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は
じ
め
に

　
「
悪
の
問
題
」（problem

 of evil

）
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
宗
教
家
や
神
学
者
、
ま
た
哲
学
者
を
魅
了
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
初
期
近

代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
新
し
い
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
デ
カ
ル
ト
（René 

D
escartes, 1596-1650

）
の
提
唱
し
た
革
新
的
な
自
然
哲
学
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
の
運
動
の
背
後

に
は
神
の
意
志
と
力
が
あ
り
、
こ
れ
が
自
然
法
則
の
不
変
性
を
担
保
す
る
。
し
か
し
神
の
意
志
が
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
原
因
で
あ
る
な
ら

〈
論
文
要
旨
〉　

自
然
法
則
を
神
の
意
志
と
密
接
に
結
び
つ
け
た
デ
カ
ル
ト
の
革
新
的
な
考
え
に
よ
っ
て
、「
自
然
に
お
け
る
悪
」
と
そ
れ
さ
え
意
志
す

る
「
善
な
る
神
」
と
い
う
概
念
的
な
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。
多
く
の
初
期
近
代
の
思
想
家
た
ち
は
こ
れ
を
悪
の
問
題
と
み
な
し
、
様
々
な
解
決
法
を

論
じ
た
。
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
し
か
し
先
行
研
究
を
み
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
悪
の
問
題
に
つ
い
て
の
議

論
と
そ
の
解
決
策
を
的
確
に
論
じ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
一
六
六
四
年
か
ら
六
五
年

に
か
け
て
交
わ
さ
れ
た
在
野
の
神
学
・
哲
学
者
Ｗ
・
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
と
の
書
簡
を
分
析
す
る
。
つ
ぎ
に
、『
エ
チ
カ
』（
一
六
七
七
年
）
の
第
四
部

で
ス
ピ
ノ
ザ
が
悪
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
に
着
目
し
、
伝
統
的
な
哲
学
と
の
理
解
の
違
い
を
確
認
す
る
。
最
後
に
彼
の
『
神
学
・
政
治
論
』（
一
六
七

〇
年
）
を
ひ
ら
き
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
悪
の
関
係
に
光
を
あ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
と
し
て
の
彼
の
国
家
論
に
注
目
し
た
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

悪
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
改
革
派
神
学
、
デ
カ
ル
ト
主
義
、
オ
ラ
ン
ダ
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ば
、
神
は
悪
さ
え
も
意
志
す
る
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う１
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
帰
結
は
神
を
絶
対
的
な
善
と
み
な
す
キ
リ
ス
ト

教
と
矛
盾
す
る
。
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
自
然
科
学
の
発
展
を
追
求
し
た
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
こ
れ
は

看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
悪
の
問
題
」、
い
わ
ゆ
る
「
神
義
論
」（T

heodicy

）
は
、
こ
の
時
代
に
脚
光
を
浴
び
る

こ
と
に
な
る２
。

　

こ
の
時
代
に
活
躍
し
た
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
（Baruch Spinoza, 1632-1677

）
も
悪
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
主
題
に

つ
い
て
の
彼
の
立
場
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
も
そ
の
解
釈
は
一
致
し
て
い
な
い
。
あ
る
研
究
者
は
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
（Gottfried W

ilhelm
 Leibniz, 1646-1716

）
や
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
（N

icolas de M
alebranche, 1638-1715

）
ら
の
よ
う
に
、
ス
ピ

ノ
ザ
も
神
の
善
性
と
世
界
の
悪
と
の
関
係
に
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う３
。
し
か
し
こ
の
考
え
は
正
し
く
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
る
神
は

善
悪
を
超
越
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
、
同
時
代
の
哲
学
者
た
ち
の
よ
う
に
は
悪
を
問
題
視
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ

の
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
が
悪
の
存
在
自
体
を
否
定
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
神
が
客
観
的
な
意
味
に
お
い
て
善
悪
を
超
越

す
る
と
論
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
主
観
的
な
経
験
に
お
け
る
悪
が
存
在
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、

彼
の
哲
学
が
一
切
の
悪
や
苦
し
み
を
否
定
す
る
と
論
じ
る
メ
ラ
メ
ッ
ド
の
解
釈
は
退
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い４
。
む
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ

は
、
人
間
の
視
点
に
お
け
る
悪
の
存
在
を
明
確
に
認
識
し
て
お
り
、
悪
を
あ
く
ま
で
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
扱
う
。
実
際
に
そ
の
よ

う
な
解
釈
は
、
ナ
ド
ラ
ー
や
ジ
ャ
レ
ッ
ト
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
者
は
、
中
世
の
ユ
ダ
ヤ
教
哲
学
者
に
ス
ピ
ノ
ザ

の
考
え
の
源
泉
を
み
い
だ
し
、
宇
宙
の
原
理
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
を
超
克
す
る
こ
と
が
彼
の
解
決
策
だ
と
主
張
し
た５
。
ま
た

後
者
の
理
解
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
認
識
に
加
え
て
、
徳
を
陶
冶
す
る
こ
と
で
悪
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
い
う６
。
し
か
し

な
が
ら
こ
れ
ら
の
主
張
に
従
う
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
は
伝
統
的
な
哲
学
や
徳
の
理
解
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
り
、
デ
カ
ル
ト
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の
革
新
的
な
学
説
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
悪
の
問
題
の
解
決
に
な
る
と
は
い
い
が
た
い
。

　

以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
稿
は
悪
の
問
題
に
た
い
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
解
決
策
を
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
問
題

の
答
え
と
し
て
捉
え
、
善
悪
を
超
越
す
る
神
の
概
念
と
彼
の
国
家
論
と
の
関
係
に
お
い
て
検
証
し
た
い
。
第
一
節
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ

に
お
け
る
悪
の
問
題
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
一
六
六
四
年
か
ら
六
五
年
に
か
け
て
交
わ
さ
れ
た
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ

（W
illem

 van Blijenbergh, 1632-1696

）
と
の
書
簡
を
分
析
す
る
。
つ
づ
く
第
二
節
で
は
、『
エ
チ
カ
』
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
悪
に
つ
い
て
論

じ
た
箇
所
に
着
目
し
、
伝
統
的
な
哲
学
と
の
理
解
の
違
い
を
確
認
す
る
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
彼
の
『
神
学
・
政
治
論
』
を
ひ
ら

き
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
悪
の
問
題
の
関
係
に
光
を
あ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
と
し
て
の
国
家
論
に
注
目
し
た
い
。

一　

ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
と
善
悪
の
基
準
と
し
て
の
神

　

一
六
六
四
年
一
二
月
、
あ
る
人
物
か
ら
一
通
の
手
紙
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
元
へ
届
い
た
。
送
り
主
は
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
に
拠
点
を
も
つ
穀
物

商
人
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
。
彼
は
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
デ
カ
ル
ト
の
提
唱
し
た
新
し
い
哲
学
に
強
く
惹
か
れ
て
い
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
出
版
し
た
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
と
そ
の
付
録
『
形
而
上
学
的
思
想
』
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
（
一
六
六
四

年
）
を
入
手
し
、
読
み
込
ん
だ
の
だ
ろ
う７
。
彼
は
そ
の
書
物
が
学
術
的
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
す
ぐ
さ
ま
理
解
し
た
が
、
同
時

に
そ
こ
に
潜
む
危
険
性
も
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
悪
の
問
題
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
見
解
を
否
定
し
か
ね
な
い
。
そ
れ

に
気
づ
い
た
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
は
、
低
地
地
方
の
寒
さ
深
ま
る
一
二
月
一
二
日
に
ス
ピ
ノ
ザ
へ
書
簡
を
記
し
た
の
だ
っ
た
。

　

ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
書
物
に
ひ
と
つ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
見
出
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
も
し
ス
ピ
ノ
ザ
が
論
じ
る
よ
う

な
仕
方
で
神
が
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
原
因
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
志
の
う
ち
に
悪
は
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
神
が
悪
を
意
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志
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
こ
の
点
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
の
見
解
を
一
歩
進
め
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
神
は
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
原
因
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
ま
だ
人
間
の
意
志
の
自
由
が
担
保
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
神
が
悪
の
原
因
に
な
る
こ
と
は
な
い８
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
の
精
神
の
作
用
も
ま
た
神
の
必
然
性
の
下
に
あ

る
と
い
う９
。
す
る
と
人
間
の
意
志
の
自
由
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
に
従
う
と
、
原
罪
を
生
み
出
し
た
と
さ
れ
る
エ
デ
ン
の
園
で
の

ア
ダ
ム
の
行
為
も
神
が
意
志
し
た
こ
と
に
な
り
、
な
ん
ら
悪
で
な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
神
が
悪
で
あ
る
と
い
う
帰
結
が
導
き
だ
さ
れ

て
し
ま
う
。
こ
れ
を
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
は
危
惧
し
た
の
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
悪
を
意
志
の
一
定
の
あ
り
方
と
み
な
す
こ
の
商
人
の
考
え
を
そ
も
そ
も
認
め
な
い
。
と
い
う
の
も
、

存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
と
そ
の
運
動
は
、
そ
れ
の
み
に
お
い
て
い
え
ば
完
全
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
善
も
悪
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
ア
ダ
ム
の
行
為
も
そ
れ
自
体
で
理
解
さ
れ
れ
ば
、
実
を
食
べ
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
完
全
性
を
も
つ
行
為
で
あ
り
、
悪
と
は

み
な
せ
な
いＡ
。

　

さ
ら
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
悪
を
神
の
意
志
に
反
す
る
行
為
と
み
な
す
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
の
定
義
を
退
け
た
。
と
い
う
の
も
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
る
と
、「
神
に
対
し
て
罪
を
犯
す
」
や
「
神
を
怒
ら
す
」
と
い
っ
た
人
間
の
言
語
表
現
は
、
字
義
通
り
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
あ
く
ま
で
「
人
間
的
な
話
法
」（hum

ano m
ore loquendo

）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

事
物
の
本
質
や
実
際
の
関
係
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
だＢ
。
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
が
真
理
の
規
範
と
す
る
聖
書
は
、
ま
さ
に
こ

の
人
間
的
な
話
法
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
た
。
聖
書
と
は
愚
か
な
民
衆
に
向
け
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
は
彼
ら
が
道
徳
的
に
生

き
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
民
衆
は
理
性
を
重
ん
じ
る
こ
と
な
く
、「
崇
高
な
事
柄
を
理
解
す
る
能
力
が
な
い
」。

だ
か
ら
、
預
言
者
た
ち
は
民
衆
に
対
し
て
、
神
を
王
の
よ
う
に
描
写
し
、
そ
の
王
の
律
法
を
守
る
よ
う
に
訴
え
か
け
た
。
そ
し
て
守
ら
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な
い
も
の
に
は
刑
罰
が
あ
り
、
守
る
も
の
に
は
報
酬
が
あ
る
と
い
う
「
ま
っ
た
く
の
た
と
え
話
」（integras parabolas

）
を
も
ち
い
て

民
衆
に
語
り
か
け
るＣ
。
恐
怖
と
希
望
に
よ
っ
て
彼
ら
を
指
導
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
書
に
神
が
何
か
を
命
じ
た
と
記
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
字
義
通
り
に
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
哲
学
者
で
あ
れ
ば
、
聖
書
に
頼
ら
ず
と
も
、
自
ら
の
理

性
に
よ
っ
て
真
理
を
み
い
だ
せ
る
。
だ
か
ら
彼
ら
は
「
律
法
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
徳
を
行
う
の
で
は
な
く
、
徳
は
最
も
よ
き
も
の

だ
か
ら
」
徳
を
愛
し
、
行
え
る
の
だＤ
。
こ
う
し
た
理
解
を
持
た
な
い
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
は
、
哲
学
的
な
真
理
と
聖
書
の
記
述
を
混
同

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
う
。

　

そ
れ
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
哲
学
的
な
真
理
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
全
て
を
司
る
神
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
は
神
の
意
志
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
悪
で
あ
り
よ
う
が
な
い
。
ま
た
、
も
し
そ
の
神
の
意
志
に
反
し
て
な

に
か
が
起
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
の
な
か
に
不
完
全
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
丸
い
四
角
形
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
こ
の
矛
盾
を
許
容
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
世
界
が
神
の
完
全
な
意
志
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
た
だ
ち
に
悪

の
否
定
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
哲
学
者
に
よ
る
と
、
人
間
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
完
全
性
が
欠
落
し
た
状
態
を
悪
と
み

な
す
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
だ
。
人
間
の
知
性
は
個
物
を
類
に
わ
け
、
そ
の
類
に
お
い
て
優
劣
を
決
定
す
る
。
た
と
え
ば
「
人
間
」
と
い

う
類
に
は
、
同
一
の
定
義
で
表
現
さ
れ
る
個
物
が
集
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
定
義
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
、
最
高
に
完
全
な
「
人
間
」

の
形
態
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
あ
る
人
間
を
よ
り
完
全
、
ま
た
あ
る
人
間
を
不
完
全
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
う
し
て
ス
ピ

ノ
ザ
は
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
に
対
し
て
、
人
間
の
視
点
に
お
け
る
悪
、
あ
る
い
は
不
完
全
性
の
概
念
を
提
示
し
た
。

　

悪
の
理
解
を
め
ぐ
る
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
応
酬
は
、
こ
の
後
も
し
ば
ら
く
続
くＥ
。
だ
が
両
者
の
立
場
は
、
そ
の
前
提

に
お
い
て
決
定
的
に
違
っ
て
お
り
、
議
論
は
平
行
線
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
前
提
は
神
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
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め
問
題
の
核
心
は
最
初
の
応
答
で
ほ
ぼ
出
尽
く
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
に
よ
る
と
、
神
は
聖
書
に
よ
っ
て

啓
示
さ
れ
、
そ
の
神
は
意
志
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
志
に
反
し
た
人
間
の
行
為
が
悪
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
キ

リ
ス
ト
教
の
考
え
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
を
含
め
た
他
の
ほ
と
ん
ど
の
十
七
世
紀
の
思
想
家
た
ち
も
同
意
で
き
る
。
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ

は
、
聖
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
神
を
否
定
し
た
。
む
し
ろ
神
は
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
必
然
的
に
司
る
存
在
者
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
神

の
視
点
か
ら
す
れ
ば
悪
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
人
間
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
不
完
全
性
、
す
な
わ
ち
悪
は
存
在
し
う
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
徐
々
に
開
示
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
悪
に
つ
い
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解
で
あ
っ
た
が
、
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
の
根
本
原
理
が
自

ら
の
も
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
が
判
明
す
る
や
い
な
い
や
、
そ
れ
以
上
披
露
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
たＦ
。
そ
こ
で
次
節
で
は
遺

稿
『
エ
チ
カ
』
を
開
き
、
悪
に
つ
い
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
理
解
を
よ
り
包
括
的
に
検
証
し
て
い
き
た
い
。

二　

悪
と
完
全
性

　
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
悪
の
問
題
を
「
人
間
の
隷
属
あ
る
い
は
感
情
の
力
」
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
て
い
るＧ
。
そ

の
序
言
で
彼
は
、「
感
情
」（affectus

）
を
抑
制
で
き
な
い
人
間
の
無
能
力
を
隷
属
と
呼
ん
で
お
り
、
感
情
に
支
配
さ
れ
る
ひ
と
は
、
善

い
も
の
を
知
り
な
が
ら
も
悪
を
選
ん
で
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
悪
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
ひ
と
は
な
に
か
を
製
作
す
る
と
き
に
、
そ
の
作
品
が
完
全
か
不
完
全
か
を
判
断
す
る
。
そ
こ
に
は
製
作

者
が
理
想
と
す
る
「
型
」（exem

plar

）
が
あ
る
か
ら
だ
。
い
つ
し
か
人
は
こ
れ
を
自
然
の
理
解
に
適
用
し
、
自
然
を
完
全
、
あ
る
い
は

不
完
全
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
完
全
な
も
の
を
善
、
不
完
全
な
も
の
を
悪
と
み
な
す
。
だ
が
こ
れ
は
誤
り
だ
と
ス
ピ
ノ
ザ

は
い
う
。
と
い
う
の
も
、
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
と
の
書
簡
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
自
然
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
超
越
し
た
善
と
い
う
原
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理
に
向
か
う
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
原
理
も
目
的
も
な
い
多
様
な
運
動
の
な
か
に
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
全
体
で
み
れ

ば
、
完
全
性
も
不
完
全
性
も
、
ま
た
善
も
悪
も
存
在
し
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
に
お
い
て
、
悪
は
偏
見
以
上
の
存
在

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
自
然
全
体
で
み
れ
ば
悪
は
偏
見
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
少
な
く
と
も
人
間
の
経
験
に
お
け
る
悪
の
存
在
を

否
定
し
て
い
な
いＨ
。
彼
に
よ
る
と
、
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
多
様
な
運
動
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
人
間
は
み

ず
か
ら
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
。
こ
う
し
た
努
力
（conatus

）、
あ
る
い
は
活
動
（actio

）
を
阻
む
も
の
が
悪
と
み
な
さ
れ

るＩ
。

　

し
か
し
、
も
し
み
ず
か
ら
の
活
動
を
阻
む
も
の
が
人
間
に
と
っ
て
の
悪
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
に
と
っ
て
異
な

る
悪
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
お
互
い
の
存
在
さ
え
も
悪
に
な
り
か
ね
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
た
だ
ち
に
「
万
人

の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
の
よ
う
な
急
進
的
な
個
人
主
義
に
発
展
し
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
「
徳
」（virtus

）
を
人
間

の
能
力
と
同
一
視
し
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
規
範
を
退
け
る
限
り
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
悪
論
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
も
っ
て
い

るＪ
。
後
述
す
る
が
、『
神
学
・
政
治
論
』
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
る
「
主
権
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
う
し
た
闘
争
を
抑
制
し
、
平
和

な
政
治
体
を
構
築
す
る
た
め
に
不
可
欠
だ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
す
べ
て
の
人
間
に
適
用
で

き
、
ま
た
さ
ら
に
す
べ
て
の
人
間
に
よ
っ
て
共
有
可
能
な
善
の
概
念
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
徳
、
す
な
わ

ち
人
間
と
い
う
存
在
を
保
持
す
る
の
に
最
も
適
切
な
活
動
を
理
性
と
密
接
に
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
人
間
一
般
に
あ
て
は
ま
る
善
悪
に

つ
い
て
の
考
え
を
導
き
だ
そ
う
と
す
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
徳
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
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真
に
有
徳
的
に
働
く
と
は
、
我
々
に
お
い
て
は
、
理
性
の
導
き
に
従
っ
て
行
動
し
、
生
活
し
、
自
己
の
有
を
維
持
す
る
（
こ
の
三

つ
は
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
）
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
自
己
の
利
益
を
求
め
る
原
理
に
基
づ
い
て
す
る
こ
と
、
に
ほ
か
な
ら
な

いＫ
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
人
間
の
徳
と
は
一
定
の
道
徳
規
範
を
守
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
を
働
か
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。

と
い
う
の
も
、
理
性
を
働
か
せ
様
々
な
事
象
を
認
識
す
る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
は
そ
の
能
動
性
を
保
持
で
き
る
か
ら
だ
。
先
述
し
た

よ
う
に
人
間
は
、
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
多
様
な
運
動
に
さ
ら
さ
れ
る
受
動
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
感
情
（passiones, 

affectiones

）
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
認
識
と
い
う
行
為
、
あ
る
い
は
活
動
に
よ

っ
て
人
間
は
は
じ
め
て
能
動
的
な
存
在
者
と
な
れ
るＬ
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
理
性
の
導
き
に
従
っ
て
活
動
し
て
い
る
時
に
こ
そ
も
っ

と
も
自
己
の
利
益
を
求
め
て
お
り
、
自
己
固
有
の
本
性
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
働
い
て
い
る
、
す
な
わ
ち
有
徳
的
だ
と
い
え
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
理
性
的
な
活
動
が
人
間
の
徳
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
認
識
の
対
象
は
何
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
い

う
。

人
生
に
お
い
て
何
よ
り
も
有
益
な
の
は
知
性
な
い
し
理
性
を
で
き
る
だ
け
完
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
点
に
の
み
人
間

の
最
高
の
幸
福
、
す
な
わ
ち
至
福
は
存
在
す
る
。
た
し
か
に
至
福
と
は
、
神
の
直
観
的
な
認
識
か
ら
生
じ
る
魂
の
安
堵
そ
の
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
方
、
知
性
を
完
成
す
る
と
は
こ
れ
ま
た
神
、
神
の
諸
属
性
、
お
よ
び
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
な
る
諸
活

動
を
認
識
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
の
最
終
的
な
目
的
、
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
が
他

の
す
べ
て
の
欲
望
を
統
御
す
る
に
あ
た
っ
て
基
準
と
な
る
最
高
欲
望
は
、
彼
自
身
な
ら
び
に
彼
の
認
識
の
対
象
と
な
り
う
る
一
切

の
事
物
を
妥
当
に
理
解
す
る
よ
う
に
彼
を
駆
る
欲
望
で
あ
るＭ
。
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
知
性
を
完
成
す
る
」
た
め
に
必
要
な
「
神
、
神
の
諸
属
性
、
お
よ
び
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
な
る
諸

活
動
」
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
こ
の
認
識
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
が
「
神
」
と
呼
ぶ
存
在
者
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
は
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
前
節
の
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
と
の
議
論
で
み

た
通
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
哲
学
者
は
、
神
を
自
然
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
自
然
と
は
、
本
節
の
冒
頭
部
で
論
じ
た
、

目
的
の
な
い
自
然
で
あ
り
、
多
様
な
運
動
の
な
か
に
あ
り
続
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
は
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
事
物
で
あ
り
、
そ
の
事
物

同
士
の
競
い
合
う
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
る
と
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
認
識
を
達
成
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
達
成
を
阻
む
悪
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
個
人
と
共
同
体
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
。
彼
に
よ
る
と
、
個
人
と
し
て
の
人
間
は
、

し
ば
し
ば
感
情
に
支
配
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
理
性
を
う
ま
く
働
か
せ
ら
れ
ず
、
自
然
を
認
識
で
き
な
い
。
多
く
の
人
間
は
こ
の
よ
う

な
状
態
で
一
生
を
過
ご
す
。
し
か
し
感
情
で
は
な
く
、
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
ら

の
精
神
を
理
性
に
よ
っ
て
認
識
し
、
感
情
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、『
エ
チ
カ
』
の

第
四
部
で
展
開
さ
れ
る
感
情
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
の
隷
属
状
態
か
ら
読
者
を
解
放
す
る
た
め
に
記
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
個
人
が
ど
れ
だ
け
理
性
的
に
生
き
、
自
然
の
認
識
に
人
生
を
費
や
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
も
の
を
認
識
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
自
然
は
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
は
、
彼
以
前
の
哲
学
者
と
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
以
前
の
哲
学
者
た
ち
も
自
然
を
考
察
の
対
象
に
し
た
が
、
彼
ら
が
追
求
し
た
の
は
、
自
然
の
認
識
か
ら
導
き
だ

さ
れ
る
万
物
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
神
、
あ
る
い
は
原
理
の
認
識
だ
っ
たＮ
。
し
か
も
こ
の
神
は
自
然
の
原
因
で
あ
っ
て
も
、
自
然
そ
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れ
自
身
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
原
因
と
し
て
自
然
を
超
越
す
る
神
と
い

う
観
念
は
、
人
間
の
精
神
が
作
り
上
げ
た
幻
で
し
か
な
い
。
む
し
ろ
求
め
ら
れ
る
の
は
、
物
質
的
な
自
然
の
「
諸
活
動
」、
す
な
わ
ち

「
一
切
の
事
物
」
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
人
間
の
認
識
の
目
的
が
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
自
然
の
認
識
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

個
人
や
少
数
の
人
間
の
努
力
で
は
と
う
て
い
達
成
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
他
者
と
の
協
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
よ
う
な
認

識
は
可
能
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
感
情
と
人
間
の
認
識
の
目
的
を
論
じ
る
な
か
で
、
つ
い
に
共
同
体
に
つ
い
て
も
論
じ
始

め
る
の
だＯ
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
他
者
の
存
在
は
、
自
身
の
精
神
の
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
も
妨
害
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
。
多
く
の
場

合
、
人
間
の
精
神
は
感
情
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
精
神
の
相
互
一
致
は
な
い
。
む
し
ろ
対
立
し
、
憎
し
み
合
う
。
と

い
う
の
も
、
感
情
は
外
的
な
対
象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
多
様
な
形
式
を
と
り
う
る
か
ら
で
あ
るＰ
。
ま
た
、
感
情
は
移
ろ
い
や
す

い
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
で
は
、
自
然
の
認
識
に
必
要
な
協
力
関
係
を
築
く
の
は
困
難
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
人
間
は
相
互
一
致
で
き
るＱ
。
理
性
は
自
然
に
つ
い
て
の
認
識
を
追
求
し
て
お
り
、

そ
の
認
識
は
独
占
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
有
で
き
る
か
ら
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
他
者
の
存
在
は
そ
の
よ
う
な
認
識

の
達
成
に
と
り
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
るＲ
。
な
ぜ
な
ら
、
共
に
協
力
す
る
こ
と
で
自
然
を
よ
り
多
く
認
識
で
き
、
そ
う

し
た
認
識
に
よ
っ
て
精
神
の
完
全
性
は
さ
ら
に
増
幅
す
る
か
ら
だ
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

有
徳
的
に
働
く
と
は
理
性
の
導
き
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
理
性
に
従
っ
て
我
々
の
な
す
す
べ
て
の
努
力
は
認

識
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
徳
に
従
う
人
々
の
最
高
の
善
は
神
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
々
に

共
通
で
あ
る
善
、
か
つ
す
べ
て
の
人
間
が
本
性
を
同
じ
く
す
る
限
り
等
し
く
所
有
し
う
る
善
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
の
導
き
に
従
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っ
て
生
活
す
る
時
に
本
性
上
最
も
多
く
一
致
す
る
。
ゆ
え
に
各
人
が
自
己
に
有
益
な
も
の
を
最
も
多
く
求
め
る
時
に
、
人
間
は
相

互
に
最
も
有
益
で
あ
る
だ
ろ
うＳ
。

　

同
様
の
点
は
、『
神
学
・
政
治
論
』
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
共
同
体
」（societas

）
に
つ
い
て
語
っ
た
箇
所
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
少
し

長
い
が
引
用
し
よ
う
。

共
同
体
と
は
、
敵
か
ら
守
ら
れ
て
安
全
に
暮
ら
す
た
め
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
事
柄
に
つ
い
て
便
宜
を
図
る
た
め
に
も
大
変
有
益

な
も
の
で
あ
り
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
実
際
、
も
し
ひ
と
び
と
が
お
互
い
の
働
き
を
分
か
ち
合
お
う
と
し
な
け

れ
ば
、
い
く
ら
自
分
自
身
を
可
能
な
限
り
養
い
、
保
ち
つ
づ
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
技
能
も
時
間
も
た
り
な
く

な
る
だ
ろ
う
。
み
ん
な
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
同
じ
よ
う
に
つ
う
じ
て
い
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
し
、
ひ
と
は
一
人
で
は
自
分

が
最
も
必
要
と
し
て
い
る
も
の
す
ら
調
達
し
き
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
…
…
ま
し
て
技
能
や
学
問
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
人
間
本
来
の
あ
り
方
を
完
成
に
導
く
た
め
に
も
、
ま
た
人
間
の
幸
福
の
た
め
に
も
、
何
に
も
ま
し
て
必
要
な
の
は
技
能
と
学

問
だ
と
い
う
の
にＴ
。

　

こ
れ
ら
の
箇
所
の
意
図
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
共
同
体
は
身
体
的
な
益
の
み
な
ら
ず
、
精
神
の
完
成
に
も
欠
か
せ
な
い
。
分
業
を
し
、

助
け
合
う
こ
と
で
、
様
々
な
便
宜
を
お
互
い
に
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
学
問
の
完
成
に
は
大
量
の
仕
事
が
必

要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
共
同
作
業
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
共
同
作
業
な
し
に
は
、
学
問
の
目
的
で
あ
る
神
、
す
な
わ
ち
自
然
の
認
識

は
え
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
共
同
作
業
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
広
い
学
問
的
な
交
友
関
係
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
るＵ
。
彼
は
、
ホ
イ

ヘ
ン
ス
（Christiaan H

uygens, 1629-1695

）
や
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
（H

enry O
ldenburg, 1618-1677

）、
ま
た
後
者
を
通
じ
て
ボ
イ
ル
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（Robert Boyle, 1627-1691

）
と
い
っ
た
当
代
き
っ
て
の
自
然
哲
学
者
た
ち
と
交
流
し
て
い
たＶ
。
ま
た
、
チ
ル
ン
ハ
ウ
ス
（Ehrenfried 

W
alther von T

schirnhaus, 1651-1708

）
や
フ
ェ
ル
ト
ホ
イ
ゼ
ン
（Lam

bert van V
elthuysen, 1622-1685

）、
そ
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

ら
と
も
書
簡
を
交
わ
し
て
知
見
を
深
め
たＷ
。
自
然
哲
学
者
の
共
同
体
は
、
こ
の
よ
う
な
交
わ
り
を
通
じ
て
個
人
で
は
知
り
得
な
い
自
然

に
つ
い
て
の
認
識
を
獲
得
で
き
る
の
だ
。

　

こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
る
自
然
の
認
識
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
の
善
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
を
阻
む
悪
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
感
情
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
だ
が
善
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
他
者
と
の
関
係
に
光
を

あ
て
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
悪
と
そ
の
解
決
方
法
を
理
解
す
る
上
で
も
他
者
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
の
共
同
体
の
理
解

に
光
を
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
最
終
節
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
注
目
し
な
が
ら
、
彼
の
考
え
る
悪
の
問
題
の
解
決

方
法
を
み
て
い
こ
う
。

三　

悪
を
克
服
す
る
自
由
国
家

　

人
間
の
至
高
の
善
は
、
自
然
の
認
識
を
共
同
作
業
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
だ
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
う
。
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
を
阻
む
悪
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
い
く
つ
か
の
悪
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
な
か
で
も
重
要
な
の
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
だ
っ

た
。
こ
の
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
社
会
で
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
解
を
認
め
ず
、
哲
学
の
自
由
な
営
み
を
否
定
す
る
改
革
派
教
会

の
神
学
者
た
ち
が
強
い
影
響
力
を
誇
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
神
学
者
ヴ
ォ
エ
テ
ィ
ウ

ス
（Gisbertus V

oetius, 1589-1670

）
や
彼
の
弟
子
た
ち
は
そ
の
急
先
鋒
だ
っ
たＸ
。
彼
ら
は
自
ら
の
自
然
観
を
「
モ
ー
セ
の
自
然
学
」

（physica m
osaica

）
と
呼
び
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
体
形
相
論
や
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
天
動
説
を
聖
書
の
記
述
に
調
和
す
る
も
の
と
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理
解
し
て
い
たＹ
。
そ
の
た
め
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
を
巡
り
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
や
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
は
論
争
が
起
こ
り
、
当
局
が
介
入
す

る
よ
う
な
事
態
に
発
展
し
て
い
たＺ
。
こ
う
し
た
論
争
に
彼
ら
は
心
血
を
注
ぐ
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
異
端
と
認
定
で
き
れ
ば
、
そ
の
支
持

者
た
ち
の
教
授
資
格
を
剥
奪
し
、
彼
ら
の
言
論
活
動
を
制
止
で
き
た
か
ら
だａ
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
り
、
神
学
者
や
国
家
に
よ
る
哲
学
へ
の
介
入
こ
そ
が
包
括
的
な
自
然
の
認
識
を
さ
ま
た
げ
る
悪
だ
っ
た
。
そ
こ
で
彼

は
匿
名
で
『
神
学
・
政
治
論
』（
一
六
七
〇
年
）
を
出
版
し
、
哲
学
の
自
由
（libertas philosophandi

）
の
確
立
を
試
み
るｂ
。
こ
の
書
物
の

な
か
で
彼
が
ま
ず
問
題
視
し
た
の
は
、
真
理
の
源
泉
と
し
て
の
聖
書
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
神
学
者
た
ち
は
、
聖
書
を
神
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
規
範
と
み
な
し
て
い
た
。
だ
か
ら
彼
ら
は
、
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
哲
学
を
神
学
に
仕
え
る
婢

女
と
み
な
せ
た
の
だ
。
こ
の
間
違
っ
た
理
解
を
打
ち
砕
く
た
め
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
ま
ず
神
的
な
「
啓
示
」（revelatio

）
と
い
う
概
念
を

読
み
替
え
て
い
く
。

　

伝
統
的
に
み
る
と
、
啓
示
と
は
全
知
全
能
の
神
が
預
言
者
に
授
け
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
言
葉
が
聖
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
預
言
者
を
「
通
常
以
上
の
鋭
い
想
像
力
に
よ
っ
て
」（vividiore im

aginatione

）
事
象

に
つ
い
て
語
る
人
び
と
と
み
な
すｃ
。
も
し
預
言
者
た
ち
の
言
葉
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
想
像
力
の
産
物
で
あ

れ
ば
、
そ
の
言
葉
に
自
然
に
つ
い
て
の
正
確
な
認
識
は
含
ま
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
時
代
の
偏
見
や
そ
の
言
語
特
有
の
傾
向
が
記
録

さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

聖
書
と
い
う
書
物
が
こ
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
言
葉
の
背
後
に
深
淵
な
哲
学
的
真
理
を
み
い
だ
す
解
釈
や
、
そ
れ
を
そ

の
ま
ま
字
義
的
な
真
理
と
し
て
受
け
入
れ
る
解
釈
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
いｄ
。
む
し
ろ
、
彼
ら
の
言
葉
が
記
録
さ
れ
た
文
書
の

意
味
を
正
確
に
解
釈
す
る
に
は
、
歴
史
研
究
が
不
可
欠
と
な
るｅ
。
聖
書
の
特
定
の
巻
が
書
か
れ
た
時
代
を
考
証
し
、
著
者
の
背
景
を
調
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べ
、
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
の
特
性
を
分
析
す
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
分
析
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
聖
書
の
教
え
は
、
他
人

を
愛
し
、
憐
れ
む
と
い
う
、
共
同
体
に
お
け
る
道
徳
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
たｆ
。
な
る
ほ
ど
預
言
者
た
ち
は
道
徳
的
な
人
々
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
愛
や
正
義
と
い
っ
た
教
え
は
語
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
に
神
や
自
然
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
教
え
は
含
ま
れ
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
哲
学
者
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
理
性
を
そ
の
権
威
に
従
属
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
こ
う
し
て
自
然
に
つ
い
て
の
自
由
な
考

察
が
可
能
に
な
り
、
人
間
の
至
高
の
善
を
は
ば
む
も
の
が
取
り
去
ら
れ
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
う
。

　

し
か
し
自
然
に
つ
い
て
の
自
由
な
考
察
を
可
能
に
す
る
に
は
、
聖
書
を
歴
史
的
に
解
釈
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
問
題
は
も

う
ひ
と
つ
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
教
会
と
権
力
（ius

）
の
関
係
に
関
す
る
も
の
だ
。
改
革
派
の
神
学
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
教
会
は
公

的
な
領
域
に
お
い
て
人
々
が
何
を
信
じ
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
権
力
（ius circa sacra

）
を
も
つ
と
い
うｇ
。
も
ち

ろ
ん
教
会
は
国
家
と
無
関
係
に
こ
の
力
を
行
使
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
家
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
教
会

は
、
自
ら
の
判
断
で
異
端
を
決
定
で
き
る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
異
端
と
み
な
さ
れ
た
個
人
や
集
団
は
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ

る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
教
会
に
こ
う
し
た
権
力
を
い
っ
さ
い
認
め
な
い
。
む
し
ろ
宗
教
的
な
事
柄
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
法
を
決
定
す

る
権
力
は
、
国
家
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

　

国
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
権
力
を
掌
握
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
欲
望
の
ま
ま
に
生

き
る
力
を
備
え
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
生
き
て
い
て
は
常
に
生
存
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
他
者
と
と
も

に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
は
、
契
約
を
結
び
、
み
ず
か
ら
の
力
を
自
分
た
ち
以
外
の
も
の
に
委
ね
る
よ
う
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
国
家
の
み
が
至
高
の
権
力
（ius sum

m
arum

 potestatum

）、
す
な
わ
ち
主
権
を
保
持
で
き
る
と
い
うｈ
。
こ
の

国
家
の
権
力
は
、
世
俗
的
な
事
柄
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
な
も
の
に
も
及
ぶ
。
神
が
直
接
支
配
し
て
い
る
特
別
な
王
国
は
存
在
せ
ず
、
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あ
ら
ゆ
る
共
同
体
は
人
間
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
宗
教
的
な
礼
拝
や
そ
の
精
神
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
、

共
同
体
の
な
か
で
な
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
平
和
や
利
益
と
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
いｉ
。
こ
う
し
て
共
同
体
の
平
和
や
利
益
を
司
る
国

家
は
、
宗
教
に
関
す
る
法
さ
え
も
そ
の
支
配
下
に
お
け
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
論
じ
た
の
は
、
彼
が
宗
教
を
軽
視
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
が
ひ
と
び
と
の
最

大
の
関
心
事
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
適
切
に
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
の
だ
。
一
方
で
、
も
し
適

切
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
、
民
衆
の
う
ち
で
宗
教
は
迷
信
と
な
り
、
そ
の
熱
意
は
哲
学
の
自
由
を
奪
うｊ
。
だ
が
も
う
一
方
で
、
適
切
に
管

理
さ
れ
た
宗
教
は
人
々
を
理
性
的
に
も
で
き
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

民
衆
は
恐
れ
を
知
ら
な
い
と
き
に
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
少
数
者
の
利
益
で
は
な
く
社
会
全
体
の
利
益
を
考
慮
し
た
預

言
者
た
ち
が
謙
遜
、
後
悔
お
よ
び
恭
順
を
い
た
く
奨
励
し
た
の
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
ま
た
実
際
に
、
こ
れ
ら
の
感
情
に
支
配

さ
れ
る
人
々
は
他
の
人
々
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
に
、
つ
い
に
は
理
性
の
導
き
に
従
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
、
い
い
か
え
れ
ば
自

由
に
な
っ
て
幸
福
な
生
活
を
享
受
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
るｋ
。

　

こ
の
箇
所
に
よ
る
と
、
感
情
の
ま
ま
行
動
す
る
人
間
ほ
ど
共
同
体
の
脅
威
に
な
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
宗
教
は
民
衆
に
謙
遜
や
恭

順
を
教
え
る
の
に
適
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
人
間
は
次
第
に
理
性
的
に
な
れ
る
の
だ
と
い
う
。

　

国
家
は
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
管
理
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
自
由
に
よ
っ
て
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
家
は
人
間
の
心
を
支
配
で
き
な
い
か
ら
で
あ
るｌ
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
が
宗
教
に
関
す
る
信
条
を
定
め
た
と

し
て
も
、
そ
う
し
た
信
条
は
、
単
純
な
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
可
能
性
を
残
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
いｍ
。
神
は
存
在
す
る
と

告
白
し
て
も
、
そ
の
神
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
個
人
の
解
釈
に
任
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
こ
で
無
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制
限
に
宗
教
的
な
自
由
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
哲
学
の
自
由
を
奪
う
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
に
乗
じ
て
国
家
の
法

や
取
り
決
め
に
逆
ら
っ
た
り
、
民
衆
に
政
府
を
憎
ま
せ
た
り
す
る
こ
と
も
、
国
家
の
存
在
意
義
を
危
う
く
す
る
の
で
禁
じ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
いｎ
。
し
た
が
っ
て
彼
の
認
め
る
自
由
は
、
あ
く
ま
で
自
然
の
探
求
を
可
能
に
す
る
限
り
で
の
自
由
だ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
公
共
の
場
に
お
け
る
自
由
を
唱
え
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
は
革
新
的
だ
っ
た
と
い
え
よ
うｏ
。
も
ち
ろ
ん
古
代
や
中
世
の
哲

学
者
た
ち
も
、
こ
う
し
た
自
由
に
つ
い
て
無
関
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
いｐ
。
し
か
し
大
部
分
に
お
い
て
、
彼
ら
は
時
の
権
力
が
保
持
す

る
正
統
信
仰
に
表
立
っ
て
反
対
す
れ
ば
、
検
閲
や
弾
圧
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
近
代
的
な
表
現
の
自
由
に
も
つ
な
が
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
の
革
新
性
は
、
彼
の
神
観
、
さ
ら
に
は
そ
の
認
識
手
法
の
新
し

さ
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
彼
の
神
は
無
限
に
広
が
る
自
然
と
そ
の
運
動
で
あ
る
。
そ

の
認
識
を
達
成
す
る
に
は
、
多
く
の
哲
学
者
の
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
然
の
諸
部
分
を
観
察
し
、
分
析
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
著
作
や
刊
行
物
と
し
て
広
く
流
通
し
、
認
識
が
共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
が
可
能
に
な

る
に
は
、
国
家
に
よ
る
自
由
の
保
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
う
。

国
家
と
は
人
間
を
理
性
的
存
在
か
ら
野
獣
や
自
動
人
形
に
貶
め
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
ひ
と
び
と
の
心

と
体
が
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
確
実
に
発
揮
し
て
、
彼
ら
が
自
由
な
理
性
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
そ
し
て
憎
し

み
や
怒
り
や
騙
し
合
い
の
た
め
に
争
っ
た
り
、
敵
意
を
つ
の
ら
せ
合
っ
た
り
し
な
い
た
め
に
あ
る
。
だ
と
す
る
と
国
家
と
い
う
も

の
は
、
実
は
自
由
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
るｑ
。

　

こ
う
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
悪
の
問
題
の
解
決
を
理
性
の
自
由
な
活
動
を
可
能
に
す
る
国
家
に
見
出
し
た
。
こ
の
国
家
は
、
教
会
や
神

学
者
の
権
力
を
制
限
す
る
。
神
学
者
は
愛
や
正
義
に
つ
い
て
語
れ
る
が
、
自
然
に
つ
い
て
は
黙
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
々
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の
信
仰
の
対
象
と
な
る
信
条
を
制
定
す
る
の
も
こ
の
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
感
情
に
支
配
さ
れ
が
ち
な
民
衆
を
律
す
る
と

同
時
に
自
由
を
与
え
、
ひ
と
び
と
が
理
性
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
促
す
。
そ
し
て
理
性
に
目
覚
め
た
人
間
は
、
哲
学
的
な
共
同
体
に
加

わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
拡
張
を
つ
づ
け
る
哲
学
者
の
共
同
体
で
は
、
自
由
な
議
論
が
可
能
に
な
り
、
自
然
の
認
識
、
す
な
わ

ち
至
高
善
を
漸
進
的
に
達
成
で
き
る
の
だ
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
じ
る
悪
の
問
題
と
そ
の
解
決
策
を
検
証
し
て
き
た
。
彼
の
理
解
す
る
悪
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
義
論
」
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
影
響
を
受
け
た
彼
と
同
時
代
の
思
想
家
の
多
く
は
、
ブ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル

フ
の
例
で
み
た
よ
う
に
、
人
格
を
も
つ
善
な
る
神
を
想
定
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
神
の
善
性
を
弁
護
し
つ
つ
、
あ
ら
ゆ
る
運
動

の
原
因
と
し
て
の
神
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
悪
と
は
自
然
に
つ
い
て
の
認
識
を
妨
げ
る

あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
会
だ
っ
た
。
彼
は
至
高
の
権
力
を
国
家
に
認
め
る
こ
と
で
、
教

会
や
そ
の
神
学
者
た
ち
の
力
を
制
限
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
哲
学
の
自
由
が
生
ま
れ
る
。
こ
う
し
て
、
哲
学
者
の
公
的
な
共
同
体

が
広
く
形
成
さ
れ
、
至
高
善
と
し
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
の
解
明
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
近
代
科
学

の
営
み
が
可
能
に
な
る
の
だ
。

　

た
だ
し
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
解
決
策
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
人
間
存
在
を
保
持
す
る
最
も

適
切
な
活
動
は
、
理
性
の
使
用
、
す
な
わ
ち
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
認
識
の
対
象
は
絶
対
的
に
無
限
な
神
、
す
な
わ
ち
自
然
で
あ

り
、
制
限
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
大
部
分
の
個
人
、
そ
し
て
共
同
体
の
生
活
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
理
解
が
害
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
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だ
ろ
う
。
む
し
ろ
人
間
の
「
最
高
欲
望
」（sum

m
a Cupiditas

）
を
認
識
活
動
へ
の
欲
求
と
措
定
で
き
れ
ば
、
個
人
と
社
会
を
蝕
む
欲

望
、
た
と
え
ば
金
銭
欲
、
名
誉
欲
、
性
欲
な
ど
を
統
御
で
き
るｒ
。
ま
た
、
共
同
体
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
伝
統
的
な
愛
や

正
義
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。
国
家
権
力
も
理
性
の
自
由
な
活
動
を
支
援
す
る
の
で
、
自
由
を
剥
奪
し
人
間
を
理
性
的
存
在
か
ら
野

獣
や
自
動
人
形
に
貶
め
る
よ
う
な
圧
政
を
強
い
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
理
想
的
な
社
会
が
到
来
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

　

し
か
し
認
識
へ
の
欲
望
が
、
い
わ
ゆ
る
愛
や
正
義
に
反
す
る
活
動
を
求
め
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
認
識
対
象
と
す
る

「
一
切
の
事
物
」
に
は
人
間
も
含
ま
れ
る
。
す
る
と
、
た
と
え
ば
人
間
身
体
を
事
細
か
に
認
識
す
る
た
め
に
人
体
実
験
が
最
も
有
効
で

あ
っ
た
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
を
許
可
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
発
展
の
た
め
に
、
実
際
に
ク
ロ
ー
ン
人
間

を
制
作
し
、
さ
ら
に
そ
の
ク
ロ
ー
ン
を
様
々
な
状
況
下
に
お
き
そ
の
反
応
を
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
認
識
を
生
業
と

す
る
科
学
者
の
集
団
に
と
り
、
こ
う
し
た
「
最
高
欲
望
」
の
誘
惑
へ
の
抵
抗
が
困
難
な
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ナ
チ
ス
や

日
本
軍
の
人
体
実
験
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
解
決
策
が
示
す
よ
う
に
、
人
間
の
認
識
へ
の
欲
望
が
国
家
権
力
に
よ
っ

て
増
大
化
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
統
御
す
る
も
の
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
伝
統
や
宗
教
は
認
識
活
動
を
益
す
る
限
り
に
お
い
て
許

可
さ
れ
て
い
る
の
で
、
歯
止
め
に
は
な
ら
な
い
。
荒
ぶ
る
認
識
欲
望
の
ま
え
に
な
す
す
べ
は
な
い
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た

活
動
に
付
随
す
る
倫
理
的
な
懸
念
は
払
拭
で
き
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
悪
と
み
な
さ
れ
断
罪
さ
れ
な
く
と
も
。
だ
と
す
る

と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
提
示
し
た
神
学
・
政
治
的
な
解
決
策
は
、
新
た
な
問
題
を
生
み
、
と
り
わ
け
科
学
技
術
の
振
興
に
余
念
が
な
い
世
界

で
生
き
る
私
た
ち
に
も
難
題
を
突
き
つ
け
る
の
だ
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
悪
の
問
題
は
、
そ
う
、
現
代
の
問
題
で
も
あ
る
。
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注（
１

）  

デ
カ
ル
ト
自
身
は
、
人
間
の
自
由
意
志
を
強
調
す
る
こ
と
で
こ
の
矛
盾
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。C. P. Ragland, “D

escartes ’s T
heodicy, ” 

R
eligious Studies 43 (2007

), pp. 125-144.
（
２

）  
「
神
義
論
」T

heodicy

と
い
う
言
葉
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
一
七
一
〇
年
刊
行
の
著
作
『
弁
神
論
』E

ssais de T
héodicée sur la bonté de 

D
ieu, la liberté de l ’hom

m
e et l ’origine du m

al

に
よ
る
。

（
３

）  Graem
e H

unter, “Spinoza: A
 Radical Protestant? ” in T

he Problem
 of E

vil in E
arly M

odern Philosophy, ed. Elm
ar J. 

K
rem

er &
 M

ichael J. Latzer (T
oronto, U

niversity of T
oronto Press, 2001), pp. 49-64; Jonathan Israel, “Leibnitz ’s T

heodicy 
as a Critique of Spinoza and Bayle

―and Blueprint for the Philosophy W
ars of the 18th Century, ” in N

ew
 E

ssays on Leib-
nitz ’s T

heodicy, ed. Larry M
. Jorgensen &

 Sam
uel N

ew
lands (O

xford, O
xford U

niversity Press, 2014
), pp. 233-244.

（
４

）  Y
itzhak Y

. M
elam

ed, Spinoza ’s M
etaphysics: Substance and T

hought (O
xford, O

xford U
niversity Press, 2013

), p. 37.

（
５

）  Steven N
adler, “Spinoza in the Garden of Good and Evil, ” in T

he Problem
 of E

vil in E
arly M

odern Philosophy, pp. 66-
80; idem

, T
he Best of A

ll Possible W
orlds: A

 Story of Philosophers, G
od, and E

vil in the A
ge of R

eason (Princeton, Prince-
ton U

niversity Press, 2010
).

（
６

）  Charles Jarrett, “Spinoza on the Relativity of Good and Evil, ” in Spinoza: M
etaphysical T

hem
es, ed. O

lli I. K
oistinen 

and John Biro (O
xford, O

xford U
niversity Press, 2002

), pp. 159-181; M
atthew

 J. K
isner, Spinoza on H

um
an Freedom

: 
R
eason, A

utonom
y and the G

ood Life (Cam
bridge, Cam

bridge U
niversity Press, 2011

).

（
７

）  Spinoza, R
enatus D

es Cartes Beginzelen der w
ysbegeerte, I en II deel, na de m

eetkonstige w
ijze bew

ezen (A
m
sterdam

, 
Jan Rieuw

ertsz, 1664
).　

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
手
を
加
え
て
お
り
、
全
面
的
な
改
訂
と
は
い
え
な
い
ま
で

も
、
ラ
テ
ン
語
版
と
比
べ
て
か
な
り
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
急
進
的
な
考
え
が
顕
に
な
っ
て
い
る
。
引
用
箇
所
は
、
次
の
校
訂
版
を
参
照
し
た
。Carl 

Gebhardt, ed., Spinoza O
pera, 4 vols. (H

eidelberg, Carl W
inter, 1925

).　

以
下
、O

pera

と
省
略
す
る
。
翻
訳
は
、
畠
中
尚
志
訳
『
デ

カ
ル
ト
の
哲
学
原
理　

附　

形
而
上
学
的
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
他
の
著
作
に
関
し
て
は
、
以
下
の
翻
訳
を
使
用
し

た
。
畠
中
尚
志
訳
『
エ
チ
カ
』
上
下
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
、
吉
田
量
彦
訳
『
神
学
・
政
治
論
』
上
下
巻
、
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
、
畠
中
尚

志
訳
『
国
家
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
、
畠
中
尚
志
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
往
復
書
簡
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
。

（
８

）  Ragland, “D
escartes ’s T

heodicy, ” pp. 133-136.

（
９

）  Spinoza, O
pera, IV

, p. 83.　
ス
ピ
ノ
ザ
「
書
簡
一
八
」（
邦
訳
九
二
頁
）。
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。
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『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
三
三
（
邦
訳
下
四
〇
頁
）。

（
26
）  Spinoza, O

pera, II, p. 231.　
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
三
五
（
邦
訳
下
四
二
頁
）。

（
27
）  Spinoza, O

pera, II, p. 233.　
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ボ
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述
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The Problem of Evil and Spinoza
A Theologico-Political Solution

KATO Yoshiyuki

Since René Descartes (1596-1650) closely connected the laws of nature 
with God’s volition, the contradiction between “evils in nature” and “good 
God” who even wills evil emerged. While the French philosopher himself 
disregarded this contradiction, many early modern thinkers saw this as the 
problem of evil and offered various solutions. The seventeenth-century 
Dutch philosopher Baruch Spinoza (1632-1677) is one of them. However, no 
study consistently has dealt with Spinoza’s discussion of the problem of evil. 
In order to understand Spinoza’s position more clearly and comprehensively, 
the present paper first analyzes his epistolary encounters with the ama-
teur philosopher-theologian Willem van Blijenbergh (1632-1696) between 
the years 1664-1665. Then the paper focuses on Spinoza’s Ethics (1677) and 
its pertinent sections on evil to clarify the difference between the respec-
tive positions of Jewish philosopher and the traditional philosophical 
schools. Finally, the paper deals with his Tractatus theologico-politicus 
(1670) to locate Spinoza’s solution to the problem in his theory of politics.


	宗教研究394号（web用PDF）.pdfから挿入したしおり
	+表1
	+表2
	001-024
	025-049
	051-074
	075-099
	101-124
	125-145
	147-206
	207-210
	表3
	表4


