ
キ
の
問
題
を
整
理
す
る
た
め
に
、
Ｄ
・
ル
イ
ス
の
批
判
を
紹
介
し
た
い
。

ル
イ
ス
は
、
素
朴
に
ク
リ
プ
キ
の
「
ク
ワ
ス
算
を
歪
ん
だ
も
の
」
と
捉
え
、
批
判
を
展
開
す
る
。
ル

イ
ス
に
よ
れ
ば
、
足
し
算
は
、
規
則
を
変
え
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
計
算
で
き
る
の
に
対
し
、
ク
ワ

ス
算
は
途
中
で
規
則
を
変
え
る
計
算
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
ク
ワ
ス
算
は
よ
り
複
雑
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ク
ワ
ス
算
を
意
図
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
適
格
な
方
の
意
図
が
適
合
す
る
こ
と
に
対
し
数
々

の
困
難
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
そ
の
せ
い
で
適
格
な
意
図
に
有
利
な
前
提
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
、
述
べ
た
り
、
考
え
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
適
合
と

適
格
性
の
前
提
に
関
す
る
諸
原
理
や
そ
れ
以
外
に
寛
容
の
原
理
な
ど
も
同
時
に
利
用
し
て
、
主

体
が
ク
ワ
ス
算
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
解
釈
に
有
利
な
方
向
へ
と
バ
ラ
ン
ス
を
傾
け
る

よ
う
な
何
ご
と
か
を
、
あ
な
た
は
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（（
（

。

ル
イ
ス
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
「
ク
ワ
ス
算
は
、
足
し
算
ほ
ど
自
然
で
も
適
格
で
も
な
い
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
を
優
勢
に
す
る
た
め
の
積
極
的
な
何
か
を
必
要
と
す
る
。
足
し
算
の
方
は
、
何
も
し
な
く
て
も

勝
つ
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

」
と
結
論
づ
け
る
。
確
か
に
、
ク
ワ
ス
算
だ
け
で
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
を
考
察

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
理
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
で
提
起
さ
れ
た
が
ク

ワ
ス
算
に
私
た
ち
が
出
く
わ
し
た
と
い
う
事
例
は
な
い
。
し
か
し
、
マ
ッ
ギ
ン
は
指
摘
す
る
。

懐
疑
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
言
う
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
何
ご
と
か
意
味
す

る
と
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
い
か
な
る
種
類
の
事
実
4

4

も
存
在
し
な
い）

（（
（

こ
れ
は
、
ク
ワ
ス
算
を
言
葉
の
意
味
や
概
念
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
ク
ワ
ス
算
は
そ
の
導
入
に
す
ぎ
ず
、
す
べ
て
の
言
葉
の
意
味
や
概
念
が
異
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
持
た
れ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。「
数
え
る
（count

）
／
ク

数
え
る
（quount

）」、「
合
計
（sum

）
／
ク
合
計
（quum

）」、「
独
立
（independent

）
／
ク

独
立
（quindependent

）」、「
加
え
る
（addition

）
／
ク
加
え
る
（quaddition

）」
と
い
う
言

葉
の
意
味
や
概
念
の
違
い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ル
イ
ス
の
批
判
は
数
学
な
ど
論
理
的

な
体
系
を
も
っ
た
も
の
に
有
効
か
も
し
れ
な
い
が
宗
教
を
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑

論
は
ル
イ
ス
の
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
も
妥
当
性
が
あ
る
と
思
え
る
。

ル
イ
ス
の
適
合
と
不
適
合
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
ク
リ
プ
キ
の
議
論
の
「
規
則
が
一
致
し
な
い
可

能
性
が
あ
る
」
こ
と
か
ら
「
言
葉
に
は
意
味
が
な
い
」
と
い
う
結
論
は
導
き
出
す
の
に
飛
躍
を
感
じ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
人
が
規
則
に
適
合
す
る
中
で
、
中
に
は
異
な
っ
て
捉
え
て
い
る
人
が
い
た

と
い
う
事
態
が
起
こ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
だ
け
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
は

本
質
的
に
は
超
越
論
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、異
な
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、「
言
葉
に
は
意
味
が
な
い
」

と
断
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
意
味
の
違
い
が
明
確
化
し
た
と
き
は
「
異
な
っ
て
い
る
」
と
判
断

が
な
さ
れ
る
が
、
異
な
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
る
以
前
の
言
葉
の
意
味
は
「
同
じ
」
と
も
「
異
な
っ

て
い
る
」
と
も
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。　

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
ク
リ
プ
キ
の
議
論
に
対
し
て
、
両
者
の
違
い
が
明
確
化
す
る
以
前
、
つ
ま
り

単
な
る
分
岐
の
可
能
性
だ
け
で
は
「
同
じ
」
ま
た
は
「
異
な
っ
て
い
る
」
と
判
断
す
る
概
念
を
必
要

と
し
な
い
が
、
両
者
が
異
な
っ
て
い
た
と
き
は
、
相
違
を
理
解
す
る
た
め
の
概
念
が
必
要
だ
と
い
う
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
が
不
完
全
で
あ
る
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
基
本
的
に
は
正

し
い
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

ク
リ
プ
キ
の
主
張
は
「
今
」
の
行
為
に
集
約
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

表
面
化
す
る
の
は
「
今
」
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
と
全
く

異
な
る
観
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

三　

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
と
ク
リ
プ
キ
の
近
似
性

ク
リ
プ
キ
の
議
論
に
賛
同
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
を
簡
潔
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
と
い

う
の
も
、
行
為
に
集
約
さ
れ
た
言
語
ゲ
ー
ム
論
に
は
概
念
枠
と
い
う
も
の
が
な
く
、
反
相
対
主
義
を

標
榜
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
と
の
類
似
性
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
の
ク
リ
プ
キ
の
評
価
を
踏
ま
え
た
上
で
も
、
明
ら
か
に
ク
リ
プ
キ
と
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
目

指
す
地
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
ク
リ
プ
キ
は
、
誰
一
人
同
じ
概
念
を
共
有
し
て
い
な
い
と
い
う
懐
疑

を
打
ち
出
す
の
に
対
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
個
々
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
知
解
可
能
性
を

目
指
す
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
概
念
枠
を
否
定
し
、
さ
ら
に
は
概
念
枠
そ
の
も
の
で
あ
る
「
言

語
」
す
ら
否
定
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
主
張
は
魅
力
的
で
あ
る
。
彼
の
文
は
難
解
で
あ
る
が
、
そ

五
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の
骨
子
は
比
較
的
単
純
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
概
念
相
対
主
義
に
対
す
る
批
判
の
骨
子
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

枠
組
が
異
な
る
と
言
え
る
た
め
の
理
解
可
能
な
基
盤
は
、何
も
見
出
さ
れ
て
い
な
い
…
ま
た
、

す
べ
て
の
人
類
は
―
―
少
な
く
と
も
言
語
の
話
し
手
は
す
べ
て
―
―
共
通
の
枠
組
や
存
在
論
を

共
有
し
て
い
る
、
と
い
う
す
ば
ら
し
い
ニ
ュ
ー
ス
を
公
表
す
る
の
も
、
同
様
に
間
違
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
枠
組
が
異
な
る
こ
と
を
理
解
可
能
な
形
で
言
い
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら

が
同
一
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
理
解
可
能
な
形
で
は
言
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

つ
ま
り
、
異
な
る
概
念
枠
間
で
互
い
に
理
解
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
何
が
異
な
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
す
ら
確
認
で
き
ず
、
ま
た
、
同
じ
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
何
を
以
っ
て
し

て
同
じ
と
い
え
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
一
つ
の
基
盤
で
括
っ
て
概
念
相
対
主

義
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
共
通
の
概
念
と
い
う
考
え
も
同
時
に
放
棄
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
共
通
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
他
者
と
の
比
較
を
通
し
て
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
者

が
い
な
い
以
上
、
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
概
念
相
対

主
義
と
い
う
考
え
が
生
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
説
明
で
は
、「
枠
組
と
実
在
の

二
元
論
の
ド
ク
マ
」
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
。「
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
実
在
、
あ
ら
ゆ
る
枠
組
や
科

学
の
外
部
に
あ
る
な
に
か
、
と
い
う
考
え
へ
の
依
存
」
が
、
枠
組
と
実
在
の
二
元
論
の
ド
ク
マ
を
通

し
て
、
概
念
の
相
対
性
と
枠
組
と
に
相
対
的
な
真
理
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
こ

の
ド
ク
マ
を
欠
け
ば
、
こ
の
種
の
相
対
性
も
消
え
さ
る
」
と
い
う
。
で
は
、
何
が
残
る
の
か
。
そ
れ

は
個
々
人
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
実
践
が
あ
る
だ
け
だ
。

さ
て
、
こ
の
概
念
相
対
主
義
批
判
は
文
化
相
対
主
義
と
い
う
問
題
に
収
ま
ら
ず
言
語
の
解
体
へ
と

射
程
を
広
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
「
概
念
枠
は
言
語
と
同
一
視
さ
れ
て
よ
い
」
と

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

言
語
が
、
多
く
の
哲
学
者
や
言
語
学
者
が
考
え
て
き
た
よ
う
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
学
習
さ
れ
た
り
マ
ス
タ
ー
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
つ

き
持
っ
て
い
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
語
使
用
者
が
習
得
し
、
現
場
で
適
用

し
て
い
る
明
示
的
に
定
義
さ
れ
た
共
有
の
構
造
と
い
う
観
念
は
、
諦
め
な
く
て
は
な
ら
な
い）

（（
（

。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、言
葉
の
言
い
間
違
い
と
い
う
事
例
を
通
し
て
こ
の
結
論
に
た
ど
り
着
い
た
。

会
話
の
最
中
の
言
い
間
違
え
も
即
座
に
理
解
し
、
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
が
可
能

な
の
は
、
個
々
人
が
言
語
の
体
系
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
絶
え
ず
確
認
を
し
て
会
話
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四　

む
す
び

以
上
、
三
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
異
な
る
哲
学
を
概
観
し
た
が
、
上
記
三
者
の
哲
学
は
、
問
題
の
設
定

は
異
な
っ
て
い
て
も
問
題
と
さ
れ
る
対
象
は
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
れ
も
「
今
」
と
い

う
観
点
に
鍵
を
置
い
て
い
る
。
簡
単
に
纏
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一　

は
じ
め
に
行
為
あ
り
き
。
そ
の
行
為
は
実
在
に
も
規
則
に
も
還
元
さ
れ
な
い
。

二　

同
じ
行
為
を
し
て
い
て
も
、
異
な
る
規
則
に
従
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

三　

異
な
る
概
念
な
ど
な
い
。
共
通
の
概
念
も
無
い
。
あ
る
の
は
個
々
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ク
リ
プ
キ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
と
そ
れ
ぞ
れ
問
題
関
心
が
異

な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ど
れ
も
「
行
為
」
に
問
題
意
識
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
同
じ
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
行
為
」
は
実
在
に
も
言
語
に
も
規
則
に
も
概
念
に
も
還
元
さ
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。

以
上
が
、
本
論
文
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
行
為
論
の
観
点
で
言
語
ゲ
ー
ム
を
捉
え
、
宗
教
哲
学
へ

の
応
用
を
考
え
る
な
ら
ば
、
二
点
の
こ
と
に
議
論
が
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一　

実
在
主
義
と
構
成
主
義
の
主
張
は
成
立
し
え
な
い
。
私
た
ち
は
、
こ
の
両
主
張
を
間
違
っ
て

い
る
と
も
正
し
い
と
も
言
え
な
い
。
あ
る
の
は
「
今
」
の
行
為
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
在
主
義
ま
た
は
構
成
主
義
の
立
場
に
立
つ
哲
学
は
間
違
っ
て
い
る
。

二　
「
言
語
」
が
な
い
の
と
同
様
に
「
宗
教
」
も
な
い
。

私
た
ち
は
「
今
」
の
「
行
為
」
を
通
し
て
し
か
規
則
を
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
行
為
に
は
実
在
す

る
も
の
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
言
語
や
概
念
や
規
則
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
が
、
実
在
す
る
も
の
に
も
言
語
や
概
念
や
規
則
に
も
行
為
の
原
因
は
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
私
た
ち
は
、た
だ
行
為
（
行
動
ま
た
は
生
活
）
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、言
語
・
概
念
・

規
則
は
、
行
為
の
後
に
想
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
時
系
列
的
に
考
え
て
後
付
け
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
こ
で
想
起
さ
れ
た
事
実
や
概
念
は
他
者
と
共
有
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
論
点
は
ク
リ
プ
キ

の
議
論
で
論
証
さ
れ
た
懐
疑
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
分
で
規
則
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の

が
、
こ
の
懐
疑
論
の
破
壊
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
自
分
で
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ

と
が
、
規
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
視
点
で
も
他
人
と
共

通
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
他
人
の
視
点
で
も
同
様
で
あ
る
。「
暗
闇
の
中
の
跳
躍
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
規
則
が
い
つ
も
一
致
し
て
い
る
と
思
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

六
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個
々
人
の
言
語
活
動
は
個
々
人
に
還
元
さ
れ
、
共
通
の
「
言
語
」
と
い
う
も
の
は
無
く
な
る
。
デ
イ

ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
「
言
語
」
が
「
概
念
」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
や
「
仏
教
」

と
い
う
概
念
も
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
が
示
す
よ
う
に
、「
キ

リ
ス
ト
教
」
や
「
仏
教
」
の
体
系
の
基
盤
が
言
語
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
言
語
が
存
在
し
な
い

以
上
、
共
通
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
や
「
仏
教
」
と
い
う
概
念
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
、
そ
れ
ら
を
括
る
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
も
成
り
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
言
語
」
が
な

い
と
い
う
こ
と
は
「
宗
教
」
も
な
い
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。

「
言
語
」
も
「
宗
教
」
も
無
い
の
に
、
ど
の
よ
う
に
研
究
を
成
り
立
た
せ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が

生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ク
リ
プ
キ
や
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

人
々
に
共
通
の
概
念
と
し
て
の
「
宗
教
」
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
個
々
人
の
祈
り
や
振
舞
い
が
あ
る

だ
け
だ
。
し
か
し
、
共
通
の
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
個
々
人
が

考
え
る
宗
教
概
念
ま
で
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
宗
教
に
対
す
る
概
念
の
一
致
・
不

一
致
を
人
が
確
認
で
き
な
い
以
上
、
哲
学
の
議
論
と
し
て
共
通
の
概
念
で
あ
る
「
宗
教
」
は
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
、「
宗
教
」
と
い
う
共
通
の
概
念
は
、
人
々
に
と
っ
て
無
意
味
な
の
か
と
問
え
ば
、
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
。
哲
学
的
事
実
で
は
な
い
に
し
て
も
人
々
に
と
っ
て
「
宗
教
」
概
念
の
有
用
性
は
十
分

に
あ
る
。

た
と
え
ば
、
言
語
に
置
き
換
え
て
考
え
て
み
る
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
言
語
非
実
在
論
が
主
張

す
る
よ
う
に
彼
の
哲
学
的
観
点
で
は
「
英
語
」
と
い
う
言
語
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
日
本
人
が

概
念
上
の
「
英
語
」
を
想
定
し
「
英
会
話
学
校
」
な
ど
に
通
っ
て
「
英
語
」
を
勉
強
す
る
こ
と
で
、

結
果
と
し
て
、
個
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
豊
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、「
英
語
」
が
有
る
と
か
無
い
と
か
言
う
次
元
と
は
別
個
の
次
元
で
得
ら
れ
る
成
果
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
個
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
豊
か
に
す
る
仮
定
の
ツ
ー
ル
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
考
え
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
や
個
別
の
宗
教
概
念
も
個
々
人
の
行
為
（
生
活
）
を
豊
か
に

す
る
ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

付
記

一
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
引
用
文
は
、「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
」（
大
修
館
）
の
も

の
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
訳
者
の
氏
名
を
明
記
し
た
。
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。
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松
野
智
章
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学
位
請
求
論
文
要
旨
（
課
程
博
士
）

「「
は
じ
め
に
行
為
あ
り
き
」
の
言
語
ゲ
ー
ム
論
―
―
宗
教
研
究
の
理
論
構
築
を
目
指
し
て
―
―
」

本
論
文
で
は
言
語
ゲ
ー
ム
論
の
再
解
釈
を
図
り
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
理
論
と
は
異
な

る
言
語
ゲ
ー
ム
理
解
を
提
示
し
、
新
た
な
理
論
構
築
の
可
能
性
を
示
し
た
い
。
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論

と
は
概
念
相
対
主
義
を
採
用
し
な
が
ら
諸
宗
教
を
諸
宗
教
が
有
す
る
独
自
の
宗
教
言
語
に
基
づ
く
体

系
だ
っ
た
枠
組
み
と
し
て
理
解
す
る
宗
教
理
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
宗
教
は
独
自
の
言
語
活
動
を

有
し
て
い
る
と
し
、
そ
の
言
語
活
動
の
解
読
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
筆
者
は
、「
今
」

な
さ
れ
る
「
行
為
」
と
い
う
一
点
に
重
き
を
お
き
、
野
家
啓
一
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
理
解
や

Ｓ
・
Ａ
・
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
の
知
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
い
う
反
概

念
相
対
主
義
と
し
て
言
語
ゲ
ー
ム
を
捉
え
直
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
不
向
き
で
あ
っ
た

伝
統
宗
教
の
分
析
に
応
用
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

先
に
あ
げ
た
三
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
問
題
の
系
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、「
今
」
と
い
う

視
点
を
基
点
に
哲
学
を
構
築
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、そ
こ
か
ら
「
行
為
」

と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
行
為
は
絶
え
ず
「
今
」
行
わ
れ
て
い
る
も
の

で
、
野
家
に
よ
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
理
解
の
終
着
点
も
「
は
じ
め
に
行
為
あ
り
き
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
原
因
が
行
為
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
が
原
因
を
規
定
す
る
と
野
家
は
主

張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
行
為
が
規
則
に
も
実
在
に
も
還
元
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
示
す
。

次
に
、
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
を
採
り
上
げ
た
。
こ
れ
は
、
行
為
と
規
則
の
関
係
に
言
及
す
る
た
め

で
あ
る
。「
規
則
」
は
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
で
も
要
と
な
る
視
点
で
あ
る
。
ク
リ
プ
キ
が
提
起
し
た

懐
疑
論
は
、
言
葉
に
よ
る
共
通
の
概
念
の
否
定
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
規
則
を
学
び
言
葉
を
使
用
す

る
け
れ
ど
も
同
じ
意
味
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
意
味
の
違
い
が
確
認
で
き
る
の
は

「
行
為
」
に
違
い
が
生
じ
た
時
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
確
認
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、「
暗
闇
の

中
の
跳
躍
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
地
点
に
着
地
し
て
い
る
と
判
断
す
る
し
か
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
懐
疑
は
違
い
が
表
面
化
し
な
い
限
り
、
あ
え
て
問
わ
な
け
れ
ば
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
は
共
同
体
の
規
則
か
ら
個
人
の
規
則
に
重
点
を
移
し
た
議
論
で
あ
る
。

ま
た
、
ク
リ
プ
キ
の
議
論
に
賛
同
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
哲
学
も
示
唆
に
富
む
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド

ソ
ン
は
明
確
に
個
人
を
基
盤
と
し
て
哲
学
を
構
築
し
て
い
る
。そ
の
結
論
が
非
言
語
実
在
論
で
あ
る
。

個
々
人
の
言
語
活
動
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
総
括
と
し
て
の
言
語
は
実
在
し
な
い
と
い
う
。
あ
く
ま
で

も
、
あ
る
の
は
個
々
人
が
使
う
言
語
だ
け
で
、
概
念
枠
を
持
っ
た
「
言
語
」
な
ど
な
い
。
し
か
し
、

人
は
そ
れ
で
困
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
は
、「
行
為
」
の
違
い
が
表
面
化
す
る
ま
で
言
葉
の
意
味
は

「
同
じ
」
と
も
「
違
う
」
と
も
言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
、概
念
枠
を
否
定
し
た
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
の
議
論
も
「
同
じ
」
と
も
「
違
う
」
と
も
言
え
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
「
行
為
」

が
あ
る
だ
け
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
者
の
哲
学
を
宗
教
哲
学
に
応
用
し
て
出
し
た
結
論
が
次
の
二
点
で
あ
る
。

一　

い
わ
ゆ
る
実
在
主
義
と
構
成
主
義
（
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
含
む
）
の
主
張
は
成
立

し
え
な
い
。
私
た
ち
は
、
こ
の
両
主
張
が
間
違
っ
て
い
る
と
も
正
し
い
と
も
言
え
な
い
。
あ

る
の
は
「
今
」
の
行
為
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
在
主
義
ま
た
は
構
成
主
義
の
立
場

に
立
つ
哲
学
は
間
違
っ
て
い
る
。

二　
「
言
語
」
が
な
い
の
と
同
様
に
「
宗
教
」
も
な
い
。

私
た
ち
は
「
今
」
の
「
行
為
」
を
通
し
て
し
か
規
則
を
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
行
為
に
は
実
在
す
る
も

の
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
言
語
や
概
念
や
規
則
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、

実
在
す
る
も
の
に
も
言
語
や
概
念
や
規
則
に
も
行
為
の
原
因
は
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、

た
だ
行
為
（
行
動
ま
た
は
生
活
）
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
言
語
・
概
念
・
規
則
は
、
行
為
の

後
に
想
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
時
系
列
的
に
考
え
て
後
付
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
で
想
起
さ
れ
た

事
実
や
概
念
は
他
者
と
共
有
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
個
々
人
の
言
語
活
動
は

個
々
人
に
還
元
さ
れ
、共
通
の「
言
語
」と
い
う
も
の
は
無
く
な
る
。「
言
語
」が「
概
念
」で
あ
る
な
ら
ば
、「
キ

リ
ス
ト
教
」や「
仏
教
」と
い
う
概
念
も
解
体
さ
れ
る
。な
ぜ
な
ら
、宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
が
示
す
よ
う
に
、「
キ

リ
ス
ト
教
」
や
「
仏
教
」
の
体
系
の
基
盤
が
言
語
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
言
語
が
存
在
し
な
い
以
上
、

共
通
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
や
「
仏
教
」
と
い
う
概
念
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ

ら
を
括
る「
宗
教
」と
い
う
概
念
も
成
り
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
言
語
」が
な
い
と
い
う
こ
と
は「
宗
教
」

も
な
い
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
る
。
し
か
し
、共
通
の「
宗
教
」と
い
う
概
念
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
と
い
っ

て
、
個
々
人
が
考
え
る
宗
教
概
念
ま
で
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

で
は
、「
宗
教
」
と
い
う
共
通
の
概
念
は
、
人
々
に
と
っ
て
無
意
味
な
の
か
と
問
え
ば
、
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
。
哲
学
的
事
実
で
は
な
い
に
し
て
も
人
々
に
と
っ
て
「
宗
教
」
概
念
の
有
用
性
は
十
分

に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
や
個
別
の
宗
教
概
念
も
個
々
人
の
行
為
（
生
活
）
を
豊
か
に
す
る
ツ
ー

ル
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。


