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う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
教
の
文
脈
に
お
い
て
、「
宗
教
と
科
学
」
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ

る
テ
ー
マ
で
す
が
、
な
か
な
か
問
い
が
深
ま
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
を
抱
え
て
い
ま
す
。
本
日
は
ま
ず
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
自
然
哲

学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
後
半
に
お
い

て
は
、
い
よ
い
よ
脳
科
学
へ
議
論
は
進
め
ら
れ
ま
す
が
、
ポ
イ
ン
ト

は
、
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
接
点
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に

置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が
人
間
理
解
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
わ
た
く
し
自

身
ま
だ
十
分
に
納
得
で
き
る
結
論
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
間
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
う

本
日
い
た
だ
き
ま
し
た
テ
ー
マ
は
「
宗
教
と
科
学
」
と
い
う
も
の

で
す
が
、
与
え
ら
れ
ま
し
た
時
間
の
範
囲
内
で
、
わ
た
く
し
が
こ
の

五
年
ほ
ど
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
、「
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」

に
つ
い
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
副
題
に

「
人
間
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
と
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の

わ
た
く
し
の
話
は
「
人
間
理
解
」
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
話
が
進
む
に
つ
れ
て
、
人
間
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
く
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
考
察
を
進

め
る
予
定
で
す
。
話
は
、
前
半
と
後
半
に
わ
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を
設
定
い
た
し
ま
し
た
。
前
半
の

ポ
イ
ン
ト
は
、「
宗
教
と
科
学
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
深
め
る
に
は
ど

脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想

人
間
理
解
を
め
ぐ
っ
て

芦
名
定
道
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か
が
い
、
こ
れ
か
ら
私
自
身
が
進
め
る
研
究
の
方
向
性
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
、
お
願
い
い
た
し
ま

す
。ま

ず
、「
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
と
い
う
問
題
で
す
が
、

こ
れ
は
、
近
代
以
降
の
思
想
的
文
脈
の
中
に
、「
宗
教
と
科
学
」
と

い
う
問
題
の
最
近
の
具
体
的
展
開
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
啓
蒙
主
義
に
規
定
さ
れ
実
証
主
義
的
な
科
学

が
確
立
し
た
時
代
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
近
代
以
降
の
世
俗

世
界
に
生
き
る
人
類
に
と
っ
て
、
な
お
も
そ
の
存
在
意
味
を
有
し
て

い
る
の
か
、
現
代
世
界
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
、
な
ぜ
宗
教
を
取
り

上
げ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
直
面
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
世

紀
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
批
判
の
登
場
で
す
。現
代
に
お
い
て
、

脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の
積
極
的
な
関
連
づ
け
を
試
み
る
際

に
必
要
な
の
は
、
近
代
的
な
宗
教
批
判
が
引
き
起
こ
し
た
論
争
状
況

に
留
意
す
る
こ
と
、
特
に
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
進
化
論
論
争
を
教

訓
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
九
世
紀
の
進
化
論
論
争
は

不
毛
な
「
宗
教
と
科
学
の
対
立
図
式
」
を
生
み
出
し
、
そ
の
影
響
は

現
在
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。
宗
教
と
科
学
の
双
方
に
原
理
主
義
と
で

も
言
う
べ
き
議
論
が
発
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
を
迷
信
的
な
敵
対
者

（
形
而
上
学
的
な
悪
）
と
見
な
し
て
批
判
を
繰
り
返
し
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
科
学
と
宗
教
双
方
に
お
い
て
健
全
な
活
動
が
停
滞
す
る

と
い
う
事
態
が
生
じ
ま
し
た
。（
Ａ
・
Ｅ
・
マ
ク
グ
ラ
ス
、
Ｊ
・
Ｃ
・
マ

ク
グ
ラ
ス
『
神
は
妄
想
か
？
』
教
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
こ
う
し
た
不
毛

な
対
立
に
陥
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
を
論
じ

る
上
で
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。
な
お
、
科
学
と
の
対
立
は
キ
リ
ス

ト
教
に
お
い
て
特
に
顕
著
な
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
ほ
か
の
伝
統
的

な
諸
宗
教
も
基
本
的
に
同
じ
近
代
と
い
う
問
題
状
況
を
共
有
し
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
不
毛
な
「
宗
教
と
科
学
の
対
立
図
式
」
を
回
避
す
る
適
切

な
問
題
設
定
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
た
め

に
、
こ
こ
で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ヨ
ナ
ス
の
自
然
哲
学
的
思
索
を
参
照

す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
開
始
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

宗
教
と
科
学
の
対
立
図
式
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
と
文
化
と

の
関
係
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
宗
教
概
念
」
が
な
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営
み
と
対
立
関
係
に
陥
る
可
能
性
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
宗
教

と
科
学
の
対
立
図
式
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
他
方
、
宗
教
が
文
化
と
い
う
意
味
世
界
の
根
拠
づ

け
（
＝
意
味
根
拠
）
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
場

合
の
宗
教
は
、
文
化
へ
と
内
在
化
し
つ
つ
も
文
化
的
営
み
に
お
い
て

は
汲
み
尽
く
し
得
な
い
文
化
の
外
部（
超
越
あ
る
い
は
メ
タ
レ
ベ
ル
）

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
り
、
こ
の
場
合
に
宗
教
と

文
化
と
は
同
一
平
面
で
の
対
立
関
係
に
入
る
こ
と
は
原
理
的
に
あ
り

得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。こ
の
よ
う
に
議
論
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、

求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
文
化
の
深
み
の
次
元
と
し
て
存
在
し
つ

つ
も
文
化
へ
と
絶
え
ず
内
在
化
す
る
宗
教
を
、
文
化
の
平
面
内
に
お

い
て
科
学
と
積
極
的
に
あ
る
い
は
相
互
補
完
的
に
関
係
す
る
も
の
と

し
て
構
想
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
科
学

と
積
極
的
な
関
係
を
構
築
し
う
る
よ
う
な
宗
教
理
解
は
、
宗
教
と
科

学
と
の
接
点
と
し
て
の
人
間
存
在
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

と
な
る
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
適
切
な
自
然
哲
学
的
な
議
論
を
要
求

に
よ
り
も
必
要
で
あ
り
、
宗
教
に
関
わ
る
考
察
は
、
自
然
哲
学
的
議

論
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

ま
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
す
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

は
、
狭
義
と
広
義
と
い
う
仕
方
で
、
宗
教
概
念
を
二
重
に
捉
え
て

い
る
点
で
す
。（
芦
名
定
道
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
現
代
宗
教
論
』
北
樹
出
版
、

一
九
四
四
年
、
七
三
～
八
六
頁
）
狭
義
の
宗
教
と
は
、
制
度
化
さ
れ
た

宗
教
、
文
化
諸
領
域
と
並
存
す
る
宗
教
組
織
・
団
体
を
意
味
し
て
お

り
、
い
わ
ば
常
識
的
な
仕
方
で
そ
の
つ
ど
の
歴
史
的
状
況
で
共
有
さ

れ
た
宗
教
概
念
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
広

義
の
宗
教
と
は
、
文
化
（
人
間
の
意
味
行
為
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る

意
味
世
界
）
の
根
拠
付
け
機
能
と
し
て
の
「
宗
教
」
で
あ
り
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
が
し
ば
し
ば
「
深
み
の
次
元
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ

て
表
現
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
二
重
の
宗
教
概
念
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
宗
教
と
文
化
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
二
重
性
に
お
い
て
規

定
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
宗
教
が
狭
義
の
宗
教
と
し

て
現
実
化
す
る
場
合
に
、
そ
れ
は
文
化
の
一
部
、
文
化
的
一
領
域
と

し
て
現
象
し
、
そ
こ
に
宗
教
が
ほ
か
の
文
化
的
諸
領
域
や
文
化
的
な
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の
は
じ
ま
り
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
内
在
し
て
い
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
高
次
の
秩
序
に
進
む
生
成
が
操
舵
さ
れ
て
い
る
の
だ

（
ヨ
ナ
ス
、
二
〇
〇
九
年
、
五
九
頁
）。

現
代
科
学
が
も
た
ら
し
た
知
見
は
、
宇
宙
を
物
質
か
ら
有
機
体
・

生
命
を
経
て
精
神
的
な
存
在
が
生
成
す
る
生
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
記

述
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
す
が
、
ヨ
ナ
ス
は
、
こ
の
「
秘
密
に
み

ち
た
も
の
」、
新
し
い
も
の
へ
と
上
昇
す
る
自
己
超
越
的
な
過
程
を

理
解
す
る
に
は
、「
因
果
性
の
概
念
の
な
か
に
、
目
的
因
が
引
き
入

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
同
書
、
七
二
頁
）
と
考
え
ま
す
。
目
的
因

を
内
包
し
た
因
果
性
と
い
う
自
然
哲
学
構
想
に
お
い
て
、
ヨ
ナ
ス
は

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
プ
ロ
セ
ス
哲
学
に
接
近
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。

物
理
的
な
も
の
を
超
越
す
る
も
の
、
非
物
質
的
な
も
の
に
た
ど

り
つ
く
。
主
観
性
な
い
し
内
面
性
は
、
存
在
論
的
に
は
素
材
の

な
か
に
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
所
与
で
あ
る
…
…
、
主
観
性

が
生
の
領
域
に
、
有
機
体
の
領
域
に
相
即
し
て
登
場
し
て
き
た

こ
と
は
経
験
的
事
実
で
あ
る
（
同
書
、
六
五
頁
）。

す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
以
下
に
お
い
て
は
、ハ
ン
ス
・

ヨ
ナ
ス
の
宇
宙
生
成
論
か
ら
、
こ
の
自
然
哲
学
的
な
議
論
の
概
要
を

取
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ヨ
ナ
ス
は
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
神
』（
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
九
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
物
質
、
精
神
、
創
造
」
に
お
い
て
、

宇
宙
の
生
成
過
程
を
「
無
秩
序
か
ら
秩
序
へ
」「
低
次
の
も
の
か
ら

高
次
の
も
の
へ
」
と
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
、
そ
の
上
で
、

こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
「
進
歩
の
原
理
」
に
導
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。
こ
の
進
歩
の
原
理
と
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ク
ラ
ゲ
ー

ス
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
宇
宙
生
成
の
ロ
ゴ
ス
」
と
言
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
、
ヨ
ナ
ス
に
お
い
て
自
然
哲
学
的
思
惟
は
、

神
の
問
い
（
諸
段
階
の
進
行
を
創
造
し
た
根
拠
へ
の
問
い
）
と
結
び

つ
け
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
伝
統

的
な
神
の
存
在
論
証
の
繰
り
返
し
は
な
く
、
い
わ
ば
次
の
よ
う
な
自

然
哲
学
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
示
さ
れ
ま
す
。

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
に
反
す
る
そ
の
方
向
性
は
、
ま
さ
し
く

謎
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
世
界
を
作
る
質
料
の
な
か
に
そ
も
そ
も
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主
の
当
初
の
意
志
」（
同
書
、
七
〇
頁
）
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
─

─
こ
れ
を
物
質
の
側
か
ら
言
え
ば
、「
物
質
は
そ
の
た
だ
な
か
に
精

神
が
出
現
し
、そ
の
後
働
く
よ
う
に
な
る
余
地
を
ゆ
る
し
た
」（
同
書
、

九
一
頁
）
と
述
べ
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
─
─
。

以
上
の
ヨ
ナ
ス
の
自
然
哲
学
的
思
惟
は
、
ヨ
ナ
ス
自
身
が
指
摘
す

る
よ
う
に
（
同
書
、
一
〇
二
頁
）、
存
在
を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る

近
現
代
の
思
想
家
（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
ら
）
と
類
似
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
近
現
代
の
思
想

家
と
ヨ
ナ
ス
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
前
者
が
あ
ま
り
に
も
楽
天
主

義
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
ヨ
ナ
ス
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降
の
状

況
、
つ
ま
り
、
地
球
上
に
精
神
的
な
存
在
者
を
育
も
う
と
い
う
神
の

偉
大
な
冒
険
が
失
敗
に
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
現
実
の
自
覚

に
お
い
て
思
索
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
神
秘
主
義
の
創
造

概
念
（
神
の
収
縮
）
を
参
照
し
つ
つ
、「
神
─
世
界
─
人
間
」
の
関

係
を
捉
え
て
い
る
点
に
認
め
ら
ま
す
。
神
は
自
ら
の
力
を
徹
底
的
に

放
棄
し
世
界
を
蓋
然
性
の
支
配
に
委
ね
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
生
の
誕

生
を
喜
び
望
む
の
で
す
（
同
書
、
一
〇
三
頁
）。
こ
こ
か
ら
帰
結
す
る

生
と
は
自
己
目
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
能
動
的
で
み
ず
か

ら
意
欲
し
、
追
求
す
る
目
的
で
あ
る
。
目
的
を
も
つ
と
い
う
こ

と
は
熱
意
を
こ
め
て
自
分
自
身
を
『
然
り
』
と
肯
定
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
ど
う
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
無
目
的
な
も

の
を
無
限
に
圧
倒
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
目

的
を
も
つ
側
は
目
的
と
し
て
み
な
さ
れ
う
る
（
同
書
、
七
一
頁
）。

こ
の
目
的
因
を
内
包
し
た
因
果
性
は
、
も
と
も
と
物
質
に
内
在
し

て
い
た
も
の
で
す
が
─
─
つ
ま
り
、
生
命
は
「
内
在
が
自
分
自
身
に

つ
い
て
語
り
だ
し
た
声
」（
同
書
、
七
三
頁
）
で
あ
り
、「
物
質
と
は

初
め
か
ら
眠
れ
る
精
神
で
あ
る
」（
同
書
、
八
八
頁
）
─
─
、
こ
の
内

的
な
眠
れ
る
精
神
が
「
内
在
的
超
越
」（
反
省
す
る
自
由
）
と
し
て

覚
醒
す
る
に
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
精
神
的
存
在
者
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
と
い
う
の
も
、「
眠
れ
る
精
神
の
現
実
の
第
一
原
因
、
眠
れ

る
精
神
を
創
造
す
る
原
因
は
た
だ
覚
醒
し
た
精
神
で
し
か
あ
り
え
な

い
」（
同
所
）、「
潜
在
的
な
精
神
の
原
因
は
顕
在
的
な
精
神
」（
同
書
、

八
九
頁
）
だ
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
物
質
の
中
に
自
由
へ
向
か

う
「
傾
向
、
あ
こ
が
れ
」（
同
書
、
七
一
）
を
与
え
た
の
は
、「
創
造
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ヨ
ナ
ス
の
自
然
哲
学
を
後
半
で
論
じ
る
脳
科
学
の
議
論
を
つ
な
ぐ
た

め
に
、
こ
こ
で
は
、
ヨ
ナ
ス
の
議
論
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論

の
視
点
か
ら
整
理
し
直
し
、
論
点
を
明
確
化
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

ヨ
ナ
ス
は
、
宇
宙
を
物
質
か
ら
生
命
を
経
て
精
神
に
上
昇
す
る
目

的
内
在
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
進
化

論
的
な
宇
宙
論
を
現
代
科
学
と
共
有
し
つ
つ
も
、
物
質
に
精
神
が
可

能
性
と
し
て
内
在
し
そ
れ
が
他
の
精
神
的
存
在
に
よ
っ
て
覚
醒
す
る

と
考
え
る
点
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
運
動
論
を
も
組
み
込
ん
で
い

ま
す
。
こ
れ
は
、テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
の
次
元
論
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

有
機
的
生
命
の
起
源
の
問
い
は
よ
り
重
大
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
二
つ
の
観
点
、
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
観
点
と
進
化

論
的
観
点
と
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者
は
デ
ュ
ナ
ミ
ス
、
可
能

態
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
種
の
永
遠
性
を
強
調
す
る
が
、
後
者

は
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
、
現
実
態
に
お
い
て
種
の
出
現
の
諸
条
件
を

強
調
す
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
は
、
人
間
に
は
世
界
に
対
す
る
責
任
が
神
か
ら
託
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

私
た
ち
が
支
配
し
て
い
る
こ
の
地
上
に
お
け
る
精
神
の
運
命
に

た
い
し
て
は
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
力
の
及
ぶ
た
だ
ひ
と
つ
の
管

轄
地
域
に
た
い
し
て
は
、
ひ
と
り
私
た
ち
の
み
が
責
任
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
（
同
書
、
一
一
六
頁
）。

私
た
ち
の
地
球
を
世
話
し
よ
う
。
よ
そ
で
何
が
起
こ
ろ
う

と
も
、
私
た
ち
の
運
命
は
こ
の
地
上
で
決
せ
さ
れ
る
（
同
書
、

一
一
七
頁
）。

以
上
の
自
然
哲
学
的
思
惟
は
、
宗
教
と
科
学
を
対
立
図
式
と
は
異

な
る
仕
方
で
論
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
宗
教
と
科
学
の
両
者
の
積

極
的
な
関
係
づ
け
を
試
み
る
場
合
に
、
参
照
す
べ
き
も
の
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
わ
た
く
し
は
、
以
前
に
脳
科
学
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
自
己
組
織
化
あ
る
い
は
創
発
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
（
芦
名
定
道
「
脳
科
学
は
宗
教
哲
学
に
何
を

も
た
ら
し
た
か
」、
芦
名
定
道
・
星
川
啓
慈
編
著
『
脳
科
学
は
宗
教

を
解
明
で
き
る
か
？
』
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
九
～
六
二
頁
）、
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ト
教
思
想
」
と
の
関
わ
り
で
確
認
す
べ
き
点
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
次

元
論
に
お
い
て
人
間
存
在
に
与
え
ら
れ
た
役
割
で
す
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の
次
元
論
に
よ
れ
ば
、
諸
次
元
は
進
化
論
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
一

定
の
秩
序
に
し
た
が
っ
て
生
成
す
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
続

の
次
元
が
先
行
す
る
次
元
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く
、
諸
次
元
は
相
互
に
非
還
元
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
先
行
す
る
次
元
か
ら
の
後
続
の
次
元
の
生

成
と
は
創
発
的
で
出
来
事
で
あ
る
と
の
意
味
で
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
諸
次
元
が
ば
ら
ば
ら
に

存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
次
元
は
相
互

連
関
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
す

の
が
人
間
存
在
（
人
間
的
な
生
）
で
あ
っ
て
、
人
間
に
お
い
て
は
、

人
格
の
全
体
性
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
物
質
の
次
元
、
生
命
の
次
元
、

心
の
次
元
、
精
神
の
次
元
と
い
う
四
つ
の
非
還
元
的
な
諸
次
元
は
一

つ
の
統
合
体
を
形
成
し
て
い
ま
す
。「
多
次
元
的
な
統
合
体
と
し
て

人
間
存
在
」
こ
そ
が
、
宗
教
と
科
学
と
の
積
極
的
な
関
係
づ
け
の
基

盤
な
の
で
あ
っ
て
、
ヨ
ナ
ス
の
自
然
哲
学
あ
る
い
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

う
し
た
相
違
が
矛
盾
を
生
み
出
す
必
要
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
有
機
的
な
も
の
の
次
元
は
本
質
的
に
無

機
的
な
も
の
の
次
元
に
現
在
し
て
い
る
、
そ
の
現
実
的
な
出

現
は
生
物
学
や
生
化
学
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
諸
条
件
に
依
存

し
て
い
る
、
と
。」(Paul Tillich, System

atic Theology. Vol.3, 1963, 

U
niversity of C

hicago Press, p. 20)

。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
進
化
論
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
先
行
す
る
次

元
に
続
く
後
続
の
次
元
の
現
実
化
（
＝
創
発
）
に
つ
い
て
、
ヨ
ナ
ス

と
同
様
に
、
物
質
の
次
元
、
生
命
の
次
元
、
心
の
次
元
、
精
神
の
次

元
の
四
つ
を
区
別
し
て
い
ま
す
。
宗
教
は
、
こ
の
最
後
の
精
神
の
次

元
の
現
実
化
を
条
件
に
、
文
化
や
道
徳
と
結
合
す
る
こ
と
に
お
い
て

成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
進
化
論
的
な
偶
然

性
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
目
的
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
場
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
に
統
合
さ
れ
、
そ
し
て
神
は

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
創
造
し
導
く
存
在
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

以
上
よ
り
、
本
日
の
後
半
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
脳
科
学
と
キ
リ
ス
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ッ
ク
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
の
脳
科
学
と
宗
教
研
究
と
の
関
連
づ

け
に
お
け
る
自
然
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

い
ま
す
（
ジ
ョ
ン･

ヒ
ッ
ク
『
人
は
い
か
に
し
て
神
と
出
会
う
の
か 

─
─
宗
教
多
元
主
義
か
ら
脳
科
学
へ
の
応
答
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一

年(John H
ick, The N

ew
 Frontier of Religion and Science. Religious 

Experience, N
euroscience and the Transcendent, Palgrave, 2006)

）。

パ
ー
シ
ン
ガ
ー
は
脳
の
こ
の
領
域
に
刺
激
を
与
え
る
た
め
の
ヘ

ル
メ
ッ
ト（
経
頭
蓋
磁
気
刺
激
、Ｔ
Ｍ
Ｓ
）を
開
発
し
た
。
ま
た
、

リ
ン
・
カ
ー
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。『
こ
の
ヘ

ル
メ
ッ
ト
を
使
っ
た
人
の
ほ
ぼ
全
員
が
人
の
気
配
を
感
じ
、
そ

の
多
く
が
聖
女
マ
リ
ア
や
イ
エ
ス
と
い
っ
た
宗
教
的
幻
影
を
見

た
と
い
っ
て
い
る
』（
カ
ー
タ
、二
〇
〇
二
年
、二
八
八
頁
）（
ヒ
ッ
ク
、

二
〇
一
一
年
、
一
七
頁)

。

こ
の
よ
う
な
自
然
主
義
的
な
議
論
は
、
宗
教
経
験
と
は
自
然
現
象

に
還
元
さ
れ
得
る
一
種
の
妄
想
で
あ
る
と
す
る
近
代
以
降
の
自
然
主

義
的
宗
教
論
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
指
摘
し
た
「
宗

教
と
科
学
の
対
立
図
式
」
を
再
生
産
す
る
と
い
う
点
で
、
科
学
と
宗

生
の
次
元
論
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
示
さ

れ
た
人
間
存
在
の
在
り
方
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
点
を
確
認
し
た
上
で
、
後
半
の
「
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト

教
思
想
」
へ
と
議
論
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

脳
科
学
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
急
速
な
発
展
を
遂
げ
、
現
在
そ
の

影
響
は
自
然
科
学
か
ら
人
文
科
学
ま
で
広
範
に
及
ん
で
い
ま
す
。
わ

た
く
し
は
、
宗
教
研
究
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
、
脳
科
学
の

展
開
を
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
と
、
二
〇
〇
〇

年
以
降
現
在
ま
で
と
の
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
論
じ
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
、
こ
の
内
の
第
一
の
時
期
に
つ
い
て
、
脳
科
学
と
宗
教
研

究
と
の
関
わ
り
を
概
観
い
た
し
ま
す
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
の
時
点
で
、
脳
科
学

の
影
響
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
周
辺
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ (functional m

agnetic reso nance im
aging

、

機
能
的
磁
気
共
鳴
画
像
）
を
代
表
と
す
る
脳
の
活
動
状
況
を
観
察
す

る
た
め
の
技
術
が
確
立
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
ジ
ョ
ン
・
ヒ
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科
学
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
為
的
な
実
験
室
内
の

現
象
─
─
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
に
よ
る
脳
機
能
画
像
研
究
に
お
け
る
被
験
者

は
、
厳
密
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
認
知
的
課
題
を
拘
束
度
の
高
い

装
置
内
で
行
う
─
─
で
は
な
く
、
個
人
と
集
団
と
の
様
々
な
現
実
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
生
成
す
る
と
い
う
点
に
由
来
し
ま
す
。
こ

の
限
界
を
乗
り
越
え
る
試
み
は
、
よ
り
最
近
の
脳
科
学
の
展
開
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
脳
研
究
レ
ベ
ル
に
よ

る
議
論
が
こ
れ
ま
で
の
宗
教
研
究
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
宗
教
理

解
を
格
段
に
深
め
て
く
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
過
度
の

期
待
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、「
脳
と
心
の
か
か
わ
り
を

読
み
解
く
に
は
、そ
の
道
の
り
は
ま
だ
ま
だ
長
い
」（
苧
坂
直
行
「「
社

会
脳
シ
リ
ー
ズ
」
刊
行
に
あ
た
っ
て
」（
苧
阪
直
行
編
『
社
会
脳
科
学

の
展
望
─
─
脳
か
ら
社
会
を
み
る
』
新
曜
社
、
二
〇
一
二
年
、vii

頁
）
と

い
う
こ
と
が
現
実
で
あ
り
、宗
教
研
究
者
と
し
て
は
、脳
科
学
の
華
々

し
い
研
究
成
果
を
前
に
し
て
、
一
喜
一
憂
す
る
必
要
は
、
当
面
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

で
は
次
に
、
二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
の
脳
科
学
の
限
界
を
乗
り
越
え

教
と
の
積
極
的
な
議
論
の
展
開
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
恐
れ
が
あ

る
、
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
時
期
の
脳
科
学
を
宗
教
研
究
と
の
関
わ
り
で
正
当
に
評
価
す

る
に
は
、
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
な
ど
の
新
た
な
研
究
方
法
の
意
義
と
限
界
を
正

し
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
に
つ
い
て
は
、
あ
た

か
も
今
、
脳
の
中
で
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
実
況

中
継
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
通
俗
的
な
理
解
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま

す
が
、
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
す
（
信
原
幸
弘
「
は
し
が
き
」

（
信
原
幸
弘
・
原
塑
・
山
本
愛
美
編
『
脳
神
経
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
』
勁
草
書
房
、

二
〇
一
〇
年
、iv 

頁
）
な
ど
を
参
照
）。
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
画
像
は
、
実
況
中

継
ど
こ
ろ
か
非
常
に
複
雑
な
デ
ー
タ
処
理
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
な

の
で
あ
っ
て
、
脳
科
学
が
宗
教
現
象
を
説
明
で
き
る
と
い
う
の
は
誇

張
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
脳
科
学
と
宗
教
研
究
と
の

間
に
ま
だ
ま
だ
か
な
り
の
距
離
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自

然
主
義
的
な
議
論
に
は
ま
さ
に
科
学
的
に
無
理
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
の
脳
科
学
を
宗
教
現
象
に
適
用
す
る
際
の
限

界
は
、
宗
教
研
究
で
扱
わ
れ
る
宗
教
現
象
が
脳
科
学
を
含
め
た
自
然
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は
、
脳
科
学
者
で
あ
る
藤
井
直
敬
の
論
考
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て(

藤
井
直
敬
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
ブ
レ
イ
ン
ズ
入
門
─
─
〈
社
会
脳
〉
っ
て

何
だ
ろ
う
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）、
宗
教
研
究
に
と
っ
て

意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

藤
井
に
よ
れ
ば
、
社
会
脳
は
、「『
僕
た
ち
が
社
会
の
中
で
生
き
抜

く
た
め
に
必
須
の
脳
の
働
き
』
と
説
明
」
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
脳
は
け
っ
し
て
孤
立
し
て
い
ま
せ

ん
。
常
に
外
部
に
開
か
れ
た
オ
ー
プ
ン
な
シ
ス
テ
ム
で
す
」（
藤
井
、

二
〇
一
〇
、四
頁
）
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会

脳
と
は
、
身
体
の
生
命
組
織
の
下
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
生
命
体
内
の

ほ
か
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
繋
が
っ
た
神
経
細
胞
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

あ
る
脳
の
活
動
を
、
そ
の
上
の
階
層
に
位
置
す
る
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
（
社
会
シ
ス
テ
ム
）
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
を

意
図
し
た
脳
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
、
多
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
統
合

体
と
し
て
存
在
し
機
能
す
る
現
実
的
な
脳
を
問
題
に
す
る
も
の
な
の

で
す
。
実
際
、
現
実
の
脳
は
ほ
か
の
脳
か
ら
孤
立
し
て
活
動
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
身
体
な
ど
を
介
し
た
神
経
細
胞
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

る
そ
の
後
の
試
み
と
い
う
点
で
、
社
会
脳
研
究
に
注
目
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
の
研
究
に
対
す
る
脳
科
学

者
自
身
の
反
省
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
の
脳
科
学
に
よ
っ
て
十
分
な
人

間
理
解
に
到
達
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
の
限
界
の
自
覚
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
研
究
と
の
関
わ
り
で
も
重
要
な
意
味
を
有
し

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
ま

で
の
脳
科
学
が
周
辺
の
環
境
か
ら
抽
象
的
に
分
離
さ
れ
た
単
独
の
脳

を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
社
会
脳
研
究
が
環
境
と
の

相
互
作
用
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
現
実
的
な
脳
の
在
り
方
を
研
究

テ
ー
マ
に
し
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
千
住
淳
に
よ
れ
ば
、
社

会
脳
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
一
九
九
〇
年
に
レ
ス
リ
ー
・
ブ
ラ
ザ

ー
ス
が
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
ま

す
が
（
千
住
淳
『
社
会
脳
の
発
達
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、

そ
の
具
体
的
な
展
開
を
考
え
れ
ば
、
主
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
研
究

動
向
と
解
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
脳
研
究
は
未

だ
形
成
途
上
に
あ
り
、
現
時
点
で
そ
の
十
分
な
意
味
に
お
け
る
評
価

を
行
う
の
は
時
期
尚
早
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
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即
し
て
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
社
会
脳
研
究
の
課
題
と
な
る
の
で

す
。こ

う
し
た
問
題
は
、
先
に
紹
介
し
ま
し
た
、
多
次
元
的
な
統
合
体

と
し
て
の
生
、
あ
る
い
は
次
元
相
互
の
創
発
的
な
関
連
性
と
い
う
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
と
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
お
り
、
脳
科
学
と
キ
リ

ス
ト
教
思
想
と
の
関
係
を
論
じ
る
た
め
の
、
脳
科
学
の
側
に
お
け
る

基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
点
に
注
目
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
議
論
と
の
関
わ
り
で
留
意
す
べ
き
い

く
つ
か
の
論
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

ま
ず
留
意
す
べ
き
は
、
社
会
脳
研
究
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の
接

続
を
考
え
る
上
で
、
重
要
に
な
る
の
が
哲
学
的
考
察
で
あ
る
と
い
う

点
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
哲
学
的
思
惟
は
自
然
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教

思
想
と
の
関
連
性
を
問
う
際
に
繰
り
返
し
現
れ
、
問
わ
れ
る
べ
き
問

題
を
明
確
化
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
先
に

自
然
哲
学
の
重
要
性
を
論
じ
た
と
お
り
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
的

考
察
と
い
っ
て
も
、
心
脳
一
元
論
に
立
っ
て
心
を
脳
へ
の
還
元
す
る

こ
と
を
主
張
す
る
自
然
主
義
的
議
論
か
ら
、
こ
の
還
元
に
対
し
て
志

社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
な
り
に
お
い

て
機
能
し
て
お
り
─
─
「
人
々
が
互
い
に
つ
な
が
る
こ
と
で
そ
の
多

層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
実
現
し
て
い
る
」（
同
書
、
五
五

頁
）
─
─
、
ま
さ
に
こ
れ
が
宗
教
現
象
の
成
立
の
場
な
の
で
す
。
こ

の
社
会
脳
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
個
体
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
説
明

す
る
（
＝
社
会
脳
を
個
体
脳
に
還
元
す
る
）
と
い
う
議
論
も
原
理
的

に
は
排
除
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
社
会
脳
と
い
う
発

想
は
こ
う
し
た
還
元
主
義
的
な
議
論
と
は
異
質
な
も
の
と
解
す
る
の

が
適
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
も
し
、
還
元
主
義
の

立
場
を
取
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
社
会
脳
研
究
は
、
相
互
に
還
元
で
き

な
い
複
数
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
い
か
に
し
て
一
つ
に
統
合
さ
れ
る
か

を
、
実
証
的
な
手
法
で
説
明
す
る
こ
と
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
す
が
、
ま
さ
に
こ
れ
は
、
藤
井
が
指
摘
す
る
、
複
数
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
間
に
存
在
す
る
「
共
通
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ

ト
コ
ル
」（
同
書
、
五
六
頁
）
の
解
明
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
が
意
味
す

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
諸
機
能
あ
る
い
は
諸
要
素
（
あ
る
い
は
多
元
的

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
統
合
体
と
し
て
の
人
格
の
成
立
を
脳
機
能
に
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時
間
の
最
大
約
五
〇
〇
ミ
リ
秒
間
の
継
続
時
間
の
ぶ
ん
だ
け
遅

延
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
識
を
伴
っ
た
意
志
あ
る
行
為
を
起
動

す
る
脳
活
動
は
、
行
為
を
促
す
意
図
が
充
分
に
発
達
す
る
よ
り

も
ず
っ
と
前
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
得
る
よ
う
に
思
え

ま
す
。」（
リ
ベ
ッ
ト
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
三
頁)

。

す
な
わ
ち
、
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
（
意
識
さ
れ
な
い
脳
の
活
動
が
意

識
的
な
意
志
の
成
立
に
先
行
す
る
）
は
、
近
世
哲
学
以
来
の
自
由
意

志
問
題
に
対
し
て
─
─
キ
リ
ス
ト
教
古
代
の
自
由
意
志
論
争
と
の
違

い
に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
─
─
、
脳
科
学
の
側
か
ら
新
た

な
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
リ
ベ
ッ
ト
自
身
は
、

自
由
意
志
否
定
論
者
が
存
在
す
る
自
然
主
義
的
な
脳
科
学
者
の
中
に

あ
っ
て
、
む
し
ろ
一
貫
し
て
自
由
意
志
の
存
在
を
擁
護
し
て
い
ま
す

が
（
星
川
啓
慈
「
神
経
生
理
学
と
ユ
ダ
ヤ
教
」（
日
本
宗
教
学
会
『
宗

教
研
究
』
第
八
七
巻
、
三
七
七-

二
、二
〇
一
三
年
、
一
二
九
～
二
五
三
頁
）、

ヒ
ッ
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
の
側
か
ら
、
リ

ベ
ッ
ト
と
同
様
に
自
由
意
志
を
擁
護
し
、
一
種
の
心
脳
二
元
論
を

唱
え
て
い
ま
す
。
ヒ
ッ
ク
が
心
脳
一
元
論
を
否
定
す
る
の
は
、
こ
の

向
性
や
ク
オ
リ
ア
と
い
う
議
論
に
基
づ
い
て
異
議
を
唱
え
る
議
論
ま

で
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
（
芦
名
定
道
「
自
然
神
学
の
新
た
な

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
─
─
脳
と
心
の
問
題
領
域
」（
京
都
大
学
基
督
教
学
会

『
基
督
教
学
研
究
』
第
二
七
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
～
一
九
頁
）
を
参
照
）。

こ
こ
で
は
、
ど
の
哲
学
的
立
場
を
参
照
す
べ
き
か
に
つ
い
て
具
体
的

に
議
論
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、
脳
科
学
を
め
ぐ
る
も
っ
と
も
有
名

な
哲
学
的
論
争
と
言
え
る
「
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
」
を
取
り
上
げ
る
こ

と
に
し
ま
す
（
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
『
マ
イ
ン
ド･

タ
イ
ム
─
─

脳
と
意
識
の
時
間
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。(Benjam

in Libet, M
ind 

Tim
e. The Tem

poral Factor in Consciousness, H
arvard U

niversity Press, 

2004 )

）。
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
に
つ
い
て
は
、
リ
ベ
ッ
ト
自
身
が
、
そ

の
哲
学
的
意
味
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。

自
発
的
な
行
為
を
脳
は
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
、
と

い
う
の
は
意
識
を
伴
う
意
志
の
役
割
に
つ
い
て
と
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
自
由
意
志
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
根
本
的
に
重
要
な

問
題
で
す
。
…
…
も
し
内
部
か
ら
生
じ
る
意
志
の
ア
ウ
ェ
ア
ネ

ス
ま
た
は
行
為
を
促
す
意
図
も
ま
た
、
必
要
条
件
で
あ
る
活
動
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主
体
の
否
定
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
今
や
問
わ
れ
る
べ
き
は
近

代
的
思
惟
と
そ
の
人
間
理
解
の
方
で
あ
り
、
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教

思
想
と
の
関
わ
り
は
、
人
間
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
問
い
直
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
（
小
坂
井
敏
晶
『
責
任
と
い
う
虚
構
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）。

も
ち
ろ
ん
、
近
代
以
降
の
思
想
状
況
を
特
徴
づ
け
て
き
た
人
間
理

解
を
揺
り
動
か
し
た
の
は
、
脳
科
学
が
最
初
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
、社
会
脳
を
提
唱
す
る
藤
井
直
敬
が
取
り
上
げ
る「
ミ

ル
グ
ラ
ム
実
験
」
─
─
「
被
験
者
が
、
自
分
の
行
動
の
結
果
と
し
て

他
者
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
権

威
者
か
ら
の
命
令
だ
と
し
た
ら
断
る
こ
と
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う

実
験
」（
藤
井
、
二
〇
一
〇
、一
四
八
～
一
四
九
頁
）
─
─
も
、
人
間
を

め
ぐ
る
哲
学
的
理
解
に
関
わ
る
、
も
う
一
つ
の
実
験
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
実
験
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
と
の
関

わ
り
で
行
わ
れ
た
も
の
で
す
が
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
衝
撃
は
人
間
理

解
を
揺
り
動
か
し
た
実
例
（「
凡
庸
な
悪
」）
と
解
す
る
が
で
き
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
ヨ
ナ
ス
と
問
い
（
神

一
元
論
が
自
由
意
志
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
道
徳
性
の
基
盤
を

掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
、
こ
の
よ

う
な
自
由
意
志
論
争
の
背
後
に
、
近
世
哲
学
以
降
の
問
題
状
況
が
存

在
す
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
自
然
科
学
に
よ

っ
て
決
定
論
的
に
記
述
さ
れ
る
外
的
自
然
と
自
由
の
領
域
と
し
て
の

内
的
精
神
と
い
う
二
元
的
な
問
題
系
で
あ
り
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
か
ら

一
九
世
紀
哲
学
を
経
て
現
代
哲
学
へ
と
流
れ
て
い
る
強
力
な
思
想
伝

統
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
系
と
そ
の
前
提
に
あ
る
近
世
独
特
の

特
殊
な
人
間
理
解
─
─
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
近
代
的
思
惟
と
の
関
わ
り

で
論
じ
て
い
る
も
の（
た
と
え
ば
、ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー「
世
界
像
の
時
代
」

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
五
巻
『
杣
径
』
創
文
社
、
一
九
八
八
年
な
ど
）
─

─
と
が
、
脳
科
学
に
よ
っ
て
ま
さ
に
揺
ら
い
で
い
る
わ
け
で
す
。
世

界
を
客
体
し
て
表
象
す
る
自
由
な
主
体
と
し
て
の
人
間
自
体
が
、
決

定
論
的
に
規
定
さ
れ
た
世
界
（
外
的
自
然
）
の
一
部
と
さ
れ
る
と
き
、

そ
の
自
由
な
主
体
と
し
て
の
在
り
方
は
脅
か
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
脳
科
学
（
自
然
主
義
的
）
に
よ
っ
て
心

が
脳
に
還
元
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
近
代
的
思
惟
に
お
け
る
自
由
な
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数
の
個
体
（
個
体
脳
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
（
多

脳
シ
ス
テ
ム
）
へ
と
一
挙
に
移
行
す
る
前
に
、
ま
ず
二
個
体
の
相
互

関
係
に
取
り
組
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
千
住
淳

は
、
発
達
認
知
神
経
科
学
の
手
法
を
利
用
し
て
、
乳
幼
児
の
心
の
理

論
や
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
障
害
の
問
題
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会
脳
研
究
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
母

子
関
係
（
乳
幼
児
と
母
親
）
に
関
わ
る
実
験
に
お
い
て
多
く
の
研
究

者
が
取
り
組
み
つ
つ
あ
る
も
の
で
す
（
た
と
え
ば
、
板
倉
昭
二
「
成

り
立
つ
心
─
─
赤
ち
ゃ
ん
の
心
の
発
達
」（
京
都
哲
学
会
『
哲
学
研
究
』

五
七
八
、二
〇
〇
四
年
、
六
一
～
七
九
頁
）、「
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
見
た
世
界
」

（
京
都
哲
学
会
『
哲
学
研
究
』
五
九
一
号
、
二
〇
一
一
年
、1-21

頁
な
ど
）。

そ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
幼
児
が
他
者
の
心
を
読
む
（
た
と
え
ば
、

視
線
を
通
し
て
）
あ
る
い
は
読
ま
な
い
（
た
と
え
ば
、
目
が
合
わ
な

い
）
と
い
う
事
例
や
、
幼
児
が
他
者
の
行
動
の
模
倣
・
ま
ね
や
共
感

と
い
う
事
象
で
す
が
、
千
住
淳
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

ヒ
ト
の
脳
は
、
他
者
か
ら
の
助
け
な
し
に
発
達
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
養
育
者
か
ら
食
べ
も
の
や
身
の
安
全
を
確
保
し
て

の
収
縮
が
も
た
ら
し
た
も
の
）
を
共
有
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い

で
し
ょ
う
。
こ
の
ミ
ル
グ
ラ
ム
実
験
を
受
け
て
、
藤
井
が
提
示
す
る

の
は
、
次
の
よ
う
な
人
間
理
解
で
す
。

人
の
倫
理
観
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
と
き
の
社
会

状
況
に
応
じ
て
い
か
よ
う
に
も
変
化
し
、
権
威
付
け
が
あ
る
な

ら
、
何
で
も
や
り
か
ね
な
い
（
同
書
、
一
五
五
頁
）。

わ
た
し
た
ち
は
、
本
質
的
に
き
わ
め
て
脆
弱
な
倫
理
観
と
、

無
意
味
に
保
守
的
な
傾
向
を
持
っ
た
生
き
物
な
の
だ
（
同
書
、

一
五
七
頁
）。

脳
科
学
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
人
間
で
あ
っ

て
、
こ
の
人
間
理
解
に
こ
そ
が
、
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
接

点
と
す
べ
き
も
の
な
の
で
す
。 

以
上
に
も
と
づ
い
て
、
社
会
脳
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
議
論
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ

き
ま
し
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
人
間
論
・
人
間
理
解
と
い
う
点
か

ら
、
い
く
つ
か
の
問
題
設
定
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
社
会
脳
と
い
う
視

点
か
ら
の
脳
科
学
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
単
一
の
生
物
脳
か
ら
多
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リ
ス
ト
教
思
想
が
共
有
す
る
の
は
、
脳
と
社
会
の
相
互
作
用
に
お

い
て
成
り
立
つ
人
間
と
い
う
理
解
で
あ
り
、
パ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
、

『
人
間
学
─
─
神
学
的
考
察
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。W

olfhart 

Pannenberg, Anthropologie. Anthropologie in theologischer Perspektive, 

Vandenhoeck &
 Ruprecht, 1983) 

に
お
い
て
現
代
の
心
理
学
を
詳
細
に

参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
」
を
論

じ
て
い
る
の
は
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
取
り
上
げ
る
一
連
の
思
想
家
た
ち
（
ブ
ル
ン
ナ
ー

や
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
）
は
、
社
会
脳
研
究
と
ま
っ
た
く
無
関
係
な
ど
こ

ろ
か
、
実
は
同
じ
問
い
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
藤
井
が
指
摘
す
る
「
リ
ス
ペ
ク
ト
」（「
人
が
人
に
与
え

る
、
母
子
関
係
に
源
を
持
つ
よ
う
な
無
条
件
な
存
在
肯
定
」（
藤
井
、

二
〇
一
〇
年
、二
〇
八
頁
））
の
重
要
性
は
、神
学
者
の
議
論
と
し
て
は
、

ハ
ン
ス･

キ
ュ
ン
グ
が
エ
リ
ク
ソ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
に
お

け
る
「
基
本
的
信
頼
」（G

rundvertrauen

）
に
基
づ
い
て
論
じ
た

問
題
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
社
会
脳
研
究
が
そ
の
人
間
理
解
に
お
い
て
、
キ
リ

も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
絶
え
間
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
繰
り
返
し
情
報
を
与
え
て
も
ら
い
、
他
者
に
つ
い
て
、

社
会
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
社
会
に
特
有
な
文
化
に
つ
い

て
、
時
間
を
か
け
て
学
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
親
な
ど
の
養
育

者
を
初
め
、
様
々
な
他
者
と
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
て
初
め
て
、

社
会
脳
が
発
達
す
る
の
で
す
。
ま
た
、
ヒ
ト
の
社
会
も
、
ヒ
ト

の
脳
の
特
性
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
…
…
社
会
脳

研
究
は
、
こ
う
い
っ
た
脳
と
社
会
と
の
相
互
作
用
、
そ
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
知
る
上
で
、
今
後
も
重
要
な
研
究
分
野
で
あ
り
続

け
る
で
し
ょ
う
。」（
千
住
、
二
〇
一
二
年
、
一
八
七
～
一
八
八
頁
）

二
〇
〇
〇
年
以
前
の
脳
科
学
の
場
合
に
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の

積
極
的
な
接
点
が
希
薄
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
社
会
脳
研
究
は
、
す

で
に
心
理
学
と
の
間
で
人
間
理
解
を
め
ぐ
る
関
連
づ
け
が
な
さ
れ
て

き
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で

す
（
Ａ
・
Ｅ
・.

マ
ク
グ
ラ
ス
『「
自
然
」
を
神
学
す
る
─
─
キ
リ
ス

ト
教
自
然
神
学
の
新
展
開
』（
教
文
館
、
二
〇
一
一
年
）、
特
に
第
五
章

「
識
別
と
知
覚
の
心
理
学
」
を
参
照
）。
こ
の
場
合
に
、
脳
科
学
と
キ
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関
係
性
に
お
け
る
人
間
の
運
命
に
つ
い
て
の
確
固
と
し
た
展
望

な
し
に
は
、
人
間
の
起
源
に
つ
い
て
の
有
神
論
的
構
築
は
、
理

論
的
に
も
実
践
的
に
も
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
社

会
的
脳
神
経
科
学
、
徳
論
、
有
神
論
的
進
化
論
的
な
理
論
は
そ

れ
ら
す
べ
て
が
変
革
さ
れ
る
に
至
る
よ
う
な
さ
ら
に
深
い
関
わ

り
合
い
に
向
け
て
、
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
る
時
が
来
て
い
る
の
で

あ
る
。(Spezio, 2013, 436)

ス
ペ
ジ
オ
は
、
こ
の
論
考
の
中
で
、
ト
マ
ス
の
愛
論
や
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
の
神
学
的
人
間
学
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
わ
た
く
し
も
、
同

様
の
観
点
か
ら
脳
科
学
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
思
想
へ
展
開
を
論
じ
て
き

ま
し
た
（
芦
名
定
道
「
脳
神
経
科
学
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
思
想
へ
」（
京

都
大
学
キ
リ
ス
ト
教
学
研
究
室
『
キ
リ
ス
ト
教
学
研
究
室
紀
要
』
第
二
号
、

二
〇
一
四
年
、
一
～
一
四
頁
）。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、

社
会
脳
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
脳
科
学
が
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
脳

と
社
会
的
相
互
作
用
に
お
け
る
人
間
理
解
が
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
し

て
の
教
会
、
神
の
像
、
そ
し
て
三
位
一
体
論
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

思
想
の
核
心
に
ま
で
届
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト

ス
ト
教
思
想
と
様
々
な
接
点
を
有
す
る
こ
と
は
お
わ
か
り
い
た
だ
け

る
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
社
会
脳
研
究
と
キ
リ

ス
ト
教
思
想
と
い
う
一
見
す
る
と
遠
く
隔
た
っ
た
研
究
分
野
を
結
び

つ
け
る
鍵
は
、「
問
い
と
し
て
の
人
間
」
に
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、

社
会
脳
研
究
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教

倫
理
へ
の
議
論
の
展
開
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
試

み
は
、
た
と
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ペ
ジ
オ
の
「
社
会
脳
科
学
と
有

神
論
的
進
化
─
─
相
互
主
観
性
、
愛
、
社
会
的
領
域
」
の
議
論
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。(M

ichael L. Spezio, “Social N
euroscience 

and Theistic Evolution: Intersubjectivity, Love, and the Social Sphere,” 

Zygon, 48/2, June 2013, pp. 428–38)

有
神
論
的
進
化
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
学
的
倫
理
に
お
い

て
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
、『
社
会
的
領
域
』
の
学

際
的
で
多
層
的
な
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

焦
点
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
起
源
の
学
際
的
で
有
神
論

的
な
理
解
を
発
展
さ
せ
る
試
み
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
挑

戦
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
愛
を
通
し
た
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今
後
は
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
側
で
も
、
相
互
に
関
連
し
合
っ
た
他

の
多
く
の
学
問
領
域
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
を
積
極
的
に
企
画
す

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
本
日
の
話
は
そ
の
た
め
の
い
わ
ば
予
備

的
な
考
察
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
も
さ
ら
な
る
探
究
を
進
め
て
ゆ
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

〈
付
記
〉
な
お
、
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
Ｃ
）「
自
然

神
学
の
言
語
論
的
転
回
と
そ
の
社
会
科
学
へ
の
拡
張
―
聖
書
・
環

境
・
経
済
─
」（
平
成
二
五
年
度
か
ら
二
七
年
度
、
課
題
番
号
・

25370070

）
の
補
助
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

あ
し
な
・
さ
だ
み
ち 

京
都
大
学
教
授

教
思
想
と
を
積
極
的
な
関
係
づ
け
る
た
め
に
、
さ
ら
な
る
議
論
の
深

化
が
待
た
れ
ま
す
。

最
後
に
、
本
日
の
わ
た
く
し
の
話
を
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、
わ
た
く
し
は
、
脳
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
積

極
的
な
関
わ
り
と
い
う
目
標
に
向
け
て
、
宗
教
と
科
学
の
関
係
論
、

自
然
哲
学
か
ら
、脳
科
学
の
展
開
過
程
に
お
け
る
社
会
脳
研
究
へ
と
、

議
論
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
人
間
が
個
性
的
な
人
間
と
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
個
々
の
人
間
の
事
柄
（
課
題
）
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
し

か
し
、
そ
の
個
人
が
人
間
と
し
て
存
立
す
る
の
は
他
者
と
の
関
わ
り

お
い
て
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
現
代
の
社
会
脳
研
究
が
提
供
す
る
人

間
理
解
と
神
学
的
な
人
間
理
解
と
は
基
本
的
認
識
を
共
有
で
き
る
こ

と
が
明
ら
か
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
宗
教
と
科
学
と
を
近

代
的
な
対
立
図
式
を
超
え
て
再
び
積
極
的
に
接
合
す
る
試
み
の
一
端

で
あ
り
、
多
次
元
的
な
統
合
体
と
し
て
の
人
間
存
在
を
そ
の
根
拠
に

し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
一
方
で
、
人
間
理
解
の
基
盤
に
関
わ
る
哲

学
的
探
究
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
、
人
間
に
関

わ
る
広
範
な
問
題
領
域
へ
の
展
開
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。


