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科
学
と
宗
教

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
流
れ
で
見
取
る
こ
と
が
で
き
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
哲
学
だ
が
、
本
書
『
テ
ト
ラ
ロ
ー
グ
』
は
、
一

般
向
け
の
対
話
篇
な
が
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
哲
学
の
特
徴
が
絶
妙
に
織
り
込
ま
れ
た
、
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
著
作
と
な
っ

て
い
る
。
ま
ず
、「
テ
ト
ラ
」
す
な
わ
ち
「
4
」
人
の
対
話
者
は
、
次
へ
の
よ
う
な
立
場
を
象
徴
し
て
い
る
。

サ
ラ
：
科
学
主
義
あ
る
い
は
科
学
至
上
主
義
、
た
だ
し
道
徳
に
つ
い
て
は
絶
対
性
は
認
め
な
い

ボ
ブ
：
反
科
学
主
義
、
魔
女
を
信
じ
る

ザ
ッ
ク
：
相
対
主
義
、
す
べ
て
は
各
人
の
視
点
に
依
存
す
る
と
す
る

ロ
ク
サ
ー
ナ
：
論
理
的
思
考
重
視
、
世
界
の
事
態
と
の
一
致
と
い
う
真
理
概
念
を
強
調
す
る

日
本
語
訳
も
ス
ム
ー
ス
で
読
み
や
す
く
、
内
容
的
に
も
専
門
的
知
識
は
ま
ず
必
要
な
い
の
で
、
ま
ず
は
通
読
す
る
こ
と
を
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お
勧
め
し
た
い
。
4
部
構
成
で
、
各
部
の
後
に
訳
者
に
よ
る
懇
切
丁
寧
な
「
ふ
り
か
え
り
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
層

読
み
や
す
い
書
物
に
な
っ
て
い
る
。
ぜ
ひ
、
哲
学
対
話
の
、
入
り
組
ん
で
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
し
つ
つ
も
、
刺
激
満
載
で
、
ユ
ー

モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
知
的
魅
力
あ
ふ
れ
る
議
論
を
存
分
に
堪
能
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
私
の
右
の
説
明
か
ら
も
示
唆
さ

れ
う
る
か
と
思
う
が
、
4
人
の
対
話
者
の
中
で
、
お
そ
ら
く
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
自
身
に
近
い
の
は
ロ
ク
サ
ー
ナ
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
ロ
ク
サ
ー
ナ
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
自
身
が
ぴ
っ
た
り
同
一
で
は
な
い
が
。

こ
の
「
解
説
」
の
場
で
は
、
要
約
的
説
明
は
不
要
な
の
で
、
読
者
の
理
解
の
助
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
い
く
つ
か
の
点

に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
ボ
ブ
が
魔
女
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
宗
教
的
あ
る
い
は
呪
術
的
設
定
が
、
あ

ま
り
に
常
識
外
れ
で
、
ま
と
も
な
議
論
の
話
題
に
な
り
う
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
く
方
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し

か
に
、
も
っ
と
も
な
疑
問
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
哲
学
を
か
じ
る
と
、
決
し
て
奇
妙
な
設
定
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
も

ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
「
疑
似
科
学
」（pseud-science

）
の
類
い
と
し
て
魔
女
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い

う
理
解
を
す
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
水
か
ら
の
伝
言
と
か
、
ホ
メ
オ
パ
シ
ー
と
か
、
あ
る
い
は
い
ま
な
ぜ
か
異
様
に
興
隆
し

て
い
る
「
地
球
平
面
説
」（flat earth

）
な
ど
が
代
表
的
な
疑
似
科
学
だ
ろ
う
か
（
た
だ
し
、
何
が
疑
似
科
学
か
に
つ
い
て
は
多

種
の
見
解
が
あ
る
）。
魔
女
の
存
在
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
と
理
解
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
疑
似
科
学
と
い
う
呼

称
自
体
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
含
意
が
あ
り
、
間
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
で
の

ボ
ブ
の
言
う
魔
女
の
存
在
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
、
も
う
す
こ
し
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
見
解
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

魔
女
の
存
在
を
あ
る
種
の
宗
教
的
な
信
仰
で
あ
る
と
捉
え
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
実
は
、
も
と
も
と
議
論
の
大
枠
の
構
造

と
い
う
点
で
は
、
科
学
と
宗
教
は
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
論
点
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
遠
く
ヒ
ュ
ー
ム

の
議
論
に
遡
る
。
科
学
と
い
う
の
は
、
自
然
の
中
に
法
則
性
や
秩
序
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
、
観
察
や
実
験
に
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よ
っ
て
そ
れ
を
見
出
し
て
い
く
、
と
い
う
営
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
然
の
現
象
が
ま
っ
た
く
ラ
ン
ダ
ム
な
の
だ
と
し
た
ら
、

検
証
と
か
再
現
実
験
と
か
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
一
回
ご
と
に
異
な
る
、
そ
の
他
の
時
間
で
の
出
来
事
と
は
な
ん
の
連
関
性

も
な
い
形
で
現
象
が
発
生
し
て
し
ま
う
の
だ
と
し
た
ら
、
科
学
は
一
体
何
を
発
見
す
る
た
め
に
営
ま
れ
る
の
か
、
訳
が
分
か

ら
な
い
。
よ
っ
て
、
科
学
的
探
究
が
有
意
味
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
自
然
の
中
に
秩
序
や
法
則
性
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
自
然
の
斉
一
性
の
原
理
」
と
呼
ん
だ
。
自
然
は
、
同
様
な
条
件
の
も
と
で

は
、
斉
一
的
な
現
象
を
繰
り
返
す
、
と
い
う
考
え
の
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
し
か
し
、
こ
の
「
自
然
の
斉
一
性
の
原
理
」
が
成
立
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
さ

し
く
自
然
科
学
的
な
観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
る
に
、「
自
然
科
学
的
な
観
察
や
実
験
」
に
よ

っ
て
何
か
を
確
か
め
る
、
と
い
う
営
み
自
体
が
有
意
味
に
成
り
立
つ
た
め
に
は
「
自
然
の
斉
一
性
の
原
理
」
が
必
要
な
の
だ

か
ら
、
そ
の
営
み
に
よ
っ
て
「
自
然
の
斉
一
性
の
原
理
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
い
う
の
は
、
循
環
に
な

っ
て
し
ま
い
、
確
認
の
体
を
な
さ
な
い
。
で
は
、「
自
然
の
斉
一
性
の
原
理
」
は
論
理
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ

も
違
う
。
論
理
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
否
定
は
矛
盾
し
て
し
ま
う
は
ず
だ
が
、「
自
然
の
斉
一
性
の
原
理
」

が
成
立
し
な
い
世
界
は
矛
盾
な
ど
せ
ず
、
容
易
に
表
象
可
能
で
あ
る
。
だ
っ
た
ら
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
「
自
然
の
斉
一

性
の
原
理
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
想
像
」
に
訴
え
て
説
明
し
た
。
要
す
る
に
、
理
論
的
に
は
正
し
い

考
え
方
と
し
て
説
明
で
き
ず
、「
想
像
」
に
よ
る
と
述
べ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（『
人
性
論
』（
一
）
大
槻
春
彦
訳
、
岩

波
文
庫
、
第
一
篇
・
第
三
部
・
第
六
節
）。

こ
の
点
は
、
20
世
紀
の
哲
学
者
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
（Alfred N

orth W
hitehead

）
の
記
述
が
一
層
印
象
的
で
あ
る
。
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
名
著
『
科
学
と
近
代
世
界
』
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
理
性
へ
の
信
仰
は
、
事
物
の
究
極
の
本
性
と
は

す
べ
て
相
ま
っ
て
調
和
を
成
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
諸
事
象
が
単
に
恣
意
的
に
生
じ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
排
除
さ
れ
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る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
へ
の
信
頼
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
事
物
の
根
底
に
単
な
る
恣
意
的
な
神
秘
を
見
い
だ
す
こ
と

は
な
い
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
勃
興
を
可
能
に
し
た
、
自
然
の
秩
序
へ
の
信
仰
（the faith in the order of 

nature
）
は
、
一
段
と
深
い
信
仰
の
特
殊
な
例
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
は
、
帰
納
的
な
一
般
化
に
よ
っ
て
は
正
当
化
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」（Science and the M

odern W
orld, Free Association Books, 1985, p.23

）。
世
界
の
自
然
現
象
に
秩
序
や
法

則
性
が
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
確
認
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
単
に
「
信
仰
」（faith

）
す
る
し
か
な
い
も
の
だ
、

と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
見
破
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
然
科
学
の
営
み
の
最
深
部
の
根
底
に
、
あ
る
種
の
宗
教
的

信
仰
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
驚
く
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
哲
学
の
世
界
で
は
よ
く
知

ら
れ
た
論
点
で
あ
る
。

科
学
と
宗
教
が
同
根
の
営
み
で
あ
る
こ
と
は
、
科
学
革
命
の
時
代
を
彩
っ
た
一
人
、
ド
イ
ツ
の
天
文
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ

プ
ラ
ー
（Johannes Kepler

）
の
逸
話
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
は
、
師
匠
の
テ
ィ
コ
・
ブ
ラ
ー
エ
（Tycho 

Brahe

）
が
残
し
た
天
体
の
デ
ー
タ
を
数
式
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
ず
に
悩
ん
で
い
た
。
ケ
プ
ラ
ー
は
敬
虔
な
キ
リ

ス
ト
教
徒
だ
っ
た
の
で
、
神
が
世
界
を
創
造
し
、
神
は
人
間
を
神
の
似
姿
と
し
て
創
造
し
た
の
だ
か
ら
、
自
然
界
に
は
人
間

が
努
力
す
れ
ば
発
見
で
き
る
法
則
性
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
偉
大
さ
を
確
証
で
き
る
は
ず

だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
天
体
は
円
軌
道
を
し
て
い
る
、
と
い
う
古
代
以
来
の
前
提
が
間
違
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

楕
円
軌
道
を
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
う
ま
く
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
い
た
。
か
く
し
て
、
ブ
ラ
ー
エ
の
残
し
た
デ
ー

タ
の
中
に
見
事
な
規
則
性
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
逸
話
に
よ
っ
て
、
近
代
科
学
が
宗
教
的
信
仰

と
の
連
携
の
も
と
で
立
ち
上
が
っ
て
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
科
学
と
宗
教
の
同
根
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
し

た
ら
、
本
書
の
中
で
ボ
ブ
が
魔
女
の
存
在
を
信
仰
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
サ
ラ
が
非
科
学
的
だ
と
非
難
す
る
と
い
う
対
話
の

骨
子
が
、
実
は
か
な
り
哲
学
的
に
意
義
深
く
、
繊
細
な
論
点
に
触
れ
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
（
一
ノ
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瀬
正
樹
『
英
米
哲
学
入
門
』、
ち
く
ま
新
書
、
２
０
１
８
年
、pp.26-27

参
照
）。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
明
ら
か
に
そ
う
し
た
含
意

を
込
め
て
、
対
話
を
設
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

逆
に
、
サ
ラ
の
よ
う
に
、
何
で
も
科
学
的
に
解
明
で
き
る
は
ず
だ
と
す
る
科
学
至
上
主
義
そ
れ
自
体
、
間
違
っ
て
も
い
る

し
、
道
徳
的
に
も
ま
ず
い
、
と
い
う
捉
え
方
も
あ
り
え
る
。
た
と
え
ば
、
事
象
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
科
学
至
上
主
義

の
立
場
か
ら
は
最
終
的
に
は
科
学
的
に
解
明
で
き
る
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
何
か
が
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
「
不
在
性
」（absence

）
が
原
因
と
し
て
指
定
さ
れ
る
可
能
性
を
考
え
る
と
、
科
学
的
な
解
明
や
立
証
は
ほ
ぼ
不
可

能
で
あ
る
因
果
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
の
原
因
と
し
て
、
人
間
の
側
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
作
為
や
過
失
、

あ
る
種
の
脳
内
現
象
の
も
と
も
と
か
ら
の
不
在
な
ど
が
原
因
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
そ
う
し
た
原
因
は
そ
も
そ
も

出
来
事
で
は
な
い
の
で
デ
ー
タ
が
取
れ
な
い
。
よ
っ
て
科
学
的
な
解
明
は
ま
ず
で
き
な
い
。
何
の
不
在
が
原
因
か
は
、
科
学

で
は
な
く
、
規
範
的
な
判
断
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
例
が
多
々
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学

的
な
解
明
の
万
能
性
を
信
じ
る
と
す
る
の
は
、
根
拠
の
な
い
信
念
を
自
己
欺
瞞
的
に
信
奉
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
「
認

識
的
悪
徳
」
と
見
な
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
（Jeroen de Ridder, Rik Peels, and Rene van W

oudenberg, Scientism
: 

Prospects and Problem
s, O

U
P, 2018

を
参
照
）。

真
理
と
道
徳

次
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
ロ
ク
サ
ー
ナ
が
タ
ル
ス
キ
ー
の
真
理
概
念
に
触
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ロ
ク

サ
ー
ナ
は
、
そ
の
こ
と
を
「
現
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
そ
う
で
あ
る
と
言
っ
た
り
、
現
に
そ
う
で
な
い
こ
と
を
そ
う
で
な
い

と
言
う
の
が
真
理
で
あ
る
」（
58
頁
）
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
と
文
と
の
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対
応
関
係
を
名
指
し
た
、
実
に
シ
ン
プ
ル
な
定
式
化
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
非
常
に
核
心
的
で
根
源
的
な
真
理
概
念
の
捉
え

方
で
あ
る
。
た
だ
、
す
ぐ
に
気
づ
く
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
惹
起
す
る
。
ま
ず
、
そ
う
い
う
事
実
が
確
認
で
き
て
い

な
い
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
原
理
的
に
確
認
で
き
な
い
場
合
、
真
理
概
念
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。「
徳
川
家
康
は
１
６
１
６
年
に
亡
く
な
っ
た
」
と
い
う
事
実
は
、
直
接
的
に
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

そ
も
そ
も
原
理
的
に
確
認
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
場
合
、
事
実
と
文
の
対
応
関
係
を
ど
の
よ
う
に
判
定
し
た
ら
よ
い
の
か
。

こ
こ
に
形
而
上
学
が
侵
入
し
て
く
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
「
真
理
の
形
而
上
学
」
が
機
能
す
る
場
面
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
真
理
概
念
の
規
定
に
お
け
る
「
真
理
」
と
は
、
そ
れ
自
体
事
実
な
の
か
、
そ
れ
と
も
言
葉
な
の
か
、
と
い
う

素
朴
な
疑
問
が
湧
出
す
る
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
「
真
理
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
身
分
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
反
省
す

れ
ば
分
か
る
が
、「
真
理
」
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
強
力
な
概
念
で
あ
る
。
ど
ん
な
主
張
に
も
、
ま
る
で
背
後
霊
の
よ
う
に
ま
と

わ
り
つ
い
て
く
る
。
ザ
ッ
ク
が
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
も
そ
の
人
の
視
点
に
依
存
す
る
、
と
い
う
相
対
主
義
の
立
場
を
提
起

し
た
が
、
そ
れ
を
一
つ
の
主
張
と
し
て
提
起
し
て
い
る
以
上
、
ザ
ッ
ク
は
、
た
と
え
明
示
し
な
く
と
も
、「
ど
の
よ
う
な
考

え
方
も
そ
の
人
の
視
点
に
依
存
す
る
」
は
真
理
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
ど
う
処
理
す

る
か
が
、
相
対
主
義
を
展
開
す
る
と
き
の
最
大
の
試
金
石
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ま
相
対
主
義
に
関
し
て
言
及
し
た
、「
何
々
は
真
理
で
あ
る
」
と
い
う
、
真
理
概
念
の
、
い
か
な
る
主
張
に

も
付
加
し
う
る
、
主
張
の
表
面
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
使
用
法
は
、
逆
に
言
え
ば
、
真
理
概
念
を
明
示
し
な
く
て
も
い
い
、

と
い
う
捉
え
方
を
促
す
。
い
や
、
も
っ
と
強
く
、
真
理
概
念
な
ど
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
捉
え
方
を
促
す

よ
う
に
さ
え
思
え
る
。「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
２
３
９
の
半
減
期
は
約
2
万
4
千
年
で
あ
る
は
真
理
で
あ
る
」
と
い
う
の
と
「
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
２
３
９
の
半
減
期
は
約
2
万
4
千
年
で
あ
る
」
と
は
、
内
容
と
し
て
何
も
違
い
は
な
い
で
は
な
い
か
。
だ
っ
た

ら
、「
真
理
」
の
よ
う
な
や
や
こ
し
そ
う
な
概
念
は
か
え
っ
て
使
わ
な
い
方
が
紛
れ
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
考
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え
方
が
出
て
く
る
の
は
必
定
で
あ
り
、
実
際
第
Ⅱ
部
の
ザ
ッ
ク
は
、
真
理
や
虚
偽
の
概
念
を
使
用
す
る
習
慣
的
な
ゲ
ー
ム
を

拒
否
す
る
（
63
頁
）
と
断
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
、
こ
う
い
う
真
理
概
念
な
ど
な
く
て
も
い
い
、
か
え
っ
て
使
わ
な
い

方
が
い
い
、
と
い
う
考
え
方
は
現
代
哲
学
の
中
で
も
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
流
布
し
て
い
る
。
一
般
に
「
真
理
の
デ
フ
レ

理
論
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
る
。
タ
ル
ス
キ
ー
の
定
式
化
か
ら
始
ま
り
デ
フ
レ
理
論
に
い
た
る
ま
で
、
真
理
を
め
ぐ
る
哲

学
的
議
論
は
驚
く
ほ
ど
錯
綜
し
て
い
る
が
、
根
源
的
な
思
考
に
沈
潜
す
る
喜
び
を
堪
能
で
き
る
主
題
で
も
あ
る
（
チ
ェ
イ

ス
・
レ
ン
『
真
理
』
野
上
志
学
訳
・
一
ノ
瀬
正
樹
解
説
、
岩
波
書
店
、
２
０
１
９
年
を
参
照
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
文

脈
で
の
真
理
概
念
は
、「
何
々
は
真
理
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と
き
の
言
葉
と
し
て
の
真
理
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ウ
ィ
リ

ア
ム
ソ
ン
は
、
ザ
ッ
ク
を
介
し
て
、「
発
話
の
認
識
論
」
の
側
面
を
垣
間
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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