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絶
対
的
な
叫
，

Z
c
-
c
m
Z
5
8
0ロ
と
し
て
の
世
俗
化
な
の
か
?

|
|
l
H
・
ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
の
近
代
及
び
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
つ
い
て
|
|

深

井

朗

智

問
題
設
定

「
世
俗
化
」
と
い
う
概
念
は
き
わ
め
て
暖
昧
な
概
念
で
あ
る
が
、
同
時
に
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
も

人
民
。
あ
る
場
合
に
は
世
界
に
お
け
る
聖
な
る
も
の
の
喪
失
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
行
為
へ
の
参
与
の
衰
退
が
世
俗
化
と
呼
ば
れ
て
い
る
し
、

ま
た
あ
る
場
合
に
は
社
会
制
度
の
脱
呪
術
化
を
世
俗
化
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
世
俗
化
と
い
う
概
念
の
定
義
は
歴
史
的
に
は
は
っ
き
り
し

一
六
四
八
年
の
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
条
約
の
際
に
、
教
会
領
の
世
俗
君
主
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
ま

て
お
り
、

た
そ
の
後
は
聖
職
者
が
そ
の
身
分
を
失
い
世
俗
の
職
を
得
る
よ
う
な
場
合
、
す
な
わ
ち
修
道
士
の
請
願
の
免
除
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ωREhEω
は
H
・
リ
ュ

l
べ
に
よ
れ
ば
、
元
来
「
聖
な
る
も
の
」
と
「
俗
な
る
も
の
」
と
の
関
係
を
意
味
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
次
第
に

両
者
の
「
区
別
」
と
い
う
価
値
判
断
を
と
も
な
う
概
念
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
世
俗
化
」
は
き
わ
め
て
論
争
的
な

概
念
と
な
っ
た
。
こ
の
変
化
が
、
「
世
俗
化
」
の
概
念
の
使
用
を
両
義
的
に
し
、
ま
た
複
雑
化
さ
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?389 



の
は
こ
の
概
念
の
「
聖
な
る
も
の
」
と
「
俗
な
る
も
の
」
と
の
「
関
係
」
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
な
使
用
が
終
わ
り
、

ω
。。己
mEω
と
い
う

事
態
が
あ
る
立
場
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
聖
な
る
も
の
の
「
喪
失
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
別
の
立
場
の
人
々
に
と
っ
て
は
教
会
や
宗
教
の
権

390 

威
か
ら
の
「
解
放
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
使
用
に
は
ひ
と
つ
の
価
値
判
断
が
と
も
な
う
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の
概
念
の
持
つ
両
義
性
に
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ゴ

l
ガ
ル
テ
ン
は
既
に
一
九
五

0
年
代
に
は
気
付
い
て
い
た
。
ま
た
ゴ

l
ガ
ル
テ
ン
と

似
た
よ
う
な
視
点
か
ら
世
俗
化
論
を
展
開
し
た
ハ

i
ヴ
ェ
イ
・
コ
ッ
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
世
俗
化
は
社
会
と
文
化
が
宗
教

的
支
配
や
完
結
的
な
形
而
上
学
の
支
配
か
ら
自
由
に
さ
れ
る
と
い
う
、
も
う
ほ
と
ん
ど
逆
戻
り
で
き
な
い
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
」

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
」
。

で
あ
り
、
「
世
俗
主
義
は
新
し
い
宗
教
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
、

ひ
と
つ
の
新
し
い
完
結
し
た
世
界
観
で
あ
り
、

世
俗
化
と
世
俗
主
義
と
の
区
別
は
、
ゴ

l
ガ
ル
テ
ン
と
コ
ッ
ク
ス
に
共
通
の
視
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既
に
見
た
世
俗
化
に
つ
い
て
の
両
義

的
な
性
格
に
基
づ
く
区
分
で
あ
る
。

こ
の
世
俗
化
の
両
義
性
は
近
代
理
解
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
近
代
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
同
じ
よ
う

な
問
題
と
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
近
代
世
界
と
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
権
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
だ

と
い
う
見
方
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
世
俗
化
は
宗
教
批
判
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
手
段
と
な
る
。
他
方
で
、
近
代
世
界
と
は
そ
の
世

俗
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
を
そ
の
深
層
に
お
い
て
残
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
と
言
う
場
合
に
は
、
世
俗
化
と
は

い
わ
ば
非
連
続
の
連
続
を
主
張
す
る
た
め
の
根
拠
と
な
る
。
同
じ
時
代
、
あ
る
い
は
社
会
変
動
の
出
来
事
を
「
世

俗
化
」
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
全
く
異
な
っ
た
価
値
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
に
お
い
て
は
「
世
俗

近
代
以
前
と
近
代
と
の
、



化
」
は
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
手
段
で
あ
り
、
後
者
は
近
代
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
の
た
め
の
根
拠
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
、
す
な
わ
ち
近
代
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
視
点
、
あ
る
い
は
近
代
の
意
味
付
け
と
い
う
視
点
か
ら
世
俗
化
の
問
題

を
考
え
る
際
に
興
味
深
い
視
点
を
提
示
し
て
い
る
の
が
ハ
ン
ス
・
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
世
俗

化
論
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
取
り
扱
う
こ
と
で
、
「
世
俗
化
」
の
問
題
、
と
り
わ
け
「
近
代
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
」

の
問
題
、
そ
し
て
近
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
世
俗
化
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
視
点
を
肯
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク

と
は
違
っ
た
視
点
か
ら
近
代
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
「
世
俗
化
」
理
解

①
没
収

(mコ
E
m
g
m
)
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
世
俗
化
」

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
「
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
い
う
。

ひ
と
つ
は
非
人
称
主
語
と
し

て
の
用
い
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
世
界
は
ま
す
ま
す
世
俗
的
に
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ば
漠
然
と
し

た
用
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
開
ω
お
噴
出
同
の
よ
う
に
「
外
延
的
な
不
明
瞭
さ
を
持
つ
主
語
」
を
も
っ
た
用
法
と
な
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ

れ
が
厳
密
な
定
義
な
し
に
用
い
る
も
っ
と
も
一
般
的
な
「
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
で
あ
る
。
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
よ
う
な
用

法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
暖
昧
さ
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
特
別
に
問
題
に
は
し
て
い
な
い
。
彼
が
問
題
に
す
る
の
は
。
こ
の
よ
う
な
「
外
延
的
な

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?391 



不
明
瞭
さ
を
持
っ
た
」
用
法
で
は
な
く
、
「
特
定
の
機
能
を
持
つ
、

B
は
世
俗
化
さ
れ
た

A
で
あ
る
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
世
俗
化
論
な
の
で

あ
る
。
彼
が
あ
げ
て
い
る
例
に
よ
れ
ば
、
「
近
代
労
働
理
論
は
世
俗
化
さ
れ
た
修
道
的
禁
欲
で
あ
る
、
世
界
革
命
は
世
俗
化
さ
れ
た
終
末
待

望
で
あ
る
、
あ
る
い
は
連
邦
大
統
領
は
世
俗
化
さ
れ
た
君
主
で
あ
る
」
、
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
彼
は
「
市
民
の
政

392 

治
的
平
等
は
神
の
前
で
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
平
等
と
い
う
先
行
概
念
の
世
俗
化
」
で
あ
る
と
か
、
「
現
代
の
刑
法
の
基
本
的
な
表
象
は
世
俗

化
さ
れ
た
神
学
的
罪
概
念
」
で
あ
る
と
か
、
「
近
代
の
国
家
論
の
要
と
な
る
全
て
の
概
念
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
概
念
で
あ
る
」
と
か
、

「
近
代
の
歴
史
哲
学
は
世
俗
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
世
俗
化
の
命
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
問
題
に
し
て

い
る
。
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
世
俗
化
の
用
法
に
は
、
歴
史
的
な
事
実
や
理
論
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
前
提
」
、

す
な
わ
ち
「
は
じ
め
か
ら
あ
る
特
定
の
価
値
判
断
を
と
も
な
っ
た
現
実
理
解
を
持
つ
場
合
の
み
成
り
立
つ
前
提
」
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

プ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
前
提
の
起
源
を
い
わ
ゆ
る
「
没
収
モ
デ
ル
」
に
見
た
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
「
世
俗
化
」
は
、
「
ウ
エ
ス

ト
フ
ア
リ
ア
条
約
以
降
、
法
的
に
は
教
会
財
産
の
没
収
行
為
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
を
意
味
す
る
用
語
と
な
っ
た
」
。
す
な
わ
ち

そ
れ
以
前
の
教
会
法
上
に
お
け
る
世
俗
化
と
い
う
概
念
の
使
用
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
聖
職
者
を
修
道
院
に
お
け
る
義
務
か
ら
在
俗
司
祭
へ

と
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
が
、
十
八
世
紀
以
後
は
教
会
財
産
の
世
俗
諸
侯
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
変
化
は
「
世
俗
化
」

の
概
念
の
使
用
と
し
て
は
そ
れ
程
大
き
な
意
味
の
変
化
と
は
言
え
な
い
と
い
う
。

「
十
八
世
紀
末
以
降
に
お
け
る
教
会
内
部
で
の
定
義
の
転
換
は
、
こ
の
述
語
の
歴
史
に
対
し
て
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
。
こ
の
転
換

は
世
俗
化
の
史
的
・
政
治
的
概
念
と
関
連
し
て
は
い
る
が
、
史
的
・
歴
史
的
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
歴
史
哲
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て



の
世
俗
化
を
そ
れ
以
上
に
規
定
し
た
り
、
決
定
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
彼
は
い
う
。

そ
れ
に
対
し
て
「
世
俗
化
」
が
今
日
の
よ
う
な
特
別
な
前
提
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
八

O
三
年
の
帝
国
議
会
の

決
定
に
よ
る
の
だ
と
彼
は
い
う
。
こ
の
会
議
は
こ
の
概
念
を
「
教
会
の
権
利
の
纂
奪
の
概
念
、
教
会
に
よ
る
保
護
と
監
督
か
ら
の
財
産
の
不

当
な
解
放
の
概
念
」
と
し
た
の
だ
と
プ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
い
う
。
こ
れ
が
「
、
没
収
モ
デ
ル
」
と
し
て
の
世
俗
化
の
起
源
で
あ
る
と
彼
は
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
世
俗
化
は
ひ
と
つ
の
価
値
判
断
と
と
も
に
用
い
ら
る
よ
う
に
な
っ
た
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
教
会
の
権
利
や
保
護
か
ら
の
『
不
当
』
な
解
放
」
と
い
う
価
値
判
断
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
世

俗
化
の
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
産
に
対
す
る
同
じ
く
転
用
可
能
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
世
俗
化
の
概
念
が
近
代
の
問
題
と
結
び
つ
く
と
き
に
、
近
代
に
は
非
正
統
性
と
い
う
不
当
な
熔
印
が
押
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
彼
の
見
方
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
近
代
の
正
統
性
を
主
張
す
る
。
そ
の
正
統
性
と
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
「
世
俗
化
論
」
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
が
正
統
的
で
あ
り
、
そ
の
世
俗
化
と
し
て
の
近
代
は
非
正
統
的
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
対
し
て
主

張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
近
代
の
人
間
学
的
な
諸
特
徴
、
す
な
わ
ち
「
理
性
の
自
己
主
張
の
正
統
性
」
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

②
実
体
の
連
続
性
か
主
役
交
代
か

?
I
l
k
-
レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
と

H
・
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク

ブ
ル
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
近
代
の
精
神
史
的
な
理
解
の
た
め
に
は
、
不
当
な
前
提
を
も
っ
た
世
俗
化
論
に
よ
る
理
解
は
排
除
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
既
に
見
た
よ
う
な
「
没
収
モ
デ
ル
」
に
基
づ
く
世
俗
化
論
は
、
近
代
に
非
正
統
性
を
負
わ
せ
る
不
当
な
も

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?393 



の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
種
の
世
俗
化
論
に
は
、
歴
史
の
転
換
に
お
け
る
「
同
一
の
実
体
」
の
連
続
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ

の
「
実
体
」
と
い
う
検
証
不
可
能
な
も
の
を
前
提
と
す
る
近
代
理
解
は
、

た
と
え
ば
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
じ
ま
り
ハ
ン
ス
・

G
・
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ガ
ダ
マ
ー
や
カ

l
ル
・
レ
I
ヴ
ィ
ッ
ト
な
ど
の
議
論
の
中
に
も
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
と
彼
は
い
う
。
彼
は
そ
れ
ま
で
の
批
判
を
ふ
ま
え
て

改
定
さ
れ
た
『
近
代
の
正
統
性
』

の
中
で
は
、
と
り
わ
け
カ

l
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
提
示
し
た
近
代
モ
デ
ル
を
批
判
の
対
象
に
し
て
議
論

を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
両
者
の
論
争
は
、
そ
の
後
の
両
者
の
さ
ら
な
る
議
論
を
も
含
め
て
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め

に
は
よ
い
視
点
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
立
場
を
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
批
判
を
考
慮
し
つ
つ
明
ら
か
に
し
、
そ
の

上
で
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
が
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
何
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
立
場
の
何
を
説
明
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

a 

『
歴
史
の
意
味
」
?

カ
ー
ル
・
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
最
初
ア
メ
リ
カ
で
『
歴
史
の
意
味
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
し
、
後
に
『
世
界
史
と
救
済
の
出
来
事
」
と

改
題
し
て
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
書
物
の
中
で
「
近
代
の
歴
史
意
識
は
聖
書
的
H
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
論
の
世
俗
化
で
あ
る
」
と
述

べ
た
。
し
か
し
そ
の
命
題
は
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
の
研
究
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
神
学
の
研
究
で
も
な
い
。
こ
の
命
題
は
レ

I
ヴ
ィ
ッ
ト

の
立
場
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
批
判
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
彼
独
自
の
近
代
理
解
の
鍵
と
な
る
命
題
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト

は
近
代
の
歴
史
哲
学
が
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
神
学
に
そ
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
-
証
明
し
て
み
せ
た
(
も
っ
と
も
そ
れ
が
可
能
か
ど
う
か

は
疑
問
で
あ
る
が
)
。
問
題
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
書
物
の
中
で
、
歴
史
と
し
て
の
現
実
理
解
と
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
現
実
理
解
と
を
相
互
に
対
置
し
た
上
で
、
「
歴



史
に
対
す
る
態
度
」
の
三
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
の
態
度
は
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
た
ち
の
態
度
で
、
第
二
は
キ
リ
ス
ト
教
の
態
度
、
そ

し
て
第
三
は
近
代
人
の
態
度
で
あ
る
。

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
ひ
と
つ
の
源
泉
で
あ
る
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
歴
史
の
問
題
は
、
「
そ
の
ど
の
形
態
に

お
い
て
も
歴
史
を
目
的
意
識
を
持
っ
た
も
の
、
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
将
来
に
実
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
考
え
な
か
っ
た
」
。

す
な
わ
ち
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
は
誰
も
歴
史
の
哲
学
な
ど
作
り
出
さ
な
か
っ
(
問
」
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
へ
ロ
ド
ト
ス
は
、
。
へ
ル
シ
ア
人
と

ギ
リ
シ
ア
人
の
聞
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
調
査
し
報
告
し
庄
件
。
日
吉
し
た
が
、
そ
れ
は
「
偉
大
な
行
為
の
栄
光
が
後
世
に
よ
っ
て
忘
れ
さ
ら

れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
」
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
出
来
事
そ
の
も
の
を
越
え
て
何
ら
か
の
将
来
の
意
味
を
実
現
す
る
目
標
に
至
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
」
。
彼
の
物
語
形
式
は
「
ひ
と
つ
の
将
来
の
目
標
へ
向
か
う
意
味
深
い
前
進
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
時

間
観
の
よ
う
に
周
期
的
で
あ
り
循
環
蜘
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
自
然
と
歴
史
を
分
離
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
意
図
と
神
の

導
き
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
も
な
い
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
も
う
ひ
と
つ
の
源
流
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

レ

i
ヴ
ィ

ッ
ト
に
よ
れ
ば
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
歴
史
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
救
済
の
出
来
事
を
意
味
す
る
。
救
済
の
出
来
事
と
し

て
の
歴
史
は
予
言
者
や
説
教
者
た
ち
の
重
要
な
関
心
事
な
の
で
あ
る
」
。
そ
れ
故
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
歴
史
こ
そ
意
味
あ
る
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
の
特
徴
は
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
に
つ
い
て
の
問
い
と
解
釈
が
「
救
済
史
の
最
終
的
な
目

的
で
あ
る
終
末
論
的
な
信
仰
か
ら
」
生
じ
る
と
い
う
も
の
だ
と
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
い
う
。

重
要
な
こ
と
は
、

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
が
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
歴
史
に
対
す
る
態
度
を
加
え
て
、
近
代
的
な
歴
史
意
識
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?39ラ



い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
と
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
点
な
の
で
あ
る
。

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
近
代
的
な
歴
史
意
識
と
い
う
の
は
、
「
由
来
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
が
、
傾
向
に
お
い
て
は
反
キ

リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
歴
史
的
な
思
考
と
史
的
意
識
の
由
来
の
問
題
は
キ
リ
ス

396 

ト
教
と
古
典
古
代
と
に
等
し
く
関
わ
る
も
の
で
も
な
く
、
古
典
古
代
に
も
っ
ぱ
ら
関
わ
る
も
の
で
も
」
な
く
、
「
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
」

と
関
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
歴
史
哲
学
と
は
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
神
学
の

世
俗
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
近
代
の
歴
史
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
神
学
と
の
聞
の
「
非
連
続
の
連
続
」
を
提
示
し
、
そ
れ
を
「
世
俗

化
」
と
言
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
は
将
来
に
お
け
る
目
標
の
成
就
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
将
来
へ
の
前
進
を

語
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
観
と
近
代
の
発
展
意
識
に
基
づ
い
た
歴
史
観
と
は
一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
両
者
に
は

絶
対
的
な
相
違
点
が
存
在
し
て
い
る
と
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
い
う
。
そ
れ
は
第
一
に
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
将
来
の
成
就
は
歴
史
内
的
な
事

柄
で
は
な
く
、
終
末
論
的
な
完
成
、
す
な
わ
ち
超
歴
史
的
な
事
柄
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
近
代
の
歴
史
意
識
は
、
歴
史
内
的
な
発
展
や
成
就

を
考
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
こ
の
歴
史
の
主
が
キ
リ
ス
ト
教
で
は
天
地
の
創
造
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
近
代
歴
史
意
識
に

お
い
て
は
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
終
末
論
の
教
説
の
世
俗
化
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
に
お

け
る
連
続
と
非
連
続
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。

b 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
お
け
る
「
世
俗
化
」

の
問
題



し
か
し
問
題
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
連
続
と
非
連
続
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。も

し
人
が
近
代
的
な
歴
史
意
識
と
そ
れ
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
神
学
的
な
歴
史
意
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
断
絶
を
見
い
出
し
、

後
者
に
対
す
る
否
定
と
し
て
の
前
者
と
い
う
ご
く
一
般
的
な
理
解
を
採
用
す
る
と
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
神
学
と
近
代
的
な
歴

史
意
識
と
の
間
の
断
絶
を
強
調
す
る
と
、
近
代
と
は
、
そ
の
由
来
に
お
い
て
も
、
意
図
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
と
の
断
絶
に
よ

っ
て
生
じ
た
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
近
代
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
責
任
を
放
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
レ

ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、

い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
見
解
を
否
定
す
る
た
め
に
「
近
代
の
歴
史
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
神
学
の
世
俗
化
」
で

あ
る
と
い
う
命
題
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
彼
は
両
者
の
連
続
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
中
世
と

の
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
の
「
世
俗
化
」

の
意
図
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
近
代
を
引
き
離
す
こ
と
を
意
図
し
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
結
び
付
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
と
の
対
比
を
考
え
る
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
こ
の
点
で
あ
る
。
そ
し
て
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
が
こ
こ

で
な
し
た
こ
と
の
意
図
は
、
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
近
代
の
肯
定
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
『
世

界
史
と
救
済
の
出
来
事
』

で
書
き
た
か
っ
た
こ
と
は
、
「
「
存
在
と
歴
史
の
意
味
は
そ
も
そ
も
歴
史
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、

も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
体
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
』
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
答
え
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
」
。

レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
間
い
に
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
と
し
て
の
現
実
理
解
で
は
な
く
、

コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
現
実
理

解
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
わ
れ
わ
れ
は
単
に
歴
史
的
な
思
考
を
一
切
超
え
た
と
こ
ろ
へ
と
導
か
れ
て
行
く
」
と
い
う
。
そ
れ

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?397 



が
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
現
実
理
解
な
の
で
あ
る
。

こ
の
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
現
実
理
解
は
、
あ
の
プ
ラ
ト
ン
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
の
言
う
よ
う
な
現
実
理
解
な
の
で
あ
る
。
そ

398 

こ
ヘ
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
立
ち
返
り
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
意
図
を
理
解
し
て
は
じ
め
で
あ
の
「
世
俗
化
」

の
概
念

の
意
図
、
が
明
ら
か
に
な
る
。

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
古
代
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
現
実
を
歴
史
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
考
え
が
持

ち
込
ま
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
歴
史
の
大
き
な
断
絶
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
、

た

と
え
そ
こ
で
は
歴
史
の
主
役
が
神
か
ら
人
間
へ
と
変
化
し
て
た
と
し
て
も
、
歴
史
と
し
て
の
現
実
理
解
と
い
う
点
で
ひ
と
ま
と
ま
り
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
に
お
い
て
は
「
世
俗
化
」
と
は
中
世
的
世
界
と
近
代
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
た

め
の
手
段
と
な
る
。

一
般
的
な
見
解
に
反
し
て
、
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
強
調
し
た
上
で
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
を
ト
ー
タ
ル
に

否
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
の
後
に
、

コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
現
実
へ
と
「
導
こ
う
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

C 

実
体
の
主
役
転
換

l
lブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
レ

l
ヴ
イ
ッ
ト
批
判

ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
よ
う
な
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
見
解
を
批
判
す
る
。
そ
の
後
の
論
争
な
ど
の
こ
と
も
考
え
る
な
ら
、
ブ
ル

1
メ
ン

ベ
ル
ク
は
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
立
場
が
自
ら
提
示
し
た
モ
デ
ル
と
逆
の
立
場
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
彼
の
見
解
の
否
定
を
通
し

て
、
自
ら
の
近
代
世
界
の
見
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
が
聖
書
的
日
キ
リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
意
識
と

近
代
の
歴
史
哲
学
と
を
結
び
つ
け
、
両
者
の
関
係
を
「
世
俗
化
」
と
い
う
仕
方
で
説
明
し
、
両
者
を
一
括
し
て
否
定
し
、

コ
ス
モ
ス
的
な
世

界
意
識
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
厳
密
に
は
そ
の
前
半
部
分
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ



な
い
。
ブ
ル
l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
「
レ
!
ヴ
ィ
ッ
ト
が
中
世
と
近
代
へ
の
決
定
を
一
挙
に
も
た
ら
し
た
唯
一
の
時
代
間
断
絶
を
、

つ
ま
り
古
代

の
異
教
的
宇
宙
と
そ
の
循
環
的
安
定
構
造
か
ら
聖
書
的
リ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
タ
イ
プ
の
一
回
的
時
間
行
為
へ
の
転
回
を
視
野
に
収
め
て
い
る

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
近
代
文
化
へ
の
世
俗
化
は
比
較
的
重
要
度
の
少
な
い
区
別
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
し
、

か
ぎ
り
、

ま
た
「
こ
の
よ
う
な
世
俗
化
の
視
点
の
も
と
で
は
、
中
世
と
近
代
と
い
う
誤
っ
た
分
割
を
人
間
と
宇
宙
と
の
結
合
の
中
断
と
い
う
一
つ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
へ
と
弱
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
正
し
い
理
解
で
あ
り
、
レ

i
ヴ
ィ
ッ
ト
に
と

っ
て
時
代
の
断
絶
は
中
世
と
近
代
の
聞
に
は
な
く
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
的
古
代
と
の
聞
に
の
み
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
あ
ら
ゆ
る
レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
命
題
を
根
拠
付
け
る
視
点
な
の
で
あ
る
。

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
と
近
代
の
進
歩
的
歴
史
観
と
を
結
び
つ
け
、
後
者
を
前
者
の
世
俗
化
と
し
た
が
、
ブ
ル

l
メ
ン

ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
同
じ
実
体

Gzσ
巳
mgN〉
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

つ
ま
り
進
歩
概
念
と
終
末
論
と
は
異
質
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
見
方
で
あ
る
。

つ
ま
り
終
末
論
と
は
歴
史
を
否
定
す
る
理
論
で
あ
り
、
歴
史
を
超
え
た
終
わ
り
の
介
入
に
つ
い
て

の
教
え
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
進
歩
の
概
念
は
歴
史
内
的
な
発
展
や
到
達
段
階
の
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
れ
故
に
進
歩

の
概
念
は
終
末
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ス
ト
ア
的
な
摂
理
論
と
結
び
つ
く
の
だ
と
い
っ
て
レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
命
題
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
つ
ま
り
進
歩
の
理
念
の
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
へ
の
依
存
と
い
う
考
え
方
に
は
、

一
方
か
ら
他
方
へ
の

転
換
を
こ
と
ご
と
く
妨
害
し
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
差
異
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
形
式
的
な
も
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
明
白
な

違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
進
歩
理
念
は
各
々
の
現
在
に
現
前
し
て
い
る
構
造
か
ら
歴
史
に
内
在
す
る
未
来
を
予
測
す
る
の
に
対
し
て
、
終
末

論
は
歴
史
の
中
に
侵
入
し
て
く
る
出
来
事
を
、
歴
史
自
身
に
と
っ
て
は
超
越
的
で
異
質
な
出
来
事
を
問
題
に
す
る
」
。
ブ
ル

I
メ
ン
ベ
ル
ク

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?399 



に
よ
れ
ば
、
確
か
に
終
末
論
は
一
時
期
歴
史
の
あ
る
瞬
間
に
は
希
望
の
総
称
で
あ
っ
た
が
、
進
歩
の
理
念
に
光
が
あ
て
ら
れ
た
時
に
は
既
に

400 

恐
怖
と
不
安
の
論
理
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
進
歩
の
理
念
は
そ
れ
と
は
別
な
理
念
体
系
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
歴
史
意
識
の
世
俗
化
と
い
う
点
に
注
目
し
て
近
代
と
中
世
と
を
結
び
つ
け
た
レ

i
ヴ
ィ
ッ
ト
の
議
論
を
否
定
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
世
と
近
代
と
の
聞
に
は
確
か
に
レ

i
ヴ
ィ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
「
世
俗
化
」
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
把
握
す
べ
き

事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
、

ひ
と
つ
の
実
体

G
5
E

ω片
山
口
N
)

で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
主
役
転
換

(
C
B
σ
g巳
N
g
m
)
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
二
つ
の

異
な
っ
た
実
体
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

の
転
換
(
己
目
ω
2
N
ロ
ロ
問
)

つ
ま
り
歴
史
の
断
絶
は
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
的
古
代
と

キ
リ
ス
ト
教
的
古
代
の
聞
に
で
は
な
く
、
中
世
と
近
代
と
の
間
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
は
世
俗
化
と
い
う
の
は
、
「
神
学
的
な
遺
産
の
相
続
に
際
し
て
、
そ
の
相
続
人
た
ち
に
対
し
て
罪
の
意
識

を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
絶
対
的
な
司
ぽ
♀
。
m
c
B
B。
ロ
で
あ
り
」
、
決
し
て
中
世
と
近
代
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
遺
産
と
近
代
と
を

結
び
付
け
る
装
置
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
代
と
は
、
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
中
世
末
期
に
先
鋭
化
し
た
「
神
学
的
絶
対
主
義
」
に
よ

っ
て
、
人
間
の
世
界
へ
の
信
頼
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
破
壊
さ
れ
た
と
き
に
、
「
人
間
的
な
理
性
の
自
己
主
張
」

の
側
か
ら
の
「
対
抗
処
置
」
と

し
て
生
じ
た
の
だ
と
い
う
の
が
彼
の
説
明
で
あ
る
。
そ
の
時
主
役
の
転
換
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
近
代
と
は
、
決
し
て
キ
リ
ス
ト

教
的
な
も
の
に
対
し
て
非
正
統
的
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
は
正
統
性
を
持
っ
た
も
の
だ
、
と
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
言
い
た
い
の

で
あ
る
。



微
妙
な
点
で
あ
る
が
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
自
身
も
中
世
と
近
代
と
の
聞
に
ま
っ
た
く
断
絶
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
彼
も
ま
た

「
近
代
は
キ
リ
ス
ト
教
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
連
続
性
を
認
め
る
の
は
次
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
時
代
の
断
絶
を
超
え
る
歴
史
の
連
続
性
は
、
理
念
的
実
体
、
が
存
続
す
る
と
い
う
点
に
で
は
な
く
、
諸
問

き(題
だ想が
」担

と保
し、 tこ
うな
のつ
でて
あい
るる
。占

や

か
つ
て
既
に
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
を
再
び
知
る
、
と
い
う
よ
う
な
引
継
ぎ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
べ

つ
ま
り
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
に
対
し
て
、
確
か
に
い
く
つ
も
の
遺
産
や
期
待

や
要
求
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
を
満
た
す
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
い
て
は
こ
の
空
席
を

埋
め
る
た
め
に
主
役
交
代
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
主
役
が
埋
め
て
い
た
位
置
に
立
た
さ
れ
た
人

聞
の
理
性
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
克
服
し
き
れ
ず
に
残
し
て
し
ま
っ
た
問
題
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
も
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
も
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
れ
に
基
づ
く
近
代
世
界
と
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に

「
世
俗
化
」
の
概
念
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
両
者
は
、
近
代
世
界
と
中
世
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
を
「
世
俗
化
」

と
い
う
点
か
ら
説
明
す
る
場
合
の
意
味
付
け
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
は
近
代
を
も
含
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的

な
も
の
を
ト
ー
タ
ル
に
批
判
す
忍
た
め
に
、
中
世
と
近
代
と
の
連
続
性
を
言
う
た
め
に
「
世
俗
化
」
と
い
う
概
念
を
用
い
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ

ル
ク
は
近
代
を
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
か
ら
の
自
立
と
主
張
す
る
た
め
に
「
世
俗
化
」

の
概
念
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?401 



2 

神
義
論
と
グ
ノ

l
シ
ス

|
|
|
「
神
学
的
絶
対
主
義
」
か
「
人
間
の
自
己
主
張
」
か

402 

①
終
末
論
に
よ
る
世
俗
化

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
が
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
古
代
後
期
か
ら
近
代
初
頭
ま
で
の
精
神
史
的
な
状
況
を
把
握
し
、
自
ら
の
命
題

を
証
明
し
よ
う
と
す
る
際
に
注
目
し
た
の
が
神
義
論
の
問
題
と
グ
ノ

l
シ
ス
の
克
服
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
義
論
の
聞
い
に
導
か
れ
て
キ

リ
ス
ト
教
の
神
学
史
を
再
構
成
し
て
み
せ
る
こ
と
が
、
近
代
の
起
源
を
神
学
的
な
絶
対
主
義
に
対
す
る
人
間
の
理
性
の
側
の
対
抗
処
置
と
見

な
す
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
構
想
の
根
幹
を
形
成
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
が
古
代
哲
学
か
ら
受
け
取
っ
た
問
題
で
、
最
終
的
に
未
解
決
な
問
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の

は
こ
の
世
に
お
け
る
「
禍
」
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
問
題
は
い
わ
ゆ
る
古
代
哲
学
に
お
い
て
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、

は
コ
ス
モ
ス
は
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、

「
コ
ス
モ
ス
は
信
頼
す
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
少
な
く
と
も
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
は
既
に
「
世
界
」
は

「
肯
定
を
必
要
と
す
る
」
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
よ
る
形
相
と
質
料
と
の
区
分
の
先
鋭
化
に
よ
る
「
世
界
の
蔑

視
」
の
故
で
あ
っ
た
と
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
い
う
。
そ
の
時
神
義
論
的
な
課
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
、
ま
さ
に
こ
こ
で
体
系
的
な
重
点
移
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
象
界
は
確

か
に
イ
デ
ア
の
写
像
で
は
あ
る
が
、
原
像
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
基
本
的
二
義
性
に
つ
い
て
は
、
新
プ
ラ



ト
ン
主
義
に
お
い
て
第
二
の
視
角
の
方
向
に
向
け
て
決
断
が
下
さ
れ
た
。
世
界
は
そ
の
イ
デ
ア
的
な
モ
デ
ル
の
大
き
な
錯
覚
と
し
て
現
れ
る
。

-
:
イ
デ
ア
と
媒
体
、
形
式
と
質
料
と
の
間
の
差
異
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
体
系
に
お
い
て
拡
大
す
る
。
イ
デ
ア
の
『
神
学
化
』
に
物
質

の
『
悪
魔
化
』
が
照
応
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
の
成
立
は
、
質
料
の
内
部
に
お
け
る
、
「
質
料
と
い
う
牢
獄
に
お
け
る
世

界
霊
魂
の
捕
ら
わ
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。

グ
ノ

l
シ
ス
主
義
は
こ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
も
増
し
て
「
よ
り
根
本
的
な
形
而
上
学
の
タ
イ
プ
」
で
あ
り
、
「
世
界
は
神
に
敵
対
し
て

い
る
と
考
え
、
救
済
を
世
界
か
ら
の
解
放
と
考
え
た
」
と
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
。
そ
れ
は
同
時
に
「
神
を
悪
の
起
源
か
ら
解
放
す
る

と
い
う
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
も
い
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
グ
ノ

l
シ
ス
主
義
は
神
義
論
を
必
要
と
し
な
く
な
る
」
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
善
の
神
は
世
界
と
関
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
は
こ
の
禍
の
世
界
に
救
済
を
も
た
ら
す
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
「
神
の
業
と
し
て
の
創
造
と
救
済
と
の
関
連
を
否
定
し
た
マ
ル
キ
オ
ン
」
に
典
型
的
に
現
れ
出
る
。

「
マ
ル
キ
オ
ン
は
世
界
に
対
す
る
責
任
を
免
除
さ
れ
た
未
知
の
神
を
完
全
に
、
何
の
制
約
も
な
し
に
人
間
の
救
済
の
側
に
置
こ
う
と
し
た
」

の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
宇
宙
的
形
而
上
学
を
否
定
し
、
聖
書
の
創
造
概
念
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い

世
界
へ
の
信
頼
を
破
壊
し
た
」
の
で
あ
る
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
中
世
の
神
学
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
キ
オ
ン
的
な
グ
ノ

l
シ
ス
へ
の
対
抗
処
置
と
し
て
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
点
で
彼
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ド
グ
マ
の
形
成
は
マ
ル
キ
オ
ン
へ
の
対
抗
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ

ル
ナ
ッ
ク
の
見
解
に
依
存
し
て
お
り
、
「
中
世
の
編
成
は
グ
ノ

l
シ
ス
主
義
の
症
候
群
に
対
す
る
最
終
的
な
防
御
の
試
み
で
あ
っ
た
」
と
い

う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
創
造
と
し
て
の
世
界
を
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
的
な
根
源
の
否
定
か
ら
取
り
戻
し
て
、
古
代
の
宇
宙
l

尊
厳
性
を
キ
リ
ス

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?403 



ト
教
の
体
系
の
中
へ
と
救
い
出
す
こ
と
が
、

メ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
盛
期
ス
コ
ラ
哲
学
に
ま
で
及
ぶ
努
力
の
中
心
で
あ
っ
た
」
と
ブ
ル

l
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ま
た
、
ブ
ル
I
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
グ
ノ

l
シ
ス
の
二
元
論
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
待
望
と
関
係
し
て
お
り
、
世

界
は
破
壊
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
意
識
と
対
応
し
て
い
た
。

し
か
し
終
末
は
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
待
望
さ
れ
た
キ
リ
ス

ト
の
再
臨
が
生
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
も
う
一
度
世
界
に
適
応
す
る
方
法
を
革
新
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
り
」
、
「
そ
の
時
古
代
の
宇
宙

論
の
未
解
決
の
問
題
、
す
な
わ
ち
世
界
に
お
け
る
禍
の
起
源
に
関
す
る
問
題
」
と
し
て
の
神
義
論
が
復
活
し
た
の
だ
と
彼
は
見
て
い
る
。

ペ〉

ま
り
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
は
「
こ
の
世
界
は
悪
の
牢
獄
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
の
啓
示
に
よ
っ
て
臆
罪
を
決
意
さ
れ
た
神

の
力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
思
想
を
中
世
が
拒
否
し
た
と
き
に
、
中
世
は
グ
ノ

l
シ
ス
に
対
し
て
「
世
界
の
安

定
性
を
再
構
成
す
る
た
め
の
努
力
」
を
開
始
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
の
が
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
中
世
の
成
立
の
見
方
で
あ
り
、

そ
れ
は
た
と
え
ば
既
に
見
た
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
歴
史
区
分
や
世
界
観
の
転
換
の
見
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク

は
そ
れ
故
に
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
に
対
し
て
、
「
終
末
論
の
世
俗
化
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
終
末
論
に
よ
る
世
俗
化
」
が
生
じ
た
の
だ
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

②
グ
ノ
!
シ
ス
克
服
の
努
力
と
失
敗

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
グ
ノ

l
シ
ス
克
服
と
い
う
努
力
の
た
め
の
典
型
的
な
回
答
の
ひ
と
つ
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
の
中
に

見
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
「
グ
ノ

l
シ
ス
主
義
の
後
で
、
神
を
正
統
化
す
る
た
め
に
人
聞
に
負
担
を
負
わ
せ
る
と
い
う
方
法



で
あ
り
」
、
具
体
的
に
は
「
人
間
に
途
方
も
な
い
責
任
と
有
責
性
の
全
量
を
注
入
す
る
た
め
の
新
し
い
自
由
の
概
念
を
作
り
出
す
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
自
由
の
概
念
は
人
間
の
自
由
に
、
悪
に
対
す
る
責
任
、
あ
る
い
は
世
界
に
お
け
る
禍
の
責
任
を
負

わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
見
解
は
、
結
局
グ
ノ

l
シ
ス

の
克
服
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
反
復
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
自
由
と
悪
や
禍
の
問
題
と
を
結
び

つ
け
た
途
端
に
、
「
自
由
そ
の
も
の
が
禍
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
予
定
論
や
創
造
論
に
お
け
る
原
罪
論
に

典
型
的
に
現
わ
れ
出
て
い
る
と
ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
間
題
に
答
え
る
た
め
に

「
隠
れ
た
神
」
あ
る
い
は
「
理
解
不
能
性
と
し
て
の
神
の
絶
対
的
主
権
」
と
い
う
思
想
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
は
ブ
ル

l
メ

ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
グ
ノ

l
シ
ス
的
人
間
論
の
反
復
」
で
あ
り
、
中
世
に
お
け
る
グ
ノ

l
シ
ス
克
服
失
敗
の
歴
史
の
開
始
で
あ
る
と
い
う
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
さ
ら
に
中
世
後
期
に
な
っ
て
、
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
見
方
が
先
鋭
化
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
中
世

ス
コ
ラ
学
は
多
く
の
観
点
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
道
を
再
度
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
。

つ
ま
り
創
造
の
神
と
救
済
の
神
と
を
ひ

と
つ
の
体
系
の
中
で
保
持
す
る
た
め
に
は
結
局
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
と
し
て
も
結
局
は
「
自
由
意
志
論
」
に
依
存
す
る

こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
先
鋭
化
に
よ
っ
て
「
神
学
的
絶
対
主
義
」
に
対
す
る
「
人
間
的
自
己
主
張
」
が
誘
発
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
の
が
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
見
方
の
基
本
で
あ
る
。
世
界
の
秩
序
の
強
調
や
摂
理
の
思
想
に
基
づ
く
思
寵
的
絶
対
主
義
は

「
世
界
か
ら
超
越
へ
と
向
か
う
道
を
人
聞
か
ら
奪
い
」
、
最
終
的
に
は
「
神
の
権
威
に
屈
服
す
る
こ
と
さ
え
救
済
の
た
め
の
十
分
条
件
で
は

な
い
」
と
い
う
思
想
に
ま
で
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
時
既
に
引
用
し
た
通
り
、
「
理
性
の
人
間
的
主
張
は
、
中
世
神
学
の
体
系
を

捨
て
去
っ
て
、
神
学
的
絶
対
主
義
に
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
の
で
あ
る
。
「
神
学
は
自
分
が
神
の
絶

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?40ラ



放
置
し
、
他
方
で
は
、

対
的
関
心
の
代
理
を
務
め
よ
う
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
関
心
と
自
己
へ
の
配
慮
が
絶
対
化
し
て
い
く
の
を

ま
さ
に
人
聞
が
神
学
的
に
対
応
し
得
る
場
所
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
仕
方
で
中
世
的
・
摂
理
的
な
世
界
観
が
破
壊
さ
れ
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
人
間
理
性
が
そ
の
正
当
防
衛
の
た
め
に
自
立
し
、
こ

の
自
己
主
張
の
手
段
が
仮
説
と
い
う
思
惟
形
式
を
生
み
出
し
、
同
時
に
近
代
自
然
科
学
の
成
立
の
前
提
を
作
り
出
し
た
と
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル

ク
は
い
う
の
で
あ
る
。

③
近
代
に
お
け
る
グ
ノ
ー
シ
ス
的
問
題
設
定
の
克
服

こ
の
よ
う
な
中
世
の
終
駕
と
近
代
の
開
始
の
時
代
区
分
に
よ
っ
て
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
ま
ず
近
代
は
、
中
世
が
克
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
で
い
た
グ
ノ

l
シ
ス
の
問
題
と
の
再
度
の
取
り
組
み
を
迫
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
近
代
の
試
み
は
「
神
学
的
絶
対
主
義
」
で
は
な

く
「
人
間
理
性
の
自
己
主
張
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
じ
実
体
の
変
質
で
は
な
く
二
つ
の
異
な
っ
た
実
体
の
間
で
の
役
割
交
換
と
い
う
こ
と
の

意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
世
界
は
も
は
や
人
間
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
人
聞
は
世
界
の
禍
の
原
因

や
重
荷
を
負
わ
さ
れ
た
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
理
性
は
世
界
に
対
し
て
自
由
に
な
る
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
神
学
的
な
絶
対
主
義
の
展
開
と
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
世

か
ら
近
代
の
思
惟
に
お
い
て
「
世
界
」
や
「
自
然
」
が
欠
如
し
て
い
た
状
況
を
人
聞
が
こ
の
自
然
を
変
化
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
い
で
克

服
し
て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
進
歩
の
理
念
」
が
「
神
義
論
に
よ
っ
て
調
整
す
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
機
能
を
引
き
受
け
」
た
と
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
に
よ
っ
て
神
学
的
相
対
主
義
と
人
間
理



性
の
自
己
主
張
へ
の
歴
史
的
な
交
代
と
い
う
実
質
的
に
は
正
反
対
の
理
念
が
「
同
一
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」
と
い
う
彼
の
モ
デ
ル
を
証

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
第
一
に
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
よ
う
な
終
末
論
の
世
俗
化
と
し
て
の
進
歩
の
概
念
と
い
う
見
方
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
第

二
に
「
中
世
の
神
学
的
な
諸
概
念
の
世
俗
化
と
し
て
の
近
代
」
と
い
う
不
当
な
図
式
は
否
定
さ
れ
、
近
代
は
そ
の
正
統
性
を
取
り
戻
す
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
。
第
三
に
こ
れ
に
よ
っ
て
中
世
に
お
い
て
そ
の
克
服
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
た
め
に
増
大
し
た
グ
ノ

l
シ
ス
的
な
世
界
否
定

が
克
服
さ
れ
、
世
界
へ
と
の
信
頼
が
真
に
回
復
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
近
代
と
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
か
ら
の

解
放
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
人
聞
は
自
由
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
近
代
理
解
へ
の
批
判

こ
の
よ
う
な
ブ
ル
1
メ
ン
ベ
ル
ク
の
近
代
理
解
を
ど
の
よ
う
に
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
ブ
ル

I
メ
ン
ベ
ル
ク
が
言
う
よ
う
に

近
代
の
人
間
的
な
解
放
が
キ
リ
ス
ト
教
と
対
極
的
な
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
神
学
は
そ
の
よ
う
な
立
場
に
不
当
な
負
目
を
負
わ
せ
る

た
め
に
「
世
俗
化
」
と
い
う
概
念
を
不
当
に
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
世
界
か
ら

退
場
を
勧
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
近
代
人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
同
時
に
近
代
人
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
近
代
的
な
思
惟
構
造
を
持
ち
つ
つ
誠
実
な
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
誠
実
の
証
拠
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?407 



ま
た
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
立
場
を
認
め
な
い
ま
で
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
と
の
折
衝
に
危
険
性
を
感
じ
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
な
ら
近
代

世
界
の
中
に
「
聖
な
る
島
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
に
お
い
て
否
定
さ
れ
な
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い
ま
で
も
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
あ
の
第
一
戒
や
神
の
全
能
や
天
地
の
創
造
者
で
あ
る
こ
と
を

(
日
)

告
白
し
た
信
条
は
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
神
学
は
プ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
と
の
批
判
的
な
取
り
組
み
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
ゃ
フ
ル

ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
近
代
解
釈
の
モ
デ
ル
が
ど
こ
ま
で
も
正
し
い
と
い
う
の
で
は
な
い
な
ら
、
神
学
は
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
「
近
代
と
は

何
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
別
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
W
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
批
判

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
近
代
の
見
方
を
神
学
の
側
か
ら
最
初
に
批
判
し
た
の
は
、
自
ら
も
「
詩
学
と
解
釈
学
」
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の

ひ
と
り
で
あ
る
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
批
判
は
二
つ
の
点
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
。
第
一
の
点
は
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
近
代
の
起
源
を
神
学
的
な
絶
対
主
義
に
反
対
す
る
立
場
と
規
定
す
る
際
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学

史
を
神
義
論
に
注
目
し
て
再
構
成
し
て
見
せ
た
が
、
こ
の
神
義
論
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
が
言
う
よ
う
に
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
史
に
と
っ
て

中
心
的
な
意
義
を
持
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
と
世
界
に
お
け

る
禍
や
悪
と
の
決
定
的
な
対
決
は
、
世
界
に
対
す
る
責
任
か
ら
創
造
者
を
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
世
界
の
罪
と
悲
惨

さ
と
い
う
重
荷
を
自
分
自
身
に
引
き
受
け
、
そ
の
重
荷
か
ら
人
聞
を
解
き
放
つ
神
に
よ
る
世
界
の
和
解
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た



の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
主
題
の
「
も
っ
と
も
包
括
的
な
表
現
を
受
肉
の
思
想
の
中
に
見
い
出
し
」
て
い
た
の
で
あ
り
、

神
義
論
に
で
は
な
か
っ
た
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
受
肉
の
信
仰
に
含
ま
れ
て
い
る
現
存
世
界
の
肯
定
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の

創
造
世
界
に
お
け
る
古
代
宇
宙
論
の
吸
収
同
化
は
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
と
の
断
絶
と
し
て
は
現
れ
ず
、
「
極
端
な
グ
ノ
!
シ
ス
と
は

逆
に
創
造
信
仰
に
固
着
し
た
り
、
同
時
代
の
世
界
理
解
を
積
極
的
に
受
容
す
る
こ
と
は
、
:
:
:
む
し
ろ
受
肉
と
い
う
救
済
の
現
在
へ
の
信
仰

の
だ
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
義
論
に
よ
っ
て
こ
の
主
題
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
」

プ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
の
構
想
は
神
学
史
的
な
視
点
か
ら
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
の
点
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
史
解
釈
そ
の
自
体
へ
の
批
判
で
あ
り
、

よ
り
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
ブ
ル

l
メ
ン
ベ

ル
ク
に
よ
れ
ば
、
「
神
学
的
絶
対
主
義
」
に
よ
る
中
世
後
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
表
象
の
発
展
が
、
人
聞
を
窮
地
に
追
い
つ
め
た
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
人
聞
は
人
間
的
な
自
己
主
張
の
行
為
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
立
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
予
定
に
お
け
る
神
の
自
由
な
意
志
と
結
び
つ
い
た
神
の
絶
対
的
な
力
に
つ
い
て
の
オ
ッ
カ
ム
主
義
的
な
教
説
に
お
け
る
全

権
の
思
想
の
強
化
は
、
人
聞
か
ら
世
界
と
の
関
係
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
意
味
あ
る
出
来
事
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
構
成
に
対
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
「
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
中
世
後
期
の
神
学
に
つ
い
て
の
特
徴
付
け
は
、
明
ら
か
に
歴
史
的

に
み
れ
ば
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
」
。

確
か
に
個
々
の
人
間
の
選
び
か
そ
の
否
定
か
の
決
定
は
た
だ
神
の
意
志
に
負
っ
て
い
て
、
そ
の
永
遠
の
決
定
は
た
だ
人
間
の
行
為
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
態
度
決
定
に
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
絶
対
的
な
予
定
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

で
あ
っ
た
」
と
い

の
思
想
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
中
世
後
期
に
生
み
出
さ
れ
た
ど
の
思
想
よ
り
も
は
る
か
に
『
絶
対
的
な
も
の
』

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?409 



ぅ
。
し
か
し
中
世
後
期
の
予
定
論
は
む
し
ろ
そ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
は
反
対
に
、
少
な
く
と
も
永
遠
の
救
済
に
つ
い
て
、
拒
絶
と
い
う
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否
定
的
な
決
断
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
間
の
決
断
を
神
が
予
め
知
る
こ
と
」
に
依
存
さ
せ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は

ま
た
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ

l
ト
ゥ
ス
の
予
定
論
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
中
世
後
期
の
神
学
的
な
主
意
主
義
は
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル

ク
が
い
う
よ
う
に
「
非
人
間
的
な
傾
向
を
も
っ
た
思
想
」
と
は
違
っ
た
も
の
だ
と
い
う
の
が
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
見
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ

ど
こ
ろ
か
ド
ヮ
ン
ス
・
ス
コ

l
ト
ゥ
ス
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
に
と
っ
て
は
、
神
の
自
由
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
間
の
自
由
が
問

題
で
あ
っ
た
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
い
う
。

と
い
う
の
は
神
の
自
由
も
人
間
の
自
由
も
と
も
に
当
時
の
極
端
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
、
す
な

わ
ち
神
の
自
由
な
行
為
に
も
人
間
の
領
域
の
自
由
に
も
よ
ら
な
い
宇
宙
の
秩
序
の
決
定
論
的
な
完
結
性
を
主
張
す
る
あ
る
種
の
決
定
論
に
脅

か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
運
命
論
や
星
辰
信
仰
に
影
響
を
受
け
た
宇
宙
論
的
強
制
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
、
中
世
後
期
の
神
学

は
神
の
自
由
と
同
じ
よ
う
に
人
間
の
自
由
を
弁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
い
う
の
で
あ
(
初
。
「
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

近
代
と
中
世
後
期
と
の
関
係
は
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
見
方
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク

は
い
う
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
「
近
代
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
思
想
の
絶
対
主
義
に
対
す
る
人
間
の
理
性
の
自
己
主
張
の
行
為
か
ら
生
じ
た

の
で
あ
り
、
「
近
代
の
歴
史
的
な
起
源
は
ま
っ
た
く
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
パ

の
で
は
な
い
」

ネ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
起
源
を
宗
教
改
革
的
な
自
由
の
歴
史
的
展
開
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
批
判
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
あ
の
「
歴
史
転
換
の
機
能
モ
デ
ル
」
を
批
判
し
た
と
い
う
点
で
は
問
題
の
核
心
を
つ
い

た
批
判
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



②
レ

l
ヴ
ィ
ッ
卜
の
反
論

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
見
解
は
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
が
彼
独
自
の
視
点
か
ら
近
代
世
界
に
つ
い
て
説
明
し
て
み
せ
た
時
に
、
激
し
い
攻
撃
の

対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
既
に
見
た
通
り
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
立
場
は
キ
リ
ス
ト
教
の
遺
産
の
世
俗
化
と

し
て
の
近
代
文
化
と
い
う
表
現
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
世
俗
化
の
用
法
は
近

代
に
歴
史
的
に
は
正
し
く
な
い
汚
点
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
も
し
近
代
が
世
俗
化
に
よ
っ
て
歴
史
的
に

見
て
も
説
明
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
近
代
が
『
内
容
か
ら
し
て
』
、
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
像
が
理
解

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
何
か
文
化
的
な
負
目
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
」
と
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
学
の
遺
産
相
続
人
た
ち
に
、
そ
の
遺
産
の
継
承
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
罪
の
意
識
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
」
よ
う
な
絶
対
的
な
斗

F
g
z
m
Z
5
8。
ロ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
際
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
に
対
し
て
、
発
展
思
想
と
い
う
の
は
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的

な
神
学
に
属
す
る
遺
産
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
ご
方
的
な
剥
奪
」
に
よ
っ
て
盗
用
し
た
、
元
来
は
ス
ト

ア
的
な
起
源
を
も
っ
思
想
で
あ
る
と
い
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
と
発
展
理
念
と
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
起
源
を
持
つ

も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
主
張
の
根
拠
は
歴
史
と
終
末
論
は
元
来
対
立
す
る
も
の
だ
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
実
は
そ
れ
は
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
も
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
両
者
の
基
盤
を
共
通
し
て
い
る
の
で
あ

る。
そ
れ
で
は
何
が
問
題
な
の
か
。
そ
れ
は
「
同
じ
実
体
の
変
質
な
の
か
、
そ
れ
と
も
二
つ
の
異
な
っ
た
実
体
の
間
で
の
主
役
の
転
換
な
の

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?4II 



(お〉

か
」
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
。

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
自
身
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
批
判
へ
の
応
答
の
中
で
、
発
展
理
念
を
神
学
的
な
表
象
の
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「
変
容
」
と
自
分
が
主
張
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
歴
史
の
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
「
保

持
さ
れ
続
け
て
い
る
本
質
」
を
非
歴
史
的
な
表
象
と
結
び
付
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
キ
リ

ス
ト
教
の
終
末
論
と
救
済
史
が
将
来
に
方
向
つ
け
ら
れ
た
地
平
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
後
に
発
展
思
想
へ
と
引
き
継
が
れ
た
の
だ
と
あ

ら
た
め
て
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
が
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
と
近
代
の
進
歩
の
理
念
と
は
何
の
同
一
の
実
体
を
も
共
有
し
て

い
な
い
と
一
方
で
主
張
し
つ
つ
、
他
方
で
終
末
論
と
近
代
的
な
進
歩
思
想
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
同
じ
実
体
の
変
質
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く

て
、
二
つ
の
異
な
っ
た
実
体
の
間
で
の
主
役
交
換
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
結
局
「
立
証
責
任
の
要
求
の
中

に
世
俗
化
さ
れ
た
実
体
の
同
一
性
の
証
明
を
採
用
し
な
が
ら
、
同
時
に
実
体
と
し
て
の
歴
史
的
同
一
性
と
い
う
見
解
に
反
対
し
て
」
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
史
の
近
代
の
進
歩
理
念
へ
の
転

換
が
正
統
な
帰
結
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
一
方
的
な
歪
曲
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
発
生
的
な
連
関
一
般
の
明
証
性
を
検
討
す
る
た
め

に
は
ひ
と
ま
ず
放
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
暖
昧
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
い

う
の
で
あ
る
。

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
こ
と
の
「
証
明
」
は
、

た
と
え
そ
れ
が
間
接
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
近
代
に
お
い
て
、
創
造
者
の
よ

う
に
な
っ
た
人
間
の
思
想
が
創
造
者
で
あ
る
神
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
中
に
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り

人
聞
が
創
造
者
の
よ
う
に
な
る
自
由
と
い
う
思
想
は
、
聖
書
的
な
創
造
者
と
し
て
の
神
と
い
う
原
像
な
し
に
は
可
能
と
な
ら
な
か
っ
た
は
ず

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
い
う
神
学
的
絶
対
主
義
と
人
間
の
理
性
の
自
己
主
張
と
の
対
立
と
い
う
図
式
は
成



り
立
た
な
い
の
で
あ
り
、
人
聞
が
そ
の
よ
う
な
自
由
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
創
造
者
の
似
姿
と
い
う
思
想
的
原
像
な
し
に
は
不
可
能
で
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
確
か
に
神
学
者
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
的
な
近
代
を
肯
定
す
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
的

な
も
の
を
否
定
す
る
。
そ
の
否
定
の
範
囲
を
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
化
し
た
全
て
の
世
界
に
広
げ
る
た
め
に
近
代
を
中
世
と
の

連
続
性
の
う
ち
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
神
学
者
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
ト
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
も
、
そ
し
て
反
神
学
者
で
あ
る
カ
l
ル

-
レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
も
、
自
ら
詳
し
い
批
判
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

ハ
ン
ス
・
ブ
ル
l
メ
ン
ベ
ル
ク
と
の
対
決
の
場

を
近
代
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
に
最
終
的
に
は
設
定
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
沿
っ
て
ブ
ル
l
メ
ン
ベ
ル

ク
の
近
代
モ
デ
ル
を
批
判
す
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
彼
の
議
論
に
も
っ
と
も
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ

の
近
代
的
な
「
自
由
」

の
歴
史
的
な
起
源
を
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
い
う
よ
う
に
、

ま
っ
た
く
別
な
と
こ
ろ
に
も
と
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
が
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
起
源
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
中
世
の
神
学
的
絶
対
主
義
に

対
す
る
人
間
の
理
性
の
自
己
主
張
の
結
果
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
提
示
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ブ
ル
l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
構
想
へ
の
根
本
的

な
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
神
学
は
少
な
く
と
も
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
に
対
し
て
別
の
モ
デ
ル
を
提
示
で
き
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
近
代
的
な
自
由
の
京
教
的
起
源
ー
ー
そ
の
ひ
と
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
の

p
・
T
・
フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
視
点

近
代
的
な
自
由
の
起
源
が
、
中
世
的
な
神
学
的
絶
対
主
義
か
ら
の
人
間
の
理
性
の
自
己
主
張
の
解
放
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
の
で
な
い
な
ら

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?413 



ば
、
そ
の
起
源
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
は
近
代
世
界
を
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
キ
リ
ス

414 

ト
者
の
自
由
の
世
界
的
な
現
実
化
と
考
え
た
。
そ
の
見
方
は
、
単
純
に
ル
タ

l
的
な

5
2巳
g
S江
巳

E
S
の
帰
結
と
考
え
る
の
で
は
な

く
、
十
六
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
改
革
的
な
自
由
の
思
想
の
発
展
を
考
え
る
な
ら
ば
意
味
あ
る
も
の

つ
ま
り
宗
教
改
革
の
信
仰
理
解
も
自
由
理
解
も
、
近
代
世
界
の
直
接
的
な
原
因
と
は
言
え
な
い
が
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク

が
言
う
よ
う
に
、
「
宗
教
改
革
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結
は
近
代
世
界
の
世
俗
化
し
た
文
化
世
界
の
発
生
の
出
発
点
を
生
み
出
し
た
」
と
い
う
こ

む
主
主
、
や
こ
う
う
、
。

て

t
f
し

7
7
r
t
ノカ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
近
代
世
界
の
解
釈
モ
デ
ル
と
真
に
異
な
っ
た
典
型
的
な
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
の
例
を
、

ひ
と
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク

の
近
代
化
論
に
お
い
て
は
完
全
に
欠
如
し
て
い
る
宗
教
改
革
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
な
展
開
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
に
見
い
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
ひ
と
は
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
改
革
的
自
由
の
展
開
の
伝
統
の
中
で
近
代
的
な

自
由
と
そ
の
宗
教
的
な
起
源
に
つ
い
て
論
じ
た

P
・

T
・
フ
ォ

l
サ
イ
ス
の
思
想
の
中
に
そ
の
典
型
的
な
例
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
に
よ
れ
ば
「
中
世
を
終
わ
ら
せ
た
の
は
(
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
〉
独
立
派
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
彼
は
こ
の
独
立
派
こ
そ
は
「
真
の
意
味
で
の
宗
教
改
革
的
な
遺
産
の
相
続
者
」
な
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
宗
教
改
革
は

ド
イ
ツ
に
お
い
て
最
終
段
階
に
到
達
し
た
の
で
は
な
く
、
:
:
:
宗
教
改
革
が
そ
の
本
来
の
道
を
展
開
し
た
の
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
」

と
さ
え
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
が
独
立
派
の
性
格
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
基
盤
と
し
て
、

ア
ナ
パ
プ
テ
ス
ト
に

よ
っ
て
力
と
幅
と
を
与
え
ら
れ
た
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
独
立
派
は
ま
ず
「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
か
ら
積
極
的
で
神
学
的



な
神
の
言
葉
の
福
音
を
」
、

ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
か
ら
は
「
人
格
的
で
主
体
的
な
霊
の
宗
教
」
を
、
さ
ら
に
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
は
自
由
な

教
会
体
制
、
上
位
教
職
者
の
支
配
や
領
邦
教
会
的
で
は
な
い
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
制
」
を
受
け
取
っ
た
宗
教
改
革
の
グ
ル
ー
プ
で
あ

っ
た
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
こ
の
独
立
派
こ
そ
真
の
宗
教
改
革
の
精
神
の
相
続
者
で
あ
る
と
見
る
。
そ
し
て
逆
に
大
陸
の
宗
教
改
革
は
、

え
ば
ド
イ
ツ
の
場
合
領
邦
教
会
と
な
る
こ
と
で
、
教
会
の
国
教
会
化
や
ア
ナ
パ
プ
テ
ス
ト
の
迫
害
へ
と
至
っ
た
こ
と
で
、
挫
折
し
て
い
る
と

見
て
い
る
。

そ
の
上
で
こ
の
宗
教
改
革
の
精
神
の
真
の
継
承
者
の
特
徴
を
彼
は
「
独
立
派
に
お
け
る
ア
ナ
パ
プ
テ
ス
ト
の
影
響
」

の
中
に
見
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
近
代
史
に
お
け
る
重
大
な
要
因
を
提
供
し
た
」
ア
ナ
パ
プ
テ
ス
ト
と
い
う
い
わ
ゆ
る
宗
教
改
革
の
第

三
の
宗
教
的
勢
力
に
彼
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
陸
に
お
い
て
は
宗
教
改
革
と
は
結
び
つ
く
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
宗
教
改
革
か
ら

も
排
除
さ
れ
た
勢
力
で
あ
る
が
、

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
な
展
開
に
お
い
て
は
両
者
は
結
び
つ
い
て
い
る
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
独
立
派
こ
そ
、
中
世
の
終
駕
を
宣
言
し
、
近
代
世
界
の
形
成
に
参
与
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
が
構
成
し
よ
う
と
し
た
近
代
の
モ
デ
ル
と
全
く
異
な
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。

フ
ォ

l
サ
イ
ス
は
い
う
。
「
中
世
世
界
を
破

壊
し
た
の
は
宗
教
改
革
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
国
教
会
に
反
対
す
る
者
た
ち
で
あ
り
、
独
立
派
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
を
生
み
出
し
た
」
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教
会
の
闘
争
は
教
会
と
国
家
と
を
分
離
し
、
両
者
に
真
の
自
由
を

与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
が
得
た
自
由
と
は
フ
ォ

l
サ
イ
ス
に
よ
れ
ば
中
世
に
お
け
る
そ
れ
と
も
大

陸
の
宗
教
改
革
が
生
み
出
し
た
も
の
と
も
違
い
、
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
い
う
自
由
は
「
自
由
の
し
も
ベ
で
あ
る

独
立
派
が
あ
る
新
し
い
自
由
を
作
り
出
す
よ
う
な
何
も
の
か
と
し
て
誕
生
し
た
と
き
、
ま
た
そ
れ
が
た
だ
新
し
い
よ
り
大
い
な
る
服
従
を
ま

た
と

絶対的な Theologumenonとしての世俗化なのか?4Iラ



ず
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
誕
生
し
得
た
の
で
あ
る
」
。

ま
た
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
は
わ
れ
わ
れ
の
自
由
よ
り
も
新
し
く
大
い
な

416 

る
信
頼
、

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
を
し
て
た
だ
そ
れ
に
仕
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
自
由
の
た
め
に
仕
え
る
た
め
に
自
由
と
す
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
の
手
に
託
し
た
」
と
い
う
。
そ
れ
は
フ
ィ
l
サ
イ
ス
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
基
礎
付
け
ら
れ
た
自
由
」
で
あ
り
、
な

お
中
世
的
な
性
格
を
残
し
た
宗
教
改
革
が
神
の
集
権
的
な
権
威
か
ら
自
由
へ
と
い
う
歩
み
を
肯
定
で
き
た
こ
と
を
さ
ら
に
進
め
、
「
自
由
か

ら
そ
れ
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
源
泉
で
あ
る
集
権
的
で
自
由
な
神
と
そ
の
権
威
へ
と
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
な
自
由
で
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
近
代
的
自
由
の
形
成
モ
デ
ル
、
あ
る
い
は
近
代
世
界
の
宗
教
的
な
起
源
に
つ
い
て
の
見
方
は
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
モ
デ
ル

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
や
(
ト
レ
ル
チ
と
同
一
線
上
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
〉
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
が
提
示
し
て
い
る
モ
デ
ル
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
自
由
は
、
ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク

が
言
う
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
権
威
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
自
由
、
あ
る
い
は
神
学
的
な
絶
対
主
義
に
対
し
て
人
間
の
側
の
自

己
主
張
と
し
て
の
生
じ
た
自
由
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
中
世
か
ら
近
代
へ
の
裂
け
目
を
見
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
そ

れ
は
ブ
ル
i
メ
ン
ベ
ル
ク
と
全
く
逆
に
近
代
的
な
自
由
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
起
源
を
歴
史
的
に
も
神
学
的
に
も
見
ょ
う
と
す
る
モ
デ
ル

で
あ
り
、
ブ
ル
l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う
な
概
念
の
思
想
史
で
は
な
い
。

ブ
ル

l
メ
ン
ベ
ル
ク
の
モ
デ
ル
は
近
代
に
つ
い
て
の
決
し
て
唯
一
の
モ
デ
ル
で
は
な
い
。
ブ
ル

i
メ
ン
ベ
ル
ク
の
議
論
に
は
ジ
ョ
ン
・

ル
ト
ン
が
「
宗
教
改
革
の
改
革
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
フ
ォ
l
サ
イ
ス
が
「
宗
教
改
革
の
完
成
」
を
見
た
よ
う
な
、
宗
教
改
革
の
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
的
な
展
開
に
つ
い
て
の
議
論
が
欠
落
し
て
お
り
、

ル
タ
i
の
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
の
検
討
で
終
わ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
彼



は
近
代
の
成
立
と
近
代
の
自
己
理
解
に
と
っ
て
の
宗
教
改
革
の
意
義
の
検
討
に
着
手
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が

い
う
よ
う
に
、
も
し
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
お
そ
ら
く
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
と
近
代
と
の
あ
ら
ゆ
る
積
極
的
な
結

び
つ
き
に
は
っ
き
り
と
異
議
を
と
な
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
(
初
」
。
そ
し
て
も
し
ト
レ
ル
チ
や
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
l
バ
!
な

ど
の
ド
イ
ツ
人
が
見
て
い
た
近
代
世
界
の
成
立
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
意
義
を
見
る
こ
と
な
し
に
、
近
代
世
界
に
つ
い
て
、

あ
る
い
は
近
代
の
自
由
の
意
味
や
近
代
の
正
統
性
に
つ
い
て
論
じ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
命
題
が
逆
に
彼
自
身
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ
の
近
代
の
正
統
化
論
は
、
近
代
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
不
当
な
役
割
を
与
え

る
た
め
の
世
俗
化
し
た

H
，F
g
-
c
m
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な
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