
太
宇
宙
の
客
観
的
真
理
に
は
統
一
性
が
な
け
れ
ぱ
な

ら
ぬ
。
し
か
る
に
幾
多
の
要
因
の
交
錯
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
特
殊
状
況
か
ら
生
ず
る
現
実
の
思
想
的
相
対
性

多
様
性
は
、
激
し
い
対
立
・
論
争
を
通
し
て
、
相
亙

理
解
よ
り
客
観
的
統
一
性
へ
の
過
程
を
急
ぐ
。
そ
こ

に
も
ろ
も
ろ
の
大
学
の
個
性
の
う
ま
れ
る
場
が
存
す

同
志
社
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

、
、
讐
、
"
、

護
、
、
一
、
,

重

あ
り
真
誠
の
自
由
を
愛
し
以
て
邦
家
に
尽
す
可
き
人

物
を
養
成
す
る
を
務
む
可
き
事
。
」
と
い
う
一
条
の

含
蓄
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
の
権
力
に
圧
倒
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
不
抜
不
晒
の
自
由
精
神
を
も
っ
て

宇
宙
の
真
理
を
探
求
す
る
「
同
志
社
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」

の
確
立
を
め
ざ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
聖
書

は
「
真
理
は
汝
に
自
由
を
得
さ
す
べ
し
」
と
教
え
て

い
る
が
、
同
志
社
の
自
由
精
神
は
轟
の
探
求
に
ょ

つ
て
保
琴
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
真
理
へ

の
絶
対
的
謙
虚
無
く
し
て
、
自
由
精
神
は
ま
こ
と
の

存
立
の
足
場
を
も
ち
得
な
い
。

そ
れ
は
単
な
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
は
な
い
。
特
に

「
同
志
社
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
と
呼
ぷ
ゆ
え
ん
の
も
の

は
、
基
督
教
主
義
大
学
の
本
質
と
し
て
、
こ
こ
で
は

諸
学
部
、
諸
学
科
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
個
別

科
学
が
探
求
す
る
真
理
が
、
絶
対
者
の
手
の
う
ち
に

あ
る
世
界
存
在
の
全
体
と
の
対
決
の
な
か
で
把
握
せ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
存
の
確
立
や
有
用
な
生
産

に
奉
仕
す
る
個
別
科
学
の
専
門
的
研
究
は
、
実
在
を

特
殊
的
・
部
分
的
側
面
に
限
定
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て

成
立
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
個
別
科
学
自
体
か
ら
は

宇
宙
全
体
と
の
対
話
、
事
物
の
統
一
的
全
体
と
の
対

決
へ
の
志
向
は
う
ま
れ
な
い
。
哲
学
的
思
惟
に
お
け

る
全
実
在
の
考
察
こ
そ
、
個
別
科
学
の
確
保
し
得
な

い
全
体
に
対
す
る
開
放
性
を
う
み
だ
す
媒
体
と
な
る

が
、
各
専
門
学
科
の
測
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
多
様
な
知
識

の
凡
て
を
一
っ
に
綜
合
す
る
「
諸
科
学
の
協
働
」
の

た
め
に
、
こ
の
哲
学
的
思
惟
を
推
進
し
よ
う
と
す
る

不
退
転
の
熱
意
は
、
基
督
教
主
義
大
学
の
譲
る
べ
か

ら
ぎ
る
本
質
に
属
し
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
全

実
在
と
の
関
係
を
見
失
っ
て
、
ア
ト
ム
化
し
た
知
識

孤
立
化
し
た
専
門
科
学
の
自
己
満
足
を
も
っ
て
「
自

分
の
穴
の
な
か
に
」
落
ち
込
ん
だ
と
き
、
大
学
は
今

次
の
世
界
大
戦
に
お
い
て
体
験
し
た
よ
う
な
悲
劇
的

な
無
力
感
に
追
い
こ
ま
れ
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
。わ

れ
ら
は
、
同
志
社
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
一
っ
の
典

型
を
、
か
っ
て
同
志
社
大
学
に
職
を
奉
じ
ら
れ
た
中

島
重
先
生
の
思
想
体
系
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
歴
史
は
つ
ね
に
個
人
の
営
み
を
忘
却
の
彼

方
に
押
し
や
ろ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
激
動
す
る
社

会
の
変
遷
の
な
か
に
棹
さ
し
て
、
信
仰
者
と
し
て
社

会
思
想
の
分
野
に
独
特
の
ワ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
開
拓
し

よ
う
と
し
た
中
島
先
生
の
人
格
と
思
想
の
迫
力
は
そ

の
教
え
を
受
け
た
人
々
の
胸
底
に
、
い
ま
も
鮮
か
な

印
象
を
刻
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

る

同
志
社
大
学
は
、
同
志
社
学
風
に
固
有
の
個
性
を

も
つ
こ
と
に
ょ
っ
て
、
学
界
に
独
自
の
貢
献
を
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
同
志
社
ナ
シ

,
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
よ
う
な
、
閉
鎖
的
で
独
善
的

な
学
閥
の
別
天
地
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
新
島

襄
先
生
の
遺
言
の
「
同
志
社
教
育
の
目
的
は
其
の
神

学
政
治
文
学
等
に
従
事
す
る
に
係
ら
ず
皆
精
神
活
力

同
志
社
大
学
^
憲
牲
学
如
^
会
哲
学
を
講
義
さ
れ

た
中
島
先
生
の
思
想
的
背
景
に
は
、
大
正
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
伝
統
が
脈
打
ち
、
日
本
資
本
主
義
の
独
占
化

の
進
行
す
る
昭
和
初
年
に
お
い
て
、
全
体
主
義
.
国

家
主
義
・
軍
国
主
義
に
対
抗
し
て
、
民
主
主
義
.
社

会
主
義
・
自
由
主
義
の
立
場
に
拠
っ
て
、
独
自
の
国

家
論
を
形
成
し
た
。

上
杉
慎
吉
、
筧
克
彦
、
入
江
貫
一
ら
が
穂
積
八
束

の
「
家
制
立
憲
国
家
」
の
伝
統
を
守
る
国
粋
憲
法
擁
護

思
想
を
も
っ
て
、
フ
フ
シ
ズ
ム
、
君
権
軍
閥
、
官

僚
主
義
を
鼓
吹
し
つ
っ
あ
る
と
き
、
吉
野
作
造
は
「
民

本
主
義
」
の
良
心
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
、
新

渡
戸
稲
造
、
森
戸
辰
男
、
大
山
郁
夫
佐
々
木
惣
一

浮
田
和
民
な
ど
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
家
た

ち
の
先
頭
に
立
っ
た
。
そ
の
思
想
の
根
底
に
あ
る
も

の
は
、
社
会
本
位
的
原
理
で
あ
り
「
社
会
主
義
そ
の

も
の
を
包
括
し
、
近
代
政
治
の
全
過
程
に
わ
た
り
是

を
一
貫
す
る
根
本
の
主
要
原
則
だ
と
考
う
る
方
が
妥

当
の
見
解
で
あ
る
。
」
全
園
野
作
造
)
と
あ
る
よ
う
に

一
般
原
理
と
し
て
社
会
主
義
を
認
め
る
が
、
そ
の
社

会
主
義
は
議
会
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
固
く
結
ば

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
反
動
的
な
「
国
体
明
徴
運
動
」

の
独
裁
的
全
体
主
義
に
鋭
く
対
立
す
る
と
と
も
に
、

ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
的
展

中
重
先
生
の
思
想
的
背

開
に
対
し
て
も
批
判
の
ま
な
こ
を
向
け
、
自
由
主
義

の
擁
護
に
意
欲
的
で
あ
っ
九
。
こ
の
社
会
民
主
主
義

的
系
譜
を
無
視
し
て
は
、
中
島
理
論
の
真
髄
は
的
確

に
理
解
さ
れ
な
い
。

し
か
し
中
島
理
論
に
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
伝
統

を
超
え
る
独
特
の
風
貌
を
与
え
た
も
の
は
、
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
の
強
い
影
響
で
あ
っ
た
。
そ
の
東
大
時
代

本
郷
教
会
に
お
い
て
洗
礼
を
授
け
豊
か
な
人
格
的
感

化
を
与
え
た
海
老
名
弾
正
牧
師
は
、
同
志
社
総
長
と

な
る
や
、
愛
弟
子
中
島
重
を
同
志
社
に
迎
え
て
、
こ

の
学
園
の
特
色
と
す
る
自
由
濶
達
な
学
風
の
も
と
で

存
分
に
そ
の
素
質
を
伸
展
す
る
機
会
を
与
え
九
昭

和
の
初
め
に
お
い
て
、
す
で
に
同
志
社
に
も
右
翼
思

想
の
進
出
が
新
旧
対
立
の
暗
い
影
を
投
げ
か
け
、
私

の
知
る
当
時
の
学
内
の
空
気
は
必
ず
し
も
明
る
さ
に

満
ち
た
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
日

の
マ
ン
モ
ス
化
と
と
も
に
、
い
さ
さ
か
無
性
格
化
の

生
ぬ
る
さ
を
感
じ
さ
せ
る
学
園
光
景
に
較
べ
て
、
権

力
に
抗
す
る
自
由
の
学
府
、
ま
た
基
督
教
的
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
,
ナ
リ
ズ
ム
の
気
風
の
溢
れ
る
そ
の
頃
の
同

志
社
に
は
、
さ
わ
や
か
な
活
気
が
感
じ
ら
れ
た
。

こ
の
自
由
の
学
園
で
、
信
仰
の
炬
火
を
高
く
掲
げ

る
二
人
の
先
達
に
逢
っ
て
、
こ
の
若
き
キ
リ
ス
ト
者

は
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
激
し
く
戦
う
つ
わ
者
へ
と
鍛
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え
ら
れ
六
。
そ
の
一
人
は
賀
川
豊
彦
、
い
ま
一
人
は

堀
貞
一
。
『
社
会
的
基
督
教
概
論
』
(
昭
和
年
)
は

中
島
先
生
の
思
想
的
渇
望
が
こ
の
二
人
の
異
色
あ
る

人
物
に
ょ
っ
て
、
い
か
に
決
定
的
な
影
僻
を
受
け
た

か
を
包
ま
ず
告
白
し
て
い
る
。
堀
貞
一
先
生
は
、
昭

和
二
年
一
月
ハ
ワ
イ
に
お
い
て
霊
感
に
導
か
れ
、
同

志
社
に
来
ら
れ
て
一
大
り
バ
イ
バ
ル
を
起
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
中
島
先
生
は
そ
の
り
バ
イ
バ
ル
の
中
か

ら
実
存
的
信
仰
の
偉
大
な
活
力
を
学
び
、
確
か
な
進

路
を
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

賀
川
豊
彦
先
生
は
、
中
島
先
生
と
同
年
齢
の
人
。

し
か
し
そ
の
信
仰
の
熱
烈
、
思
想
の
熟
達
実
践
の

伸
展
に
お
い
て
、
基
督
教
界
に
早
く
も
確
固
た
る
地

位
を
築
く
予
言
者
的
人
物
で
あ
っ
九
。
幾
た
び
か
同

志
社
伝
道
に
訪
れ
ら
れ
た
賀
川
先
生
の
人
格
的
迫
力

と
神
学
田
槌
し
か
し
て
そ
れ
か
ら
流
れ
出
る
社
会

的
思
惟
は
中
島
先
生
の
在
来
の
生
活
と
祭
に
触

れ
合
・
つ
も
の
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
思
想
的
遍
歴

に
伴
う
混
迷
に
重
要
な
解
決
の
鍵
を
与
え
る
も
の
と

な
っ
た
。
同
志
社
に
「
雲
の
柱
会
」
を
つ
く
り
、
さ

ら
に
「
労
働
者
ミ
ッ
シ
,
ン
」
を
組
織
さ
れ
た
の
は

「
私
は
賀
川
先
生
こ
そ
、
私
ど
も
の
行
き
悩
ん
で
い

る
絶
壁
を
飛
び
超
え
て
、
勇
敢
に
進
ん
で
い
る
そ
の

人
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」

(
一
概
論
」
四
頁
)
と
い
う
中
島
先
生
の
精
神
革
命
の

表
現
で
あ
っ
た
。

岩
倉
土
地
問
題
に
か
ら
む
同
志
社
本
部
と
の
意
見

の
阻
隔
は
、
純
情
一
徹
の
先
生
を
し
て
訣
を
分
っ
て

関
西
学
院
に
去
ら
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
先
生

の
魂
の
ふ
る
さ
と
は
、
つ
ね
に
同
志
社
で
あ
り
、
同

志
社
を
離
れ
た
先
生
は
陸
に
上
っ
た
河
童
の
ど
と
く

に
佗
し
げ
で
あ
っ
た
。
結
核
は
久
し
く
そ
の
肉
体
を

蝕
み
、
肉
体
に
と
の
刺
を
も
つ
人
は
、
い
か
な
る
と

き
も
人
生
の
純
粋
性
を
求
め
て
、
内
面
に
激
し
い
鬪

い
を
突
か
い
続
け
る
。
今
次
大
戦
の
直
後
、
同
志

社
は
再
び
先
生
に
教
授
と
し
て
職
場
を
提
供
し
、
先

生
は
鳴
咽
し
て
そ
の
友
愛
を
感
謝
さ
れ
た
が
、
死
へ

の
病
は
、
再
び
先
乍
を
同
志
社
の
教
城
に
立
つ
こ
と

を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
愛
弟
子
竹
内
愛
二
先
生
と

と
も
に
、
臨
終
近
い
中
島
先
生
の
病
床
を
訪
れ
た
と

き
、
私
た
ち
の
手
を
握
っ
て
「
私
の
屍
を
超
え
て
進

め
」
と
言
わ
れ
た
が
、
そ
れ
以
来
、
私
は
こ
の
一
言
葉

の
意
味
を
い
ま
も
反
趨
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

容
貌
衆
に
す
ぐ
れ
て
端
麗
な
先
生
の
死
顔
は
、
物
事

の
積
極
面
を
求
め
て
先
へ
先
へ
と
進
む
こ
の
人
の
精

髄
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
明
る
か
っ
た
。

私
は
過
ぐ
る
年
、
明
治
学
院
大
学
の
「
賀
川
豊
彦

記
念
講
座
」
に
十
二
回
に
わ
た
る
連
続
講
演
の
機
会

を
与
え
ら
れ
、
賀
川
豊
彦
全
集
を
改
め
て
精
読
す
る

時
を
も
っ
六
の
で
あ
る
が
、
中
島
先
生
の
思
想
体
系

は
賀
川
先
生
の
そ
れ
と
ま
さ
に
「
あ
ざ
な
え
る
繩
」

の
と
と
く
に
密
接
な
関
係
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
、
そ
の
友
愛
あ
る
い
は
師
弟
の
愛
の
深
さ
に

感
嘆
の
念
を
さ
え
覚
え
る
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
巾
島
先
生
は
憲
法
学
者
、
社
会
学
者

と
し
て
、
学
究
者
独
特
の
用
意
を
も
っ
て
、
精
細
に

そ
の
社
会
結
合
本
位
思
想
を
秩
序
付
け
、
社
会
的
現

実
の
な
か
に
明
証
し
得
る
さ
ま
ざ
ま
の
事
例
を
も
っ

て
、
発
展
論
的
社
会
哲
学
の
確
か
さ
を
論
述
さ
れ
る

ユ
ニ
ー
ク
な
業
績
に
お
い
て
、
賀
川
先
生
と
は
別
箇

の
境
地
を
歩
ん
だ
人
で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
に
お
け

る
「
社
会
的
基
督
教
」
の
中
心
的
指
導
者
と
し
て
、

神
学
者
な
ら
ぬ
立
場
の
身
軽
さ
か
ら
、
意
気
揚
々
と

し
て
旧
教
派
の
神
学
的
伝
統
を
論
評
し
、
一
般
教
会

に
挑
戦
す
る
「
第
二
の
宗
教
改
革
」
論
を
も
っ
て
、

当
代
の
神
学
者
と
激
突
す
る
気
慨
に
お
い
て
、
賀
川

先
生
に
み
ら
れ
ぬ
独
自
性
を
発
揮
し
た
人
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
独
創
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
愚

の
全
体
構
造
は
、
そ
の
社
会
発
展
論
に
お
い
て
も
、

ま
六
騎
罪
愛
に
も
と
ず
く
協
同
体
思
想
に
お
い
て

も
、
ま
た
ギ
ル
ド
・
ソ
シ
ア
リ
ズ
ム
と
協
同
組
△
呈
冊

に
出
発
す
る
社
会
的
実
践
理
論
に
お
い
て
も
、
亙
い

に
他
の
足
ら
ざ
る
を
補
っ
て
、
一
っ
の
完
成
し
た
思

想
体
系
を
構
成
す
る
双
生
児
の
ご
と
き
立
場
に
お
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
驚
異
と
言
う
ほ
か
は

な
い
。中

島
先
生
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
ス
ヘ
ン
サ
ー
研

究
の
第
一
人
者
と
し
て
、
名
著
ス
ヘ
ン
サ
ー
』
を

公
刊
せ
ら
れ
、
社
会
を
生
物
有
機
体
の
発
展
と
の
類

推
に
お
い
て
論
じ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
を
省
み
っ
つ
、
社

会
結
合
本
位
思
想
と
進
化
論
と
を
融
合
せ
し
め
て
、

『
発
展
す
る
全
体
」
(
昭
和
十
四
年
)
の
思
想
に
到
達

せ
ら
れ
た
。
メ
ー
ン
が
「
身
分
よ
り
契
約
へ
」
、
テ

ン
ニ
ー
ス
が
「
利
益
社
会
と
共
同
社
会
の
交
替
過
程
」

と
し
て
、
社
会
の
変
化
を
単
に
社
会
結
合
の
形
式
の

変
遷
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
社
会
哲
学
者
と
し
て
の
中
島
先
生
は
、
社
会
そ

の
も
の
が
そ
の
範
囲
お
よ
び
内
容
に
お
い
て
結
合
を

増
大
し
、
連
帯
を
増
進
す
る
進
化
論
に
い
わ
ゆ
る
「
定

向
進
化
」
(
又
子
0
如
含
含
式
内
ぐ
0
一
三
一
0
巳
の
過
程
に

あ
る
も
の
と
解
し
、
社
会
化
(
m
0
含
乞
一
N
讐
今
)
、
統

合
化
(
昔
語
唇
牙
巳
の
拡
大
・
高
度
化
を
も
っ
て

社
会
発
展
の
指
標
と
観
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
賀
川

先
生
が
苫
き
日
よ
り
の
構
想
を
練
り
上
げ
て
、
実
に

中
重
先
生
と
川
神
学

十
七
年
間
の
執
筆
を
も
っ
て
七
十
歳
の
夏
出
版
さ
れ

た
『
宇
宙
の
目
的
』
の
内
容
と
相
い
補
っ
て
、
歴
史

的
発
展
の
秘
義
を
語
る
も
の
と
い
い
得
る
で
あ
ろ

)し

う
。
中
島
先
生
は
、
病
い
癒
え
な
ば
『
社
会
発
展
の

理
論
.
一
を
公
に
し
て
、
自
分
の
ラ
イ
フ
.
ワ
ー
ク
と

し
た
い
と
口
癖
に
一
言
わ
れ
て
い
九
が
、
つ
い
に
そ
の

機
会
は
来
な
か
っ
た
。

社
会
的
基
教
の
指
者
と
し
て

子
供
の
時
か
ら
日
曜
学
校
で
育
て
ら
れ
、
二
十
三

歳
で
洗
礼
を
受
け
ら
れ
九
中
島
先
生
は
、
永
く
培
わ

れ
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
愛
の
共
同
体
思
想

を
、
こ
の
発
展
論
的
社
会
哲
学
を
も
っ
て
武
装
さ
れ

活
け
る
宗
教
と
は
、
先
生
に
と
っ
て
宇
宙
万
有
の
統

者
に
し
て
包
括
者
と
し
て
の
神
と
の
△
巳
に
ょ
り

自
我
と
社
会
と
の
乗
雌
自
然
界
と
自
我
と
の
矛
盾

を
克
服
す
る
社
会
化
機
能
を
果
た
す
も
の
と
考
え
ら

れ
た
宗
教
を
こ
の
よ
う
に
社
会
的
・
機
能
的
に
み

る
立
場
か
ら
、
い
ま
個
人
主
義
的
資
本
主
義
社
会
よ

り
、
社
会
的
結
△
口
・
連
帯
の
深
化
拡
大
す
る
社
会
主

義
社
会
へ
の
発
展
の
必
然
的
な
こ
の
歴
史
の
一
大
転

換
期
に
当
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
よ
り
一
層
高
度
の

嘉
社
会
化
を
実
現
す
べ
き
歴
史
的
課
題
を
遂
行
し

得
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
そ
の

個
人
主
義
的
傾
向
を
止
揚
し
て
、
神
に
お
け
る
共
同

社
会
の
完
成
を
目
指
す
社
会
結
合
本
位
的
「
社
会
的

基
督
教
」
へ
と
、
第
二
の
宗
教
改
革
を
敢
行
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
ぬ
と
す
る
熱
裂
主
張
が
う
ま
れ
、
キ
リ

ス
ト
者
の
社
会
モ
義
運
動
へ
の
献
身
は
、
社
会
的
基

督
教
の
本
質
よ
り
求
め
て
止
み
難
い
も
の
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

社
会
的
実
践
の
学
問
的
研
究
に
心
惹
か
れ
る
私
に

と
っ
て
、
賀
川
中
島
両
先
生
の
人
格
と
暴
は
、

ま
な
こ
を
閉
ざ
し
て
通
り
過
ぎ
る
こ
と
の
で
き
な
い

関
心
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
聖
書
的
信
仰
の
奥
儀

を
凝
視
す
る
者
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
人
間
の
原
罪

性
へ
の
問
い
方
が
、
賀
川
神
学
の
場
合
で
す
ら
、
自
由

神
学
に
共
通
の
欠
陥
と
し
て
不
当
に
楽
観
的
で
あ

り
、
宗
教
的
否
定
の
契
機
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
う
非

難
は
免
る
べ
く
も
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
が
現
代
の
社

会
科
学
の
領
域
に
深
く
分
け
入
ろ
う
と
す
る
と
き
、

社
会
科
学
に
本
質
的
な
物
の
問
い
方
と
し
て
、
運
命

的
或
い
は
不
可
避
的
に
、
こ
の
世
の
内
側
で
の
内

在
主
義
的
な
解
決
方
法
に
導
か
れ
ぎ
る
を
得
な
い
九

い
つ
し
か
人
間
理
解
が
聖
書
に
固
有
な
罪
観
の

、

め喪
失
に
誘
い
込
ま
れ
、
人
本
主
義
的
偏
向
の
危
機
に

さ
ら
さ
れ
る
倶
れ
の
あ
る
こ
と
は
、
中
島
先
生
の
場

合
に
も
い
ぇ
る
こ
と
で
あ
る
。
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『
発
展
す
る
全
体
』
の
な
か
で
、
人
間
的
可
能
性
の

限
界
を
強
調
す
る
力
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
弁
証
法
的
神

学
の
終
末
論
を
も
っ
て
「
暴
論
」
で
あ
る
と
批
評
(
同

書
二
四
八
頁
)
さ
れ
た
が
、
「
社
会
と
万
有
と
が
神

に
帰
入
し
、
神
の
国
が
完
全
に
実
現
さ
れ
終
れ
ば
、

そ
こ
に
は
神
の
国
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る

も
の
は
神
の
み
と
な
る
。
」
(
『
社
会
的
基
督
教
の
本

質
』
一
0
四
頁
)
と
い
う
よ
う
な
汎
神
論
的
理
解
の

も
と
で
は
、
神
と
人
と
の
永
遠
の
質
的
相
違
は
消
滅

し
、
聖
書
的
真
理
は
そ
の
根
本
を
危
く
せ
ら
れ
る
。

そ
こ
に
社
会
的
基
督
教
の
限
界
が
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
世
界
史
の
哲
学
』
の
な
か
で
こ
う

言
っ
た
。
『
各
個
人
は
そ
.
の
国
民
と
時
代
の
子
で
あ

る
。
何
人
も
そ
の
後
に
止
ま
ら
ず
、
ま
た
況
ん
や
そ

の
前
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
中
島
先
生
も
し

よ
せ
ん
そ
の
「
時
代
の
子
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先

生
は
学
問
と
実
践
に
身
を
張
っ
て
、
精
進
一
路
の
人

生
を
戦
い
抜
い
た
人
で
あ
る
。
思
想
家
と
は
、
ま
こ

と
の
死
場
所
を
求
め
ゆ
く
人
の
姿
で
な
け
れ
ぱ
な
ら

ぬ
。
同
志
社
は
、
こ
の
よ
う
な
学
究
者
に
支
え
ら
れ

て
こ
そ
、
と
こ
し
え
に
そ
の
生
命
を
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

扉
の
画
の
筆
者
、
=
涌
鉄
造
氏
は
慶
応
二
年
、

山
形
県
酒
田
の
士
族
の
家
に
生
ま
れ
た
。
酒
田

郡
役
所
に
勤
め
て
い
る
と
き
宣
教
師
モ
ー
ル
博

士
を
知
り
、
そ
の
す
す
め
で
同
志
社
に
入
学
し

た
。

彼
が
在
学
し
た
の
は
明
治
二
十
四
年
か
ら
二

十
七
年
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
当
時
、
同
志
社
の

学
生
に
は
山
室
軍
平
、
宮
川
一
男
、
津
下
紋
太

K
、

村
井
貞
之
助
、
牧
野
虎
次
ら
が

良ひ
し
め
き
あ
い
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神

が
学
園
に
み
ち
み
ち
て
い
た
と
い

う
。
彼
は
と
く
に
山
室
単
平
の
「
説

教
や
講
演
だ
け
で
は
救
わ
れ
な
い
人

々
が
多
く
あ
る
。
人
は
ハ
ン
だ
け
で

生
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
た
ハ

ン
が
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
る
も
の

で
も
な
い
」
と
い
う
熱
弁
に
感
動
し

三
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぱ
社
会
事
業
へ
の

関
心
を
深
め
て
い
っ
た
。

卒
業
後
、
一
時
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
が
、
間
も

な
く
帰
国
仙
台
で
伝
道
を
始
め
た
。
デ
ビ
ス

先
生
や
山
室
軍
平
を
招
い
て
講
演
会
を
開
い
た

の
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
東
北
の
農

村
が
ウ
ン
カ
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
う
け
、
籬

村
、
放
浪
者
が
激
増
し
た
際
、
白
宅
に
迷
い
込

ん
で
き
た
浮
浪
児
を
養
っ
た
り
、
日
露
戦
争
の

戦
利
品
を
手
に
入
れ
て
。
ハ
ン
を
作
り
、
貧
民
に

配
っ
た
り
、
寄
付
を
集
め
て
貧
民
に
与
え
た
り

し
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
に
対
す
る
宮
城
県
知
事

の
感
謝
状
が
嗣
十
・
重
雄
氏
(
松
本
市
在
住
)

の
も
と
に
幾
通
か
残
さ
れ
て
い
る

そ
の
後
、
郷
里
の
酒
田
に
帰
り
、
酒
田
と
鶴

岡
を
中
心
と
し
て
農
村
伝
道
に
献
身
し
た
。
と

く
に
仏
教
の
強
い
酒
田
で
は
郵
便
局
長
を
説
得

し
、
出
勤
前
の
郵
便
局
を
借
り
て
朝
の
礼
拝
を

し
た
り
、
貧
民
の
救
済
に
努
力
し
、
い
つ
し
か

「
街
の
聖
者
と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
と
い
,
つ
。

彼
の
活
動
は
し
ぱ
し
ぱ
新
聞
紙
上
で
も
紹
介

さ
れ
、
昭
和
八
年
、
過
労
が
も
と
で
永
眠
(
六

十
八
歳
)
し
た
と
き
も
、
東
京
日
日
新
聞
の
酒

田
版
に
は
写
真
入
り
で
「
酒
田
の
聖
者
三
浦
氏

逝
く
」
の
見
出
し
で
追
悼
記
事
が
載
せ
ら
れ
て

し
7彼

は
在
学
中
、
郷
里
の
酒
田
と
同
志
社
を
往

復
す
る
途
次
、
各
地
で
風
景
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て

い
る
が
、
明
治
時
代
の
学
生
が
一
般
に
よ
く
旅

行
し
て
い
る
こ
と
や
、
当
時
の
風
俗
が
う
か
が

え
て
面
白
い
。

三
浦
氏
の
業
蹟
に
つ
い
て
は
同
志
社
で
は
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
、
調
査
、
研

究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
交
学
部
教
授
・
社
会
保
障
論
)

私
が
大
学
院
へ
進
ん
で
ソ
ヴ
ェ
ト
経
済
の
研
究

を
志
そ
う
と
い
う
気
持
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ

ろ
に
、
遠
い
縁
つ
づ
き
に
あ
た
る
あ
る
高
名
な
西

洋
経
済
史
家
か
ら
、
外
国
の
研
究
を
す
る
の
は
こ

と
ば
の
点
一
つ
と
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
大
変
割

の
悪
い
仕
事
で
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
の
障

害
を
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
を

覚
悟
し
て
か
か
ら
な
い
と
中
途
半
ぱ
に
終
る
こ
と

に
な
る
よ
、
と
い
う
意
味
の
、
忠
告
と
も
激
励
と

も
と
れ
る
一
系
を
聞
い
六
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時

に
は
、
こ
の
よ
う
な
大
家
が
個
人
的
に
述
懐
す
る

よ
う
に
い
わ
れ
た
印
象
が
強
く
残
っ
た
だ
け
で
、

こ
の
言
葉
の
意
味
を
深
く
考
え
よ
う
と
は
し
な
か

つ
た
。
な
に
か
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
い
わ
れ
た

と
し
か
受
取
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

外
国
経
済
の
研
究
に
と
も
な
う
障
害
や
困
難
な

諸
条
件
を
は
っ
き
り
と
需
し
て
か
か
れ
、
と
い

う
こ
と
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
、
い
わ
ぱ
技
術
的

な
意
味
で
い
わ
れ
九
の
で
は
な
く
て
、
研
究
の
姿

勢
と
い
う
か
態
度
と
い
う
か
、
そ
の
辺
に
ょ
ほ
ど

の
自
覚
と
工
犬
が
心
要
な
こ
と
を
示
唆
し
て
お
ら

れ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
系
永
を
理
觧
し

な
お
す
こ
と
が
で
き
九
の
は
、
そ
れ
か
ら
数
年
問

の
研
究
の
ジ
グ
ザ
グ
を
経
た
の
ち
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
書
い
た
一
文
(
『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
第

四
巻
第
三
号
所
収
拙
稿
)
の
な
か
で
指
摘
し
た
こ

と
で
あ
る
が
、
ソ
連
邦
な
ど
の
社
会
主
義
経
済
の

研
究
に
は
、
外
国
研
究
と
し
て
の
困
難
だ
け
で
な

く
、
そ
の
外
国
が
わ
が
国
と
は
根
本
的
に
社
会
経

"

い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
社
会

主
義
経
済
の
現
実
的
諸
条
件
か
ら
ま
っ
た
く
き
り

は
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
わ
が
国
に
お

い
て
社
会
主
義
経
済
在
研
究
す
る
と
い
う
ぱ
あ
い

に
、
研
究
を
内
的
に
制
約
す
る
も
の
と
し
て
の
そ

れ
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
困
難
は
本
質
的
に
克
服
で
き
な
い

も
の
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
と

思
う
。
そ
の
克
服
を
可
能
に
す
る
研
究
方
法
を
自

覚
的
に
採
用
す
る
こ
と
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
ま

だ
き
わ
め
て
日
が
浅
く
弱
体
な
、
ソ
ヴ
ェ
ト
経
済

に
か
ん
す
る
研
究
を
、
真
に
客
観
的
な
、
科
学
的

な
、
自
主
独
往
的
な
も
の
と
し
て
発
展
さ
せ
る
た

め
に
、
必
要
で
あ
る
。
私
は
、
純
理
論
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
、
よ
り
正
確
に
い

え
ぱ
歴
史
的
"
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が
こ

の
羅
に
こ
た
え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
そ

の
方
法
の
正
当
性
は
、
私
の
研
究
1
そ
れ
は
、

『
土
地
制
度
史
学
』
第
二
四
号
所
収
拙
稿
な
ど
の

よ
う
に
、
ま
だ
十
月
革
命
前
後
の
時
期
に
と
ど
ま

つ
て
い
る
が
ー
の
今
後
の
成
果
に
ょ
っ
て
、
検

証
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
商
学
部
専
任
諭
師
・
社
会
主
義
貿
易
論
)

済
体
制
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
く
る
困
難
が
あ
り

い
わ
ぱ
二
重
の
困
難
が
つ
き
ま
と
ぅ
。
後
者
の
困

難
と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な

政
治
的
・
社
会
的
圧
迫
と
い
っ
た
研
究
の
外
側
か

ら
く
る
困
難
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ

で
私
が
体
制
の
違
い
か
ら
く
る
研
究
上
の
困
難
と

私の研究、

ソヴェト経済

の研究方法

彰門脇

'^
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浦鉄造氏のこと




