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北海道大学哲学会 f哲学J53号 (2018年12月)

「
怠
惰
な
理
性
」

と

「
転
倒
し
た
理
性
」

『純
粋
理
性
批
判
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
自
然
神
学
批
判
|

『証
明
根
拠
』

と

増

山

浩

人

は
じ
め
に

「神
の
現
存
の
論
証
の
た
め
の
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠
』
(
以
下
、

「証
明
根
拠
」)

本
稿
の
目
的
は
、

一
七
六
三
年
に
出
版
さ
れ
た

。〉

自
然
神
学
批
判
と

『純
粋
理
性
批
判
』
(
以
下
、

「批
判
」)

7 

の
自
然
神
学
批
判
の
間
に
あ
る
連
続
性
と
断
絶
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。『
批
判
」
「
超
越
論
的
弁
証
論
の
た
め
の
付
録
」
(
以
下
、
「
付
録
」
)
に
は
、
「
怠
惰
な
理
性
(
金
巾
同恒
三
巾
〈
巾

E
EP)
」
と
「
転
倒
し

た
理
性
(
金
巾
話
再
岳
円丹市
〈
巾

5
5P
)」
と
い
う
こ
つ
の
誤
っ
た
理
性
使
用
の
あ
り
方
を
論
じ
た
箇
所
(
切
叶
コ
・吋N
H
)

が
あ
る
。
こ
の

箇
所
で
、
カ
ン
ト
は
、
当
時
の
自
然
神
学
が
こ
の
二
つ

の
誤
り
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
箇
所
の

カ
ン
ト
が
当
時
の
自
然
神
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
見
出
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

議
論
か
ら
、

と
は
い
え
、
こ
の
箇
所
の
議
論
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

『証
明
根
拠
』
に
着
目
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
確
か
に
、
同

書
の
目
的
は
、
物
の
可
能
性
か
ら
神
の
現
存
を
証
明
す
る
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
が
最
も
有
力
な
神
の
存
在
証
明
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
書
の
第
二
部
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
包
括
的
な
自
然
神
学
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
結
論
を
先

取
り
す
れ
ば
、
同
書
の
自
然
神
学
批
判
は
、

『批
判
」
の
議
論
と
共
通
の
問
題
意
識
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
書
の
自

然
神
学
批
判
は
、
当
時
の
自
然
神
学
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
態
度
の
変
遷
を
た
ど
り
つ
つ
、

「批
判
』
の
議
論
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る



た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「証
明
根
拠
」
の
自
然
神
学
批
判
に
関
す
る
代
表
的
な
先
行
研
究
は
、
同
書
と
そ
の
他
の
前
批
判
期
著
作
の
み
を

主
な
考
察
対
象
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
事
実
は
こ
れ
ら
の
研
究
そ
の
も
の
の
価
値
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の

た
め
に
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
が

「証
明
根
拠
」
の
自
然
神
学
批
判
を
ど
の
よ
う
な
形
で
発
展
さ
せ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
両
著
作
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て、

『批
判
』
の
自
然
神

学
批
判
が
い
か
な
る
粁
余
曲
折
を
経
て
形
成
さ
れ
た
か
を
示
し
た
い
。

議
論
は
以
下
の
順
序
で
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず

一
で
は
、

「批
判
」「
付
録
」
に
お
け
る

「怠
惰
な
理
性
」
と
「
転
倒
し
た
理
性
」
に
関

す
る
議
論
を
概
観
す
る
。
二
で
は
、
こ
の
議
論
と

『証
明
根
拠
』
の
自
然
神
学
批
判
と
の
聞
に
強
い
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
三
で

は、

「証
明
根
拠
」
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
が
、
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
自
然
神
学
の
問
題
点
を
改
善
し
て
い
る

の
か
を
一
不
す
。
最
後
に
四
で
は
、

『批
判
」
に
お
い
て
、
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
が
放
棄
さ
れ
て
も
な
お
、
『証
明
根
拠
』
の
自
然
神

-8一

学
の
改
善
案
が
形
を
変
え
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

『批
判
』
「
付
録
」
に
お
け
る
自
然
神
学
批
判

ー
「
怠
惰
な
理
性
」
と
「
転
倒
し
た
理
性
」
の
誤
り
|

本
節
で
は
、
「
怠
惰
な
理
性
」
と
「
転
倒
し
た
理
性
」
に
関
す
る
議
論
が
ど
の
よ
う
な
自
然
神
学
批
判
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
前
に
、
本
稿
に
お
け
る
自
然
神
学
と
い
う
用
語
の
音
山
味
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
自
然
神
学
は
、

い
わ
ゆ
る
-M
Z

ヨ
-
55
2
z
mぽ
で
あ
る
。
同》町
三一

}8
5
2
一cm-mと
は
、

自
然
の
合
目
的
性
か
ら
そ
の
原
因
と
し
て
の
神
の
現
存
と
諸
属
性

を
認
識
す
る
科
学
経
験
論
的
な
自
然
神
学
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
自
然
神
学
は
主
に

一
七
1
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
支
持
さ

れ
て
い
た
。
実
際
、

ロ
パ

l
ト
・
ボ
イ
ル
、
ジ
ョ
ン
・
レ
イ
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
デ
ラ
ム
ら
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者

・
神
学
者
は
、



EUN印一円。，吋
78
一。唱
と
い
う
用
語
を
上
記
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、

こ
う
し
た
英
国
系
の
経
験
論
的
な
自
然
神
学
と
ド

イ
ツ
講
壇
哲
学
者
に
よ
る
形
而
上
学
の

一
部
門
と
し
て
の
自
然
神
学
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

「批
判
』
「
付
録
」
で
の
自
然

神
学
批
判
は
、
主
に
前
者
の
タ
イ
プ
の
自
然
神
学
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
自
然
神
学
と
い
う
用
語
を
原
則

的
に
司宮山
、∞
エ
8
52
zmF巾
の
意
味
で
使
用
す
る
。

で
は
、
「
怠
惰
な
理
性
」
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
の
箇
所
で
、

カ
ン
ト
は
、
「
怠
惰
な
理
性
」
を

「我
々
の
自
然
探
求
を
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
端
的
に
完
結
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
し
、
し
た
が
っ
て
理
性
を
、
あ
た
か
も
自
ら
の
業
務
が
全
て
終

わ
っ
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
に
、
休
息
状
態
に
し
て
し
ま
う
全
て
の
原
則
」
(
切
コ
ロ
)
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
当
時
の

合
理
的
心
理
学
に
お
け
る
魂
の
不
死
の
証
明
と
自
然
神
学
の
双
方
が
、
「
怠
惰
な
理
性
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
本
稿
の

主
題
で
あ
る
自
然
神
学
に
お
け
る
「
怠
惰
な
理
性
」
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「と
い
う
の
も
、
自
然
神
学
に
お
い
て
は
、
自
然
に
お
い
て
一不
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
目
的
、
む
し
ろ
し
ば
し
ば
単
に
我
々
自
身
に
よ

っ

て
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
目
的
は
、
諸
原
因
の
探
求
に
お
い
て
我
々
を
き
わ
め
て
安
易
に
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
諸
原
因
を
物
質
の
機
構
の
普
遍
的
諸
法
則
に
お
い
て
探
求
す
る
代
わ
り
に
、
直
接
最
高
の
知

恵
の
探
求
不
可
能
な
思
し
召
し
を
引
き
合
い
に
出
し
、
理
性
使
用
が
放
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、
理
性
の
労
苦
を
完
結
し
た
も
の
と
し

て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
(
切
己
@

)

0

こ
の
文
章
で
は
、
合
目
的
性
を
持
つ
事
物
の
原
因
の
探
求
方
法
に
関
す
る
自
然
神
学
者
と
カ
ン
ト
の
立
場
の
違
い
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

カ
ン
ト
は
、
当
初
は
液
状
だ

っ
た
地
球
が
回
転
運
動
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
の
形
に
な

っ
た
と
主
張
し
て
い
る
(〈
包
・

切
戸
ω
〉
ロヨ・
)。

後
で
詳
し
く
説
明
す
る
が
、
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
前
批
判
期
以
来
の
彼
の
物
質
観
と
宇
宙
生
成
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、



物
質
に
内
在
す
る
力
と
自
然
法
則
に
よ
っ
て
、
自
然
が
現
に
あ
る
形
で
生
じ
た
と
い
う
機
械
論
的
自
然
観
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
物
質
の

機
構
の
普
遍
的
諸
法
則
」
に
依
拠
し
た
諸
原
因
の
探
求
と
は
、
こ
の
自
然
観
に
依
拠
し
た
自
然
探
求
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
自
然
神
学
者
は
、
地
球
が
椅
円
形
で
あ
る
こ
と
が
地
軸
が
傾
く
の
を
防
止
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
の
上
で
、

彼
ら
は
、
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
神
が
地
球
を
そ
の
よ
う
な
形
に
作
り
上
げ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
方

法
は
、
事
物
の
原
因
を
神
の
介
入
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
事
物
の
原
因
を
扱
う
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
自
然
探
求
を
中
断
さ
せ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
批
判
し
た
の
が
「
怠
惰
な
理
性
」
の
誤
り
で
あ
る
。

次
に
「
転
倒
し
た
理
性
」
に
関
し
て
。
こ
の
誤
り
は
、
世
界
全
体
の
合
目
的
性
、
神
意
に
か
な
っ
た
全
体
と
し
て
の
自
然
の
原
因
の
説

明
様
式
に
か
か
わ
る
。
ヵ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
物
質
の
力
と
自
然
法
則
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
つ
の
全
体
で
あ
る
。
確
か
に
、

カ
ン
ト

は
、
こ
の
全
体
を
目
的
論
的
全
体
と
し
て
も
考
察
で
き
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
、
諸
物
の
目
的
連
関
の
考

察
を
通
し
て
自
然
の
目
的
論
的
統
一
を
探
求
す
る
こ
と
を
、
理
性
の
統
制
的
原
理
に
数
え
入
れ
て
さ
え
い
る
。
こ
の
点
は
、
「
体
系
的
統

-10-

〔
川
目
的
論
的
統

ニ

の
理
念
は
、
統
制
的
原
理
と
し
て
、
こ
の
統

一
を
普
遍
的
自
然
諸
法
則
に
し
た
が

っ
た
物
の
結
合
に
お
い
て
探

求
す
る
た
め
に
の
み
、
そ
し
て
、
こ
の
統

一
の
い
く
ら
か
が
経
験
的
探
求
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
だ
け
一
層

理
性
使
用
の
無
欠
性
へ
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
到
達
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
近
づ
い
た
と
信
じ
る
た
め
に
の
み
役
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
」

(∞
討
。
)
と
い
う
説
明
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
は
、
機
械
論
的
自
然
観
を
支
持
し
、
目
的
論
的
統
一
が
作
用
因
に
基

づ
く
自
然
統

一
に
先
行
す
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
転
倒
し
た
理
性
」
に
お
い
て
は
、
「
そ
の
代
わ
り
に
、
事
柄
が
ひ

っ
く
り
返
さ
れ
て
、
合
目
的
的
統

一
の
原
理
の

現
実
性
が
実
体
的
原
因
と
し
て
根
底
に
置
か
れ
、
そ
の
よ
う
な
最
高
の
叡
智
の
概
念
が
、
そ
れ
自
体
で
全
く
探
求
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
擬
人
神
観
的
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
上
で
自
然
に
諸
目
的
が
暴
力
的
か
つ
専
制
的
に
押
し
付
け
ら
れ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始

ま
っ
て
し
ま
う
」

(開
Z
・)
。
つ
ま
り
、
「
転
倒
し
た
理
性
」
は
、
目
的
論
的
統

一
を
自
然
統

一
に
先
行
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の



立
場
を
、

カ
ン
ト
は

「
し
か
し
私
が
最
初
に
秩
序
を
与
え
る
最
高
存
在
者
を
根
底
に
置
く
な
ら
ば
、
自
然
統

一
は
実
際
に
は
廃
棄
さ
れ

る
」
(∞吋
N

H
)

と
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
転
倒
し
た
理
性
」
が
、
神
の
介
入
を
強
調
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
機
械
論
的
自
然
観
を
支

持
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
転
倒
し
た
理
性
」
の
誤
り
と
は
、
世
界
全
体
の
合
目
的
性
の
原
因
を
扱
う
マ
ク

ロ
レ
ベ
ル
の
自
然
探
求
に
お
け
る
不
当
な
神
の
介
入
を
批
判
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

カ
ン
ト
が
こ
の
二
つ
の
誤
り
を
導
入
し
た
の
は
、
自
然
神
学
が
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
と
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
自
然
探
求
の
双
方

を
妨
げ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

「怠
惰
な
理
性
」
の
誤
り
は
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
自
然
探
求
に
関
す
る
誤

り
を
、

「転
倒
し
た
理
性
」
の
誤
り
は
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
自
然
探
求
に
関
す
る
誤
り
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
双
方
の
誤
り
は
、
「
自
然

の
合
目
的
性
は
神
の
後
付
け
の
介
入
な
し
に
は
発
生
し
え
な
い
」
と
い
う
共
通
の
テ
l
ゼ

(以
下
、

「介
入
テ
l
ゼ」
)
か
ら
発
生
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、

カ
ン
ト
は
、
機
械
論
的
自
然
観
を
支
持
し
、

「自
然
の
合
目
的
性
は
神
の
後
付
け
の
介
入
が
な
く
と
も
発
生
し
う
る
」
と

い
う
テ
1
ゼ

(以
下
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ」
)
を
対
置
す
る
。
以
上
が
カ
ン
ト
の
自
然
神
学
批
判
の
基
本
方
針
で
あ
る
。
『批
判
』「
付
録
」

'
E
A
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は
、
こ
う
し
た
基
本
方
針
を
き
わ
め
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
提
示
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
と
言
え
る
、
だ
ろ
う
。

『批
判
』
と

『証
明
根
拠
』
の
自
然
神
学
批
判
に
お
け
る
連
続
性

次
に
、

「批
判
』
の
自
然
神
学
批
判
と
「
証
明
根
拠
』
の
自
然
神
学
批
判
と
の
聞
の
連
続
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。『
証
明
根
拠
」
第
二

部
第
五
考
察
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
は
当
時
の
自
然
神
学
に
は
=
一
つ
の
問
題
点
が
あ

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
点
と
は
、

①

有
機
体
と
無
機
物
の
扱
い
方
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
、

②
自
然
探
求
を
阻
害
す
る
こ
と
、

③
無
か
ら
の
創
造
を
説
明
で
き
な
い
こ
と
、
と

い
う
二
一点
で
あ
る

(〈
也
・
ロ
=
∞
・5
8
。
そ
の
中
で
も
、

『批
判
』
「
付
録
」
の
議
論
に
強
く
関
連
し
て
い
る
の
は
、

②
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
自
然
神
学
の
方
法
を
「
自
然
設
備
が
有
用
で
あ
る
や
い
な
や
、
総
じ
て
、
こ
の
設
備
は
、
直
接
的
に

②
を
論
じ
る
際
に
、



神
的
意
志
の
意
図
に
基
づ
い
て
か
、
あ
る
い
は
や
は
り
特
別
に
技
術
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
自
然
の
秩
序
を
通
し
て
説
明
さ
れ
る
」
(
口

=
。
)
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
自
然
神
学
者
に
よ
れ
ば
、
川
は
、
人
聞
が
飲
み
水
や
農
業
用
水
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
、
神
に

よ
っ
て
配
備
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り、

川
の
直
接
の
原
因
が
善
意
を
持
つ
神
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

見
解
を
取
れ
ば
、

川
の
原
因
を
世
界
内
部
に
探
究
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
地
中
に
溜
ま
っ
た
地
下
水
が
地
上
に

あ
ふ
れ
出
る
こ
と
で
川
が
生
じ
た
と
い
う
自
然
科
学
の
知
見
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

カ
ン
ト
は

「
物
理
的
根
拠
が
必
然
的
で
よ
り
普
遍
的
な
諸
法
則
と
の
結
合
に
よ
っ
て
帰
結
を
規
定
す
る
こ
と
が
な
お
も
想
定
さ
れ
う
る
場
合
に
、
楕

神
的
根
拠
、

つ
ま
り
目
的
に
基
づ
く
説
明
を
頼
み
に
す
る
こ
と
は
、
哲
学
的
洞
察
の
拡
張
を
妨
げ
る
」
(
口

5
N
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
『証
明
根
拠
』
に
お
い
て
も
、

カ
ン
ト
は
、

自
然
神
学
者
の
「
介
入
テ

l
ゼ
」
が
自
然
探
求
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
「
証
明
根
拠
」

に
お
い
て
、
「
怠
惰
な
理
性
」
と
「
転
倒
し
た
理
性
」
と
い
う
用
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
書
で
、

q
/
“
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カ
ン
ト
は
、
有
用
な
形
状
を
持
つ
諸
物
が
生
じ
た
原
因
を
直
ち
に
神
の
意
志
に
帰
す
る
自
然
神
学
が
、
「
品
位
を
落
と
さ
れ
た
理
性

(金巾

巾門口一巾門目立

m
g
〈
巾
『
ロ
ロ
ロ
常
こ
に
基
づ
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
品
位
を
落
と
さ

れ
た
理
性
は
好
ん
で
さ
ら
な
る
探
求

〔
H
自
然
に
お
け
る
諸
原
因
の
探
求
〕
を
放
棄
す
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
理
性
が
そ
の
よ
う
な
探
求

を
出
過
ぎ
た
も
の
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
偏
見
が
一
層
危
険
な
の
は
、
そ
れ
が
、
敬
慶
と
偉
大
な
る
創
造
者
へ
の
正

当
な
帰
依
と
い
う
口
実
の
下
に
、
倦
む
こ
と
の
な
い
研
究
者
よ
り
も
怠
け
者
を
優
先
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
(
口
回
目
。
)
。
こ
の
文
章
で
は
、

自
然
神
学
者
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
「
品
位
を
落
と
さ
れ
た
理
性
」
が
「
怠
け
者
」
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
ザ
ラ
の

言 指
え 摘
る1す
。 る

さよ
らう
に に

証 証
明 明
根 根
拠 拠

の
自
然
神
学
批
判
は
、

「批
判
」
に
お
け
る
「
怠
惰
な
理
性
」
に
対
す
る
批
判
の
先
駆
形
態
で
あ
る
と

で
も
、

カ
ン
ト
は
、
可
能
な
限
り
機
械
論
的
自
然
観
に
依
拠
し
た
自
然
の
合
目
的
性
の
説
明
を
試
み

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
書
に
お
い
て
も
、

カ
ン
ト
は
、
「
転
倒
し
た
理
性
」
の
誤
り
や
そ
の
解
決
策
と
し
て
の
「
不
介
入
テ
ー
ゼ
」



を
支
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、

カ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
「
不
介
入
テ
ー
ゼ
」
を
正
当
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
機
械
論
的
自
然
観
に
依
拠
し
て
、

自
然
の
合
目
的
性
の
可
能
性
を
-説
明
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
回
答
を
与
え
る
の
が
、

『証
明

根
拠
」
の
自
然
神
学
の
改
善
案
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
そ
の
概
要
を
見
て
い
こ
う
。

「証
明
根
拠
』
に
お
け
る
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
に
よ
る
自
然
神
学
の
改
善
案

『批
判
』
と
は
異
な
り
、

「証
明
根
拠
」
は
あ
く
ま
で
も
自
然
神
学
を
擁
護
す
る
た
め
の
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
議
論
も
、

理
論
的
な
意
味
で
の
自
然
神
学
の
不
可
能
性
を
示
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
新
た
な
形
で
の
理
論
的
な
自
然
神
学
の
方
法
を
模
索
す

る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
が
、
同
書
第
一
部
で
提
示
さ
れ
る
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
で
あ
る
。
そ
こ
で

q
d
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ま
ず
、
こ
の
証
明
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

こ
の
証
明
の
前
提
と
し
て
、

カ
ン
ト
は
、
可
能
性
概
念
の
論
理
的
条
件
と
質
料
的
条
件
を
区
別
し
て
い
る

(〈
包
・
口
司
円
)
。
例
え
ば

「
四
角
い
三
角
形
」
と
い
う
概
念
は
内
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
「
四
角
い
」
と
「
三
角
形
」
と
い
う
概
念
は
、
互
い
に
自
己
矛
盾
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
己
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
可
能
性
の
論
理
的
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
四
角
い
」
と
ご
二
角

形
」
と
い
う
概
念
、

つ
ま
り
「
可
能
性
の
質
料
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
可
能
性
の
質
料
的
条
件
で
あ
る
。
「
四
角
い
」

と
「
三
角
形
」
と
い
う
概
念
が
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
二
つ
の
概
念
を
比
較
し
、
自
己
矛
盾
を
含
ん
で
い
る

か
否
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
区
別
に
依
拠
し
て
、

カ
ン
ト
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
証
明
を
行
っ
て
い
る
。
「
可
能
性
の
質
料
」
は
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

い
か
な
る
可
能
な
も
の
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
明
ら
か
に
事
実
に
反
す
る



か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
可
能
性
の
質
料
」
の
根
拠
と
な
る
存
在
者
が
現
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
「
そ
の
廃
棄
な
い

し
否
定
が
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
〔
H
可
能
性
の
質
料
〕
を
根
絶
す
る
も
の
は
、
端
的
に
必
然
的
で
あ
る
」
(
ロ
∞
ω
)。
し
た
が
っ
て
、
「
可
能

性
の
質
料
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
必
然
的
存
在
者
、

つ
ま
り
神
が
現
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
証
明
は
、
批
判
期
の
カ

ン
ト
が
多
用
し
た
「
不
可
欠
性
論
証
」
の

一
種
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
証
明
は
、

「証
明
根
拠
」

の
自
然
神
学
の
改
善
案
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

カ
/ 

ト
が
こ
の
証
明
を
用
い
て
自
然
神
学
者
の
理
論
的
前
提
を
覆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、

カ
ン
ト
は
、
自
然
神
学
者
の
議
論
が
ど
の

よ
う
な
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
は
同
書
第
二
部
第
五
考
察
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「

自
然
設
備
が
有
用
で
あ
る
や
い
な
や
、
総
じ
て
、

こ
の
設
備
は
、
直
接
的
に
神
的
意
志
の
意
図
に
基
づ
い
て
か
、
あ
る
い
は
や
は

14-

り
特
別
に
技
術
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
自
然
の
秩
序
を
通
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
最
も
普
遍
的
な
諸
法
則
に
適
合
し
た

自
然
の
諸
帰
結
が
そ
の
よ
う
な
調
和
へ
と
は
帰
着
し
え
な
い
、
と
い
う
考
え
に
固
執
し
て
い
る
か
ら
か
、
あ
る
い
は
仮
に
も
こ
れ
ら

の
普
遍
的
諸
法
則
が
そ
の
よ
う
な
調
和
と
い
う
帰
結
を
持
つ
と
認
め
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
世
界
の
完
全
性
を
盲
目
的
偶
然
性

に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
神
的
創
造
者
を
き
わ
め
て
誤
解
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
(
口

己
C
)
。

ま
ず
、
自
然
神
学
者
と
カ
ン
ト
双
方
の
議
論
の
前
提
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の
前
提
と
は
、
「
世
界
に
お
い
て
合
目
的
性
が
な
い
」

と
い
う
選
択
肢
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
的
事
実
に
反
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
目
的
は
、

現
に
成
り
立
っ
て
い
る
自
然
の
合
目
的
性
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。



さ
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
自
然
神
学
者
が
「
介
入
テ
1
ゼ
」
を
支
持
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

彼
ら
が
避
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
「
自
然
の
合
目
的
性
は
、
物
質
の
力
と
自
然
法
則
だ
け
か
ら
、
そ
れ
以
外
に
何
の
理
由
も
根
拠
も
な
く

と
も
、
成
り
立
つ
」
と
い
う
「
盲
目
的
偶
然
性
テ
1
ゼ
」
で
あ
る
。
こ
の
テ
l
ゼ
に
依
拠
し
た
場
合
、
自
然
の
合
目
的
性
が
成
り
立
っ
た

め
に
、
神
が
全
く
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
然
に
お
い
て
、
神
が
全
く
関
与
し
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
神
の
全
知
全
能
と
い
う
性
格
に
反
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
こ
の
不
合
理
な
帰
結
を
避
け
る
た
め
に
、
彼
ら
に
は

「
介
入
テ
ー
ゼ
」
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
然
神
学
者
は
「
盲
目
的
偶
然
性
テ
ー
ゼ
」
と
「
介
入
テ
ー
ゼ」

の
二
者
択
一
に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
評
価
で
あ
る
。

ご

-
f

、

ナ
ム
A
H
M

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
者
択
一
の
原
因
は
、
自
然
神
学
者
が
「
物
の
内
的
可
能
性
が
神
か
ら
独
立
し
て
い
る
」
と
い
う
前

提
を
支
持
し
て
い
た
点
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
は
、
「
仮
に
私
が
自
然
の
事
物
に
つ
い
て
、
普
通
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

の
内
的
可
能
性
が
そ
れ
自
身
独
立
的
で

い
か
な
る
外
的
根
拠
も
持
た
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、

い
く
ら
か
の
完
全
性
を
伴
っ
た
世
界
が
、

F
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多
く
の
超
自
然
的
な
作
用
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
予
想
外
だ
と
は
全
く
思
わ
な
い
だ
ろ
う
」
(
ロ

=N)と
い

う
記
述
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
物
の
内
的
可
能
性
が
神
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
自
然
神
学
者
と
は
異
な
る
前
提

に
立
て
ば
、
「
盲
目
的
偶
然
性
テ
l
ゼ
」
と
も
「
介
入
テ
l
ゼ
」
と
も
異
な
る
第
三
の
道
、

つ
ま
り
「
不
介
入
テ
ー
ゼ
」
に
よ
る
自
然
の

合
目
的
性
の
説
明
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
第
三
一
の
道
を
樹
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
の
戦
略
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
を
基
礎
づ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
知
る
た

め
に
は
、

一
七
五
五
年
に
書
か
れ
た

『一

般
自
然
史
と
天
界
の
理
論
』
(
以
下
、

『一

般
自
然
史
』
)
の
議
論
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

同
書
で
、

カ
ン
ト
は
、
物
質
に
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
引
力
と
斥
力
が
本
質
的
に
内
在
し
て
い
る
、
と
い
う
立
場
を
取
る
。
そ
し
て
、
こ
の

二
つ
の
力
に
基
づ
い
て
、
合
目
的
性
を
備
え
た
宇
宙
の
生
成
過
程
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
世
界
を

最
も
単
純
な
混
沌
へ
と
移
し
替
え
た
後
に
、
私
は
引
力
と
斥
力
以
外
の
い
か
な
る
力
も
自
然
の
偉
大
な
る
秩
序
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
は



用
い
な
か
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
力
は
双
方
と
も
等
し
く
確
実
で
、
等
し
く
単
純
で
あ
り
な
が
ら
、
等
し
く
根
源
的
で
普
遍
的
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
力
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
哲
学
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
」
(
同
お
品
)
と
述
べ
て
い
る
。
さ
て
、

『証
明
根
拠
」
第
二
部
第
七
考
察
「
字

宙
生
成
論
」
で
、

カ
ン
ト
は
、

『一

般
自
然
史
」

の
宇
宙
生
成
論
の
梗
概
を
自
ら
の
自
然
神
学
の
改
善
案
の
実
践
事
例
と
し
て
提
示
し
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
『
証
明
根
拠
」
の
物
質
観
は
、
基
本
的
に

『一

般
自
然
史
」
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
場
合
、
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
は
、
物
質
の
力
と
自
然
法
則
に
基
づ
く
自
然
の
進
行
そ
の
も
の
の
可
能
性

が
神
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
一

般
自
然
史
」
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
引
力
と
斥
力
は
物
質
の
本
質
で

あ
る
。
し
か
る
に
、
本
質
と
は
、
あ
る
物
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
不
可
欠
な
規
定
で
あ
る
以
上
、
物
質
の
本
質
も
、
物
質
の
「
可
能
性
の

質
料
」
の
一
部
を
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
引
力
と
斥
力
も
、
物
質
の
「
可
能
性
の
質
料
」
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
神
に
依
存
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
引
力
と
斥
力
の
帰
結
で
あ
る
自
然
の
進
行
の
可
能
性
も
、
神
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
引
力
と
斥
力
に
基
づ
く
自
然
の
進
行
が
、
神
意
に
か
な
っ
て
い
る
と
ど
う
し
て
三早
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
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が
、
神
の
本
質
と
意
志
が
調
和
し
て
い
る
と
い
う
テ
l
ゼ

(以
下
、
「
調
和
テ
l
ゼ」
)
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「証
明
根
拠
』

第
一
部
の
結
論
部
に
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

つ
ま
り
神
の
本
質
は
、
神
の
意
志
と
最

大
の
調
和
の
う
ち
に
あ
る
だ
ろ
う
。
両
者
は
、
神
が
自
ら
の
意
志
に
よ

っ
て
内
的
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
か
の
よ
う
に
調
和
し
て
い

「意
志
は
常
に
事
象
そ
の
も
の
の
内
的
可
能
性
を
前
提
す
る
の
だ
か
ら
、

可
能
性
の
根
拠
、

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
が
調
和
し
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
質
と
の
聞
に
根
拠
と
い
う
関
係
を
持
つ
ま
さ
に
同
一

の
無
限
の
創
造
主
が
、
同
時
に
最
高
の
欲
求
が
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
最
大
の
帰
結
に
対
す
る
関
係
を
持
つ
か
ら
で
あ
り
、
後

者
の
関
係
は
前
者
の
関
係
を
前
提
に
し
た
場
合
に
の
み
実
り
あ
る
も
の
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
的
自
然
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
諸
物
そ
の
も
の
の
可
能
性
は
、
神
の
偉
大
な
る
欲
求
と
調
和
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
口
記
)
。



カ
ン
ト
は
こ
の
箇
所
で
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
神
の
本
質
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
性

格
に
他
な
ら
な
い
。『
証
明
根
拠
」
第
二
部
第
八
考
察
で
、

カ
ン
ト
は
、
こ
の
性
格
を
神
の
「
完
全
充
足
性

(E-mgzm白白
B
Z
X
)」
(口

H
E
)
と
定
式
化
し
て
い
る
。
さ
て
、
神
の
本
質
は
神
の
意
志
と
調
和
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
本
質
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
他
の

あ
ら
ゆ
る
可
能
性
か
ら
は
、
神
の
意
に
反
し
た
帰
結
は
生
じ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
調
和
テ
ー
ゼ
」
に
基
づ
く
議
論
に
よ

っ
て、

カ
ン
ト
は
、
神
自
身
か
ら
発
現
し
た
「
延
長
し
て
い
る
」
、
「
引
力
と
斥
力
を
持
つ
」
と
い
っ
た
物
質
の
本
質
か
ら
、

神
の
意
志
に
反
す
る

こ
と
が
帰
結
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
カ
ン
ト
が
、
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
が
有
効
で
あ
れ
ば
、
「
自

然
が
必
然
的
諸
法
則
に
し
た
が

っ
て
働
く
と
こ
ろ
で
は
、
直
接
の
神
の
修
正
が
介
入
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
諸
帰
結
が
自
然
の
秩
序

に
し
た
が

っ
て
必
然
的
で
あ
る
限
り
で
、
最
も
普
遍
的
な
諸
法
則
に
し
た
が

っ
て
さ
え
も
、
神
の
意
に
反
す
る
こ
と
は
決
し
て
起
こ
り
え

な
い
か
ら
で
あ
る
」

(口
=
。
)
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
は
、
以
上
の
議
論
そ
の
も
の
を
新
た
な
自
然
神
学
的
証
明
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
『
証
明
根
拠
』

第
二
部
第
五
考
察
に
お
い
て
、
従
来
の
自
然
神
学
的
証
明
に
加
え
、
「
自
然
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
必
然
的
統
こ
(
口
=
。
)
に
依
拠
し

さ
ら
に
、

n
i
 

'
E
A
 

た
自
然
神
学
的
証
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
必
然
的
統
こ
と
は
、
物
質
に

内
在
す
る
引
力
と
斥
力
と
い
う
唯

一
の
原
因
が
、
合
目
的
性
を
備
え
た
無
数
の
事
物
を
生
み
出
す
事
態
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て、

カ
ン
ト
の
自
然
神
学
的
証
明
は
、
以
下
の
よ
う
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
a.
合
目
的
性
を
備
え
た
事
物
が
現
に
存
在
す
る
、

b
.

こ
の
事
物
は
、
物
質
に
備
わ
っ
て
い
る
引
力
と
斥
力
か
ら
帰
結
す
る
、

c.
し
か
る
に
、
「
調
和
テ
l
ゼ
」
に
基
づ
き
、
物
質
の
力
だ
け

か
ら
合
目
的
性
が
成
り
立
つ
の
は
、
物
質
の
力
の
可
能
性
が
神
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、

d
.
し
た
が

っ
て
、
合
目

的
性
を
備
え
た
事
物
が
存
在
す
る
以
上
、
神
は
現
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

性
に
基
づ
く
証
明
」
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
自
然
神
学
的
証
明
は
、
「
可
能

以
上
の
こ
と
か
ら
、

「証
明
根
拠
』
に
お
け
る
自
然
神
学
批
判
の
改
善
案
の
特
色
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、



「
盲
目
的
偶
然
性
テ
l
ゼ
」
に
基
づ
く
徹
底
的
な
機
械
論
的
自
然
観
の
問
題
点
を
自
覚
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
限
れ
ば
、
カ
ン
ト
と
自
然

神
学
者
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
彼
は
「
介
入
テ
1
ゼ
」
を
支
持
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
が
目

指
し
た
の
は
、
機
械
論
的
自
然
観
を
可
能
に
す
る
道
具
立
て
、

つ
ま
り
、
物
質
と
自
然
法
則
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
神
に
依
存
さ
せ
る
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
の
自
然
に
対
す
る
根
源
的
関
与
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
機
械
論
的
自
然
観
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
、

す1
;/ 

ト
の
自
然
神
学
者
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
「
批
判
」
に
お
い
て
も
、

カ
ン
ト
は
こ
の
改
善
案
を
保
持
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。『
証
明
根
拠
』
と
は
異
な
り
、
『
批
判
」

で
は
、
理
論
的
な
神
の
存
在
証
明
は
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
。
と
な
る
と
、
「
証
明
根
拠
』
の
改
善
案
は
、

『批
判
」

い
よ
う
に
見
え
る
。
新
た
な
自
然
神
学
的
証
明
と
そ
の
理
論
的
支
え
で
あ
る
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
も
ま
た
、
理
論
的
な
神
の
存
在

で
は
維
持
さ
れ
え
な

証
明
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、

『批
判
」
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
が

『証
明
根
拠
」

の
議
論
を
ど
の
よ
う
に
発
展

さ
せ
て
い
っ
た
の
か
を
示
そ
う
。
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四

神
の
理
論
的
な
存
在
証
明
か
ら
理
念
の
統
制
的
使
用
へ

ー

『批
判
』
に
お
け
る
自
然
神
学
批
判
の
位
置
づ
け
|

前
節
で
見
た
よ
う
に
、

『証
明
根
拠
』

の
自
然
神
学
の
改
善
案
の
核
心
は
、

「可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
と
「
調
和
テ
l
ゼ
」
に
よ
っ
て
、

「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
の
可
能
性
を
根
拠
づ
け
た
点
に
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
改
善
案
の
大
枠
は

「批
判
」
で
も
維
持
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
理
論
的
な
神
の
存
在
証
明
を
許
容
し
な
い

『批
判
』
に
お
い
て
、
こ
の
改
善
案
は
ど
の
よ
う
な
変
容
を
こ
う
む
ら
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
重
要
な
の
は
、

『批
判
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
「
物
の
可
能
性
は
神
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
テ
l
ゼ

(以
下
、
「
可

能
性
テ
l
ゼ」
)
を
完
全
に
は
放
棄
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
「
純
粋
理
性
の
理
想
」
第
二
章
「
超
越
論
的
理
想



(
超
越
論
的
原
型
)
に
つ
い
て
」
(
回
g
c・2
H、
以
下

「
理
想
章
」
)
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
が
こ
の
テ
l
ゼ
を
集
中
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
以
下
の
箇
所
は
、

『批
判
」
に
お
け
る
「
可
能
性
テ

l
ゼ
」
の
位
置
づ
け
を
知
る
た
め
に
は
き
わ
め

て
重
要
で
あ
る
。

「
理
性
が
、
こ
の
自
ら
の
意
図
、
つ
ま
り
、
単
に
諸
物
の
必
然
的
な
汎
通
的
規
定
を
表
象
す
る
と
い
う
意
図
の
た
め
に
前
提
す
る
の

は
、
理
想
に
か
な
っ
た
そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
現
存
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
理
念
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

れ
は
汎
通
的
規
定
の
無
条
件
的
全
体
性
か
ら
条
件
づ
け
ら
れ
た
全
体
性
、

つ
ま
り
制
限
さ
れ
た
事
物
の
全
体
性
を
導
出
す
る
た
め
で

あ
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
想
は
、
理
性
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
諸
物
の
原
像
(
原
型
)

で
あ
っ

て
、
欠
如
の
あ
る
模
写
(
模
倣
)
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
諸
物
は
、
自
ら
の
可
能
性
の
た
め
の
質
料
を
こ
の
原
型
か
ら
取
っ
て
く
る
。

諸
物
は
、
理
想
に
多
か
れ
少
な
か
れ
近
づ
い
て
い
く
が
、
そ
れ
で
も
理
想
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
」
(
∞
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。。ω同
)
。

こ
の
引
用
文
で
は
、
「
可
能
性
テ
ー
ゼ
」
が
以
下
の
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
有
限
な
思
惟
対
象
は
、
否
定
的
な
規
定
H

否
定
性

と
肯
定
的
な
規
定
H

実
在
性
を
含
む
全
体
で
あ
る
。
さ
て
、
あ
ら
ゆ
る
否
定
性
は
実
在
性
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
有
限
な
思

惟
対
象
に
含
ま
れ
る
実
在
性
も
、
神
に
含
ま
れ
る
よ
り
高
い
度
合
い
の
実
在
性
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
限
な
思
惟
対
象
に
含
ま

れ
る
否
定
性
と
実
在
性
の
双
方
は
、
全
て
の
実
在
性
を
最
も
高
い
度
合
い
で
保
持
し
て
い
る
神
に
由
来
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
形
の
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
は
、
『
証
明
根
拠
」

の
も
の
と
は
異
な
る
。
「
証
明
根
拠
」
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に

思
惟
対
象
に
含
ま
れ
る
個
別
の
「
可
能
性
の
質
料
」
と
神
と
の
聞
の
制
約
l
被
制
約
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
引
用

文
で
は
、
汎
通
的
に
規
定
さ
れ
た
思
考
対
象
そ
の
も
の
と
神
と
の
聞
の
制
約
被
制
約
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の



点
は
、
こ
の
引
用
文
で
、
有
限
な
思
惟
対
象
が
「
制
限
さ
れ
た
事
物
の
全
体
性
」
、
神
が
「
汎
通
的
規
定
の
無
条
件
的
全
体
性
」
と
特
徴

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「証
明
根
拠
」
に
お
け
る
「
可
能
性
テ
ー
ゼ
」
と
こ
の
引
用
文
で
の

「
可
能
性
テ
1
ゼ
」
は
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
も
物
の
「
可
能
性
の
質
料
」
と
そ
の

可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
神
を
結
び
つ
け
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
物
の
可
能
性
の
質
料
が
神
に
依
存
し
て
い
る
」

と
い
う
考
え
そ
の
も
の
は
、
『
批
判
」
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

で
は
、

「証
明
根
拠
」
と
『
批
判
」
と
の
聞
の
最
も
重
要
な
相
違
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
を
神
の
存
在

証
明
か
ら
理
念
の
統
制
的
使
用
に
か
か
わ
る
主
張
に
変
換
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
引
用
文
の
前
半
部
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

『批
判
」
に

お
け
る
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
は
神
の
現
存
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
後
続
す
る
議
論
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
が
、
「
こ

う
し
た
全
て
の
こ
と
〔
H

神
が
有
限
な
事
物
の
根
源
で
あ
る
こ
と
〕
は
、
あ
る
現
実
的
な
対
象
の
他
の
諸
物
に
対
す
る
客
観
的
関
係
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
理
念
の
諸
概
念
に
対
す
る
関
係
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
か
く
も
際
立
っ
た
利
点
を
持

一20一

つ
存
在
者
〔
H
神
〕
の
現
存
に
関
し
て
我
々
を
全
面
的
に
未
知
の
ま
ま
に
す
る
の
で
あ
る
」

a
S
3
と
述
べ
て
い
る
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
る
。
そ
れ
で
も
、
思
惟
対
象
に
お
け
る
「
可
能
性
の
質
料
」
が
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
神

を
想
定
し
、
探
求
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
必
然
的
な
要
求
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
可
能
性
テ
ー
ゼ
」
を
神
の
存
在
証
明
か

よら
つ切
てり
も離
指 し
摘た
さ 占
れ に
て 、
エミ “~首

h話
根
拠

と

「批
判
」
と
の
聞
の
相
違
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
ウ
ッ
ド
や
ス
タ
ン
グ
に

さ
て
、
こ
う
し
た
「
可
能
性
テ
1
ゼ
」
の
位
置
づ
け
の
変
化
に
着
目
す
る
こ
と
は
、

「批
判
』
「
付
録
」
の
自
然
神
学
批
判
の
特
色
を
理

解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
付
録
」
の
以
下
の
記
述
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

「
理
性
概
念
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
こ
の
最
高
の
形
式
的
統
一
は
、
諸
物
の
目
的
論
的
統

一
で
あ
り
、
理
性
の
思
弁
的
関
心
は
、
世



界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
設
備
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
最
高
の
理
性
の
意
図
か
ら
生
じ
た
か
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
を
必
然
的
に
す

る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
、
経
験
の
領
野
に
適
用
さ
れ
た
我
々
の
理
性
に
対
し
て
、
世
界
の
諸
物
を
目
的
論
的
諸
法

則
に
し
た
が

っ
て
連
結
し
、
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
諸
物
の
最
高
の
体
系
的
統

一
に
到
達
す
る
、
と
い
う
全
く
新
た
な
展
望
を
与
え
る

か
ら
で
あ
る
」

(回
己
点
・)。

こ
の
箇
所
で
は
、
自
然
神
学
者
と
同
様
、

カ
ン
ト
が
事
物
の
合
目
的
性
を
神
の
意
志
の
直
接
の
産
物
と
み
な
す

「介
入
テ
l
ゼ
」
を
支
持

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
に
続
く
約
十
ペ
ー
ジ
で
カ
ン
ト
が

「介
入
テ
ー
ゼ
」
を
徹
底
的
に
批
判

し
て
い
る
以
上
、
こ
の
箇
所
は
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
箇
所
で
、

カ
ン
ト
は
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
を

支
持
し
、
物
質
に
内
在
す
る
力
と
自
然
法
則
に
よ

っ
て
生
じ
た
事
物
の
性
状
が
、
合
目
的
性
を
持
ち
、
神
の
意
志
に
調
和
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
み
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
批
判
』
に
お
い
て
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
は
理
念

'
E
A
 

n
F
U
 

の
統
制
的
使
用
に
関
す
る
主
張
と
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

「批
判
』
「
付
録
」
に
お
い
て
も
、

カ
ン
ト
は
、

『証
明
根
拠
』
と
ほ
ぼ
同
じ
戦
略
で
自
然
神
学
を
批
判
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
確
か
に
、

「批
判
』
「
付
録
」
で
は
、
「
可
能
性
テ
ー
ゼ
」
に
関
す
る
直
接
の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
前
節
で
見
た
よ
う

に
、
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
は
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
を
展
開
す
る
た
め
の
必
然
的
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
統
制
的
原
理
と
し
て
の

「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
は
、
少
な
く
と
も
統
制
的
原
理
と
し
て
の
「
可
能
性
テ
ー
ゼ
」
を
前
提
し
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
に
基
づ
い
て
「
不
介
入
テ
1
ゼ
」
を
基
礎
づ
け
て
い
る
点
に
、
両
著
作
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
両
著
作
の
自
然
神
学
批
判
の
問
に
は
大
き
な
相
違
点
も
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、

『証
明
根
拠
』
に
お
い
て
、

「不
介

入
テ
1
ゼ
」
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
と
い
う
不
動
の
前
提
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
探
求
を

始
め
る
前
に
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
の
妥
当
性
も
確
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「証
明
根
拠
」
の
枠
組
み
で
は
、
自
然
探
求



は
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
を
経
験
レ
ベ
ル
か
ら
再
検
証
す
る
営
み
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
、

「批
判
」
に
お
い

て
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
は
、
自
然
探
求
に
動
機
と
方
向
づ
け
を
与
え
な
が
ら
も
、
そ
の
真
偽
に
関
し
て
は
永
久
に
決
定
さ
れ
え
な
い
、

と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
不
介
入
テ
l
ゼ
」
を
理
念
の
統
制
的
使
用
に
関
す
る
テ
l
ゼ
と
し
て
仕
立
て
直
し

た
点
こ
そ
が
、

『批
判
』
の
自
然
神
学
批
判
の
独
自
性
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、

『批
判
」
の
自
然
神
学
批
判
と

『
証
明
根
拠
」
の
自
然
神
学
批
判
と
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
連
続
性
と
断
絶
が
あ
る
か
を
明

ら
か
に
し
た
。
「証
明
根
拠
』
か
ら

一
貫
し
て
、

カ
ン
ト
は
、
自
然
神
学
者
の
「
介
入
テ

l
ゼ
」
に
自
ら
の
「
不
介
入
テ
1
ゼ
」
を
対
置

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
神
学
者
を
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
証
明
根
拠
』
に
お
い
て
理
論
的
確
実
性
を
持
っ
て
い
た
「
不
介
入

-22-

テ
ー
ゼ
」
は
、

『批
判
」
に
お
い
て
は
理
念
の
統
制
的
使
用
に
関
す
る
主
張
と
な
る
。
こ
の
変
化
の
背
景
に
は
、

『証
明
根
拠
」
に
お
い
て

最
も
確
実
と
さ
れ
て
い
た

「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
か
ら
の
離
反
が
、

よ
り

一
般
的
に
は
言
え
ば
、
神
を
哲
学
の
始
点
と
み
な
す
当
時

の
形
而
上
学
か
ら
の
離
反
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
批
判
」
に
お
け
る
自
然
神
学
批
判
、
と
り
わ
け
「
怠
惰
な
理
性
」
と
「
転
倒

し
た
理
性
」
を
め
ぐ
る
箇
所
は
、
『
証
明
根
拠
」

の
自
然
神
学
批
判
を
批
判
哲
学
の
見
地
か
ら
展
開
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

※
カ
ン
卜
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
か
ら
行
う
。
そ
の
際
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
算
用

数
字
で
一
示
す
。
た
だ
し
、

『純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
、
第
二
版
を

B
と
し
、
頁
数
を
算
用
数
字
で
示
す
。
な
お
、
原
文
の
ゲ
シ
ユ
ベ
ル
ト
は
傍
点
で

示
し
た
。
また、

〔
〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。



(l
)
そ
の
例
と
し
て
は
、

∞
円
E
g
z
n
r
巾
「・
』・・

9.向
。
ミ
ミ
可
。
~
c
h忠

弘
な

さ
込
ミ
町
九月
ど
ミ
尚
昆
ミ
・
。
巾
の
『
巳
三
市
『・
5
8
の

一
O
七
l

一三一
五
頁
と
H
，
Z

5
・
周回・

C
0
2
・
門
芯
町内、hHEリ』fHhwHhNミ
、
同町ミ
室
内定
h
s
h
hmh
S
さ
な
h
N
h
円』町
内W
N
b
z
b
ミ
-M
2
3内向、同町
』'同町』
3
M吋
S
N
ミ
、
S
S
之
町民
同町
営
誌
、
岳
民
円
。
旬。
b
b
な
F
h
h
』
f
S
N
Hh遣
問
、
t

一
一

四
三
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
研
究
は
、

「証
明

包
含
ミ
ミ
司
令
、
肉
、
民
H
H
』
号
、
ミ
ミ
S
F、喝
さ
R
A
F
F
o
g
g
白
コ
ロ
'
E
♀

N
FDG同
・
呂
志
の

二

根
拠
』
に
関
す
る
古
典
的
か
つ
重
要
な
研
究
で
は
あ
る
が
、

『批
判
」
の
議
論
に
関
す
る
分
析
は
ほ
ぼ
な
い
。

(
2
)
例
え
ば
、
テ
ラ
ム
の
主
著

『自
然
神
学
、
す
な
わ
ち
創
造
の
御
業
に
基
づ
く
神
の
現
存
と
属
性
の
論
証
屯
を
た
8
・
同
Jb
S
E
q・
0
、
h
U
3
8
5
~
ミ
さ
昌

也
¥
忌
内
切
叉
認
-
室
内
同
み
~
ミ
窓
言
。
¥
。
。
件
、
。
道
恩
師
早
雲
、
宮
ミ
.n
-3
h
q
E
W同)
」
(
一
七
一
一
一
一
)
は
、
主
】
苫
-
g
E
↓
2
2
一O
同
可
の
実
例
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
。
な
お
、
同
書
の
内
容
を
知
る
た
め
に
は
、
以
下
の
論
文
が
有
益
で
あ
る
。
門
井
昭
夫
、
「
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
デ
ラ
ム
の

『自
然
神
学
亡
、

「健
康
科
学
大

学
紀
要
』
、
六
号
、
健
康
科
学
大
学
、
二
O
一
O
年
、
四
=一

五
回
頁。

(3)
例
え
ば
、
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
自
然
神
学
を
存
在
論
、
世
界
論
、
心
理
学
と
と
も
に
、
形
而
上
学
に
数
え
入
れ
て
い
る
。
そ
の
内
実
は
、
先
行
す
る

三
つ
の
部
門
で
得
ら
れ
た
概
念
を
材
料
に
し
て
、
数
学
的
方
法
に
即
し
て
、
神
の
現
存
と
属
性
を
明
ら
か
に
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
神
学
で
あ
る
。

∞--印品同・

q
J
 

q
4
 

(
4
)
〈
四
戸
∞
白
E-
C
-
∞
--R岳
、
え
宮
昌
弘
、
同
町
、サミ
hh
諸島
町b
c
。
ロ
~
。
。
え
な
九vh臣、時
H.柏
町
史
司
位
。
。
ミ
ご
た臣
、s
.h
ミ
ミ
h
t
b
3
Ah詰
切
円』官、
J
H
吋問、
同
h
R
W
H
H
F
O
巾
c
g
v、円巾『--甲山山C・

(5
)
一
ア
イ
ス
は
、
こ
の
議
論
を
ヴ
ォ
ル
フ
の
物
体
論
と
自
然
神
学
と
の
対
決
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
と
は
異
な
り
、
ヴ
ォ
ル
フ

は
、
物
体
に
内
在
す
る
現
実
的
な
力
は
、
物
体
の
本
質
で
は
な
く
掠
態
で
し
か
な
い
と
主
張
し
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
点
を
論
拠
に
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、

自
然
の
合
目
的
性
が
偶
然
的
で
あ
り
、
神
の
介
入
な
し
に
は
帰
結
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
〈同一
・
↓
Z
F
F
}ハ
B
Z
『
「
C
Z
三
百
D
一D同一巾

E
E
F
5
F
N
-
S
Z口
問

g

NE
「
者
c
-
R
印
門
F
2
2
一
-
08
喜一
戸
虫
印
円
Z
F
Z
己

E
3
2
5
5
「
・

ζ
・
(
F
a
E-
む
な
C
ミ
な
も
白
h
t
a
円
同
町、
、
E
E
S
E
K
町
、
遺
・

達司、同宮
内こ門司、同町旬、国
巾E

2
-
NO---∞

ωω
円
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
自
然
神
学
批
判
と
ヴ
オ
ル
フ
哲
学
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

た
だ
本
稿
で
は
、
こ
の
課
題
に
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

(6
)
「証
明
根
拠
」
で
、
カ
ン
ト
は
、
多
く
の
事
象
が
一
つ
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
、

こ
れ
ら
の
事
象
間
に
は
必
然
的
統

一
が
あ
る
と
主
張
し
て
い

る

(
〈同一・口

g
R
)。
そ
の
例
と
し
て
、
彼
は
、
地
球
が
球
形
で
あ
る
こ
と
、
地
球
が
遠
心
力
に
対
抗
し
て
物
体
を
押
し
戻
す
こ
と
、
月
が
回
転
す
る
こ
と

と
い
っ
た
多
く
の
事
象
が
、
重
力
と
い
う

一つ

の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。



(7
)
と
は
い
え
、

『証
明
根
拠
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
旧
来
の
自
然
神
学
的
証
明
を
不
可
能
だ
と
み
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
『証
明
根

拠
』
第
三
部
第
四
節
に
お
い
て
、
彼
が
「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
を
「
存
在
論
的
証
明
」
、
自
然
神
学
的
証
明
を
「
宇
宙
論
的
証
明
」
と
名
付
け
た
上
で
、

「
論
理
的
な
正
確
さ
と
完
壁
さ
が
重
要
で
あ
る
場
合
、
存
在
論
的
証
明
〔
H

「
可
能
性
に
基
づ
く
証
明
」
〕
に
優
位
を
認
め
る
べ
き
だ
が
、
健
全
な
一
般
常

識
に
と
っ
て
の
わ
か
り
や
す
さ
、
印
象
の
鮮
明
さ
、
美
し
さ
と
人
間
本
性
の
道
徳
的
動
機
へ
訴
え
か
け
る
力
が
要
求
さ
れ
る
場
合
、
宇
宙
論
的
証
明
〔
H

「
自
然
神
学
的
証
明
」
〕
に
優
位
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
口
目
白
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
引
用
文
で
、
ヵ
ン

ト
が
旧
来
の
自
然
神
学
的
証
明
と
自
ら
の
自
然
神
学
的
証
明
の
ど
ち
ら
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
は
、
特
定
し
が
た
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
別
の
箇

所
で
、
カ
ン
ト
は
、
旧
来
の
自
然
神
学
的
証
明
の
正
し
さ
を
確
信
す
る
た
め
に
は
、
「
悟
性
の
通
常
の
概
念
で
十
分
で
あ
る
」

(口
口
町
)
の
に
対
し
、
自
ら

の
自
然
神
学
的
証
明
に
は
、

「哲
学
」

(何
U

P
)
、
し
か
も

「哲
学
の
中
で
も
高
次
の
も
の
」

(開
E.
)
が
要
求
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
占
…
を
理
由
に
、

ザ
ラ
は
、
こ
の
引
用
文
が
旧
来
の
自
然
神
学
的
証
明
の
み
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
〈問

F
E
E
-白
-
q
・
0
・・

ω・
5
ロ

筆
者
も
ザ

ラ
の
主
張
を
支
持
し
、
こ
の
引
用
文
で
カ
ン
ト
が
旧
来
の
自
然
神
学
的
証
明
の
メ
リ

ッ
ト
を
述
べ
て
い
る
と
解
釈
し
た
。

り、

「汎
通
的
規
定
に
基
づ
く
証
明
」
に
移
行
し
て
い
た
と
の
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
久
保
元
彦
「
現
存
在
の
根
拠
の
問
題
と
総

一24-

(8
)
久
保
は
、
カ
ン
ト
が

一
七
七

O
年
頃
に
は

『証
明
根
拠
」
タ
イ
プ
の
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
を
放
棄
し
、

『批
判
』
タ
イ
プ
の
「
可
能
性
テ
l
ゼ
」
、
つ
ま

合
判
断
」
、
日
本
哲
学
会

(編
)
、
『哲尚子
」

一
九
号
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
六
九
年
、

二
六
三

二

七
六
頁
、
と
り
わ
け
二
七
O

二
七
二
頁
を
参
照

の
こ
と
。
こ
の
久
保
の
見
解
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
、
久
保
は
、

「汎
通
的
規
定
に
基
づ
く
証

明
」
が
神
の
存
在
証
明
の
批
判
の
た
め
に
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
、
久
保
元
彦
「
神
の
現
存
在
の
存
在
論
的
証
明
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
に
つ
い

て」、

『カ
ン
ト
研
究
』
、
創
文
社
、

一
九
八
七
年
、

三
五

一
l

四
二
O
頁
で
よ
り
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

(9
)
者

g
門戸〉
・4

司
s
h
q
ミ
ぱ
河島町
S
昌
ミ
吋
含
ミ
q
h
L
F
(い
O
門口巾
=
d
D
2巾「印】門司司

B
a--申吋
∞
・
司
司
・
コ
・
芯
で
、
ウ

ッ
ド
は
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
可
能

性
に
基
づ
く
証
明
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
タ
ン
グ
は
、
超
越
論
的
理
想
に
関
す
る
議
論
を

「
『証
明
根
拠
」
に
端
を
発

す
る
議
論
を
カ
ン
ト
が
批
判
哲
学
の
用
語
で
再
構
成
し
た
も
の
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
日
吉
岡
-Z-
匂
-

h

門
司
詰
号
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
a
b
h旬
N
E
C
H同
C
E
C
ロ
E
R
-

印

-
3『
司
『
目
的
∞

-
N
O
-

∞-H
U

・
N

由。



(
謝
辞
と
付
記
)

平
成

一
八
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
ま
で
の
ほ
ぼ
九
年
問
、
若
干
の
空
白
期
間
を
除
き
、
筆
者
は
新
田
孝
彦
先
生
の

「純
粋
理
性
批

判
』
演
習
に
参
加
し
続
け
て
き
た
。
ド
イ
ツ
語
テ
キ
ス
ト
を
現
行
の
英
訳
や
邦
訳
、
文
法
書
を
参
照
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
読
み
進
め
る
標

準
的
な
訳
読
演
習
で
あ
っ
た
が
、

テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
関
し
て
も
自
由
閑
達
に
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
演
習
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は

研
究
の
た
め
の
基
礎
体
力
を
鍛
え
る
場
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
新
た
な
論
文
の
テ
1
マ
を
発
見
す
る
た
め
の
場
で
も
あ

っ
た
。
本
稿
の
構

想
も
、
「
純
粋
理
性
の
理
想
」
を
扱

っ
た
平
成
二
六
年
度
の
演
習
で
の
議
論
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
田
先
生
に
は
こ
れ
ま

で
様
々
な
場
面
で
お
世
話
に
な
り
続
け
て
き
た
が
、
こ
の
場
で
は
、
と
り
わ
け
演
習
の
場
で
受
け
た
学
思
に
関
し
て
、
改
め
て
お
礼
申
し

上
げ
た
い
。

ま
た
、
筆
者
は
、
平
成
二
七
年
度
か
ら
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
同
)
と
し
て
上
智
大
学
の
大
橋
容

一
郎
先
生
の
下
で
研
究
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
た
。
先
生
と
は
、
平
成
二
七
年
度
前
期
の

『形
而
上
学
講
義
円
』
演
習
や
先
生
の
研
究
室
で
カ
ン
ト
哲
学
の
様
々
な
テ
l

F

、U
9
“
 

マ
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
生
と
の
議
論
も
本
稿
を
執
筆
す
る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他

の
場
面
で
も
、
大
橋
先
生
は
筆
者
の
研
究
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
続
け
て
く
だ
さ

っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
大
橋
先
生
に
も
改
め
て
お
礼
申

し
上
げ
た
い
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
二
七
年
度

1
二
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(特
別
研
究
員
奨
励
費

課
題
番
号

5
ヨ
8
5
)
に
よ
る
研
究
成

果
の

一
部
で
あ
る
。


