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パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
創
造
と
終
末

ー
!
「
本
質
か
ら
実
存
ヘ
」
、

そ
し
て

「
実
存
か
ら
本
質
ヘ
」
な
の
か
?
|
|j知

井

朗

智

は
じ
め
に

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
体
系
に
お
い
て
「
本
質
と
実
存
と
の
区
別
」
、
そ
し
て

(2) 

し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
し
、
彼
自
身
の
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す

「
両
者
の
関
係
」
が
そ
の
根
本
的
な
構
造
を
形
成

な
わ
ち
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
本
質
と
実
存
と
の
関
係
の
完
全
な
討
議
は
神
学
体
系
全
体
と
同
一
で
あ
る
。
本
質
と
実
存
と
の
区
別
は
宗
教
的
に
言
え
ば
被
造
界
と
現

実
界
と
の
区
別
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
学
思
想
全
体
の
中
枢
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
学
体
系
の
各
部
分
に
お
い
て
仕
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
ぺ
」
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
に
お
い
て
は

「
本
質
l
実
存
」
と
い
う
根
本
構
造
が
そ
の
体
系
の
あ
ら
ゆ
る
部

分
を
規
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
の
目
的
は
こ
の
「
本
質
ー
実
存
」
構
造
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
創
造
論
」
と

わ
ち
彼
の
神
学
体
系
に
お
け
る
始
ま
り
と
終
わ
り
と
の
検
討
で
あ
幻
。

「
終
末
論
」
と
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
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創
造
論
と
終
末
論
と
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
理
由
は
、
外
的
理
由
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
の
内
的
必
然
性
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
終
末
論
に
つ
い
て
の
神
学
的
な
問
題

326 

と
い
う
の
は
、
・
:
:
・
時
間
的
な
も
の
の
永
遠
的
な
も
の
へ
の
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
る
な
ら
ば
、
時
間
的
な
も

の
か
ら
永
遠
的
な
も
の
へ
の
『
推
移
』
を
そ
れ
は
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
創
造
に
つ
い
て
の
教
義
に
お
け
る
永
遠
的
な
も
の
か
ら

時
間
的
な
も
の
へ
の
推
移
、
堕
落
の
教
義
に
お
け
る
本
質
か
ら
実
存
へ
の
推
移
、
救
済
に
つ
い
て
の
教
義
に
お
け
る
実
存
か
ら
本
質
へ
の
推

移
と
の
類
比
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
隠
轍
の
こ
と
で
あ
お
」
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
創
造
と
終
末
は
、

一
方
が

「
本
質
か
ら
実
存

ヘ
」
、
他
方
が

「
実
存
か
ら
本
質
ヘ
」

の
、
あ
る
い
は
一
方
が

「
永
遠
か
ら
時
間
ヘ
」
、
他
方
が

「
時
間
か
ら
永
遠
ヘ
」

の

「
移
行
」
、
あ
る

しユ
は

「
推
移
」
と
い
う
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
理
解
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
は
逆
で
あ
る
に
し
て
も
、

ふ
た
つ
の
類
似
し

た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
彼
自
身
が
ま
さ
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
議
論
を
用
い
て
、
創
造
論
と
終
末
論
と
を
合
わ
せ
て
取
り
扱
う
理
由
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
彼
が
初
期
の

論
文
の
中
で
用
い
た

「
始
源
論
」
(
司
5
8
F岡
山
ゆ
)
と
い
う
言
葉
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
九
二
七
年
に
書
か
れ
た

と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
創
造
論
を
終
末
論
と
対
比
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
を
存
在
論
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
「
創
造
論
」

(6) 

と
い
う
一
言
葉
を
あ
え
て
避
け
た
上
で
、
「
始
源
論
」
(
司

g
s
z柱
。
)
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
そ
れ
は
「
終
末
論
」
(
開

R
E
s
-。
位
。
)
を
意

(7) 

識
し
た
上
で
の
「
始
源
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
り
、
「
存
在
す
る
も
の
に
存
在
を
与
え
る
た
め
の
議
論
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は

(8) 

「
無
制
約
的
で
超
越
的
な
も
の
が
把
握
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
」
、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
を
把
握
で
き
る
と

「
終
末
論
と
歴
史
」

考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
終
末
論
と
創
造
論
(
あ
る
い
は
始
源
論
)
と
は
キ
リ
ス
ト
論
を
中
心
に
点
対
称
に
し

(9) 

た
議
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
考
察
、
す
な
わ
ち
創
造
論
と
終
末
論
と
い
う
視
点
か
ら
「
本
質
ー
実
存
」
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
神
学
体
系
全
体
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
彼
独
自
の
救
済
論
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ



う
か
。
本
論
に
お
い
て
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
と
終
末
論
と
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
神
学
体
系
、
あ
る
い

は
救
済
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
そ
の
構
造
論
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
時
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
創
造
と
堕
罪
|
|
本
質
か
ら
実
存
ヘ

①
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
に
お
け
る
「
創
造
論
」

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
体
系
に
お
け
る
創
造
論
と
は
、
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
『
昔
々
』
あ
る
時
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
物

語
を
意
味
し
て
は
い
な
凶
)
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
点
で
あ
り
、
彼
の
創
造
論
を
特
徴
付
け
て
い
る

も
の
で
あ
認
。
そ
れ
で
は
彼
の
体
系
に
お
い
て
創
造
論
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
神
と

世
界
と
の
関
係
の
基
本
的
な
記
遊
」
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
創
造
論
と
は
「
人
間
の
有
限
性
の
分
析
と
の
相
関
に
お
い
て
な

(U) 

さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
人
間
の
有
限
性
と
有
限
性
一
般
と
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
に
答
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

は
、
「
実
存
的
な
聞
い
が
生
じ
る
人
間
的
な
状
況
の
分
析
を
な
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
に
用
い

(
凶
)

ら
れ
て
い
る
象
徴
が
そ
れ
ら
の
聞
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
体
系
の
あ
ら
ゆ
る
項
目
は
こ
の
よ
う
な
構

(
幻
)

造
を
持
っ
て
い
る
。
創
造
論
も
当
然
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
創
造
論
と
は

(
時
)

に
含
ま
れ
た
聞
い
に
対
す
る
答
え
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
組
織
神
学
」

「
有
限
な
被
造
物
と
し
て
の
人
間

「
有
限
性
に
規
定
さ
れ
た
問
い
」
、
あ
る
い
は

「
人
間
の
被
造
性
に
含
ま

れ
た
問
い
」

と

「
実
存
的
な
問
い
」
と
は
相
互
交
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
創
造
論
と
は
、
創
造
の
秩
序
や
創
造
の
歴
史
に
つ

い
て
の
議
論
で
は
な
く
、
「
人
間
の
被
造
性
に
含
ま
れ
た
聞
い
」
に
答
え
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
神
学
体
系
に
お
け
る
創
造
論
と
い
う
こ

パウル・ティリッヒにおける創造と終末327 



と
に
な
る
。

そ
れ
が
創
造
論
と
は
、
昔
々
の
あ
る
時
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
く
、
「
こ
の
間
い
は
絶
え
ず
な
さ
れ
、
常
に
人
間

328 

の
本
質
的
な
性
質
の
視
点
か
ら
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
問
題
だ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
言
う
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
全
て
の
存
在
は
こ
の
創

造
論
を
め
ぐ
る
問
題
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
創
造
論
は
常
に
被
造
性
の
状
況
と
そ
の
相
関
と
し
て
の
神
的

創
造
性
を
指
し
示
す
)
」
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
カ

1
ル
・
バ
ル
ト
の
よ
う
な
創
世
記
第
一
、
二

章
の
解
釈
と
し
て
の
創
造
論
や
、
根
本
主
義
者
た
ち
の
い
う
聖
書
主
義
的
な
解
釈
で
も
な
く
、
ま
た
進
化
論
以
後
の
創
造
主
義

(
h
B
怠

g'

Z
E
)
と
も
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
創
造
論
が
救
済
論
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
は
き
わ
め
て
伝
統
的
で

も
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
と
言
っ
て
も
特
徴
的
な
点
は
、
彼
が
創
造
論
に
「
本
質
l
実
存
」
構
造
を
適
応
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
創
造
論
に
は
、
①
創
造
に
お
け
る
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
②
創
造
と
堕
罪
と
の
関
係
に

お
い
て
特
徴
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
そ
の
議
論
を
ま
ず
概
観
し
て
お
く
こ
と

に
し
よ
〉
つ
。

②
創
造
に
お
け
る
神

(
却
)

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
神
は
永
遠
の
相
の
も
と
に
自
分
自
身
と
世
界
と
を
創
造
す
る
。
こ
れ
は
神
の
自
由
に
つ
い
て
述
べ
た
逆
説
的
な

表
現
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
こ
の

「
神
は
永
遠
の
相
に
お
い
て
自
ら
を
創
造
し
た
」

と
い
う
の
が
、
彼
の
創
造
論
の
重
要
な
視

点
で
あ
り
、
出
発
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
創
造
に
つ
い
て
の
命
題
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
神
の
中
に
創
造
し
た
何
か
と
、
創
造
さ
れ

た
何
か
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
故
に
神
の
う
ち
に
本
質
と
実
存
、
あ
る
い
は
潜
在
性
(
司
♀

SE--sc
と
現
実
性



(
幻
)

(kgzmw-E円
)
と
の
区
別
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

混
)

と
言
い
換
え
て
い
る
カ
、
彼
に
よ
れ
ば
こ
の

(
お
)

は
元
来
創
造
的
な
の
で
あ
っ
て
、
神
は
汲
め
ど
も
尽
き
な
い
充
満
の
う
ち
に
自
ら
を
創
造
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
こ
れ
が
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
の
創
造
行
為
を
「
神
的
生
命
」
(
ロ

g
m
g
-
5
5
Z
Zロ)

「
神
的
生
命

創
造
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は

「
神
は
神
で
あ
る
が
故
に
創
造
的
な
の
で
あ
り
」
、
「
神
は
自
存
的
で
あ
り
、

そ
の
意
味
は
神
が
何
で
あ
ろ
う

と
、
そ
れ
は
す
べ
て
神
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
神
は
永
遠
の
相
の
も
と
に
自
分

自
身
を
創
造
す
る
」

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
言
う
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。

つ
ま
り
神
は
神
で
あ
る
が
故
に
創
造
す
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
神
は
自
ら
の
外
に
創
造
の
必
然
性
や
根
拠
を
持
た

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は

「
神
は
そ
の
創
造
性
に
お
い
て
神
に
影
響
を
与
え
る
い
か
な
る
も
の
を
も
、
ま
た
は
神
の
創
造
的

(M) 

テ
ロ
ス
に
抵
抗
す
る
い
か
な
る
も
の
を
も
、
彼
へ
の
『
所
与
』
と
し
て
は
認
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

創
造
の
目
的
を
神
の
外
に
措
定
す
る
な
ら
、

つ
ま
り
も
し
神
の

そ
れ
は
創
造
が
神
の
欠
知
を
補
足
す
る
た
め
の
行
為
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
弱
。

そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
創
造
に
お
け
る
神
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
は
、
創
造
に
お
け
る
神
に
先
行
す
る
一
切
の
も
の
を
認
め

、
ず
、
神
的
生
命
を
本
質
と
実
存
と
の
区
別
を
超
え
た

い
(
加
)
」
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
神
的
生
命
が
本
質
と
実
存
と
の
区
別
を
超
え
て
い
る
と
い
う
場
合
、
神
は
本
質

「
存
在
の
神
秘
」

「
神
的
生
命
の
創
造
性
の
中
に
隠
さ
れ
て

と
呼
び
、

さ
ら
に
そ
れ
は

と
実
存
と
の
区
別
に
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
存
在
の
本
質
は
そ
れ
ら
が
根
ざ
す
神
的
生
命
に
属
し
て
お
り
、
『
自
ら
に
よ
っ
て
』

何
者
で
も
あ
り
得
る
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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③
創
造
に
お
け
る
人
間

し
か
し
被
造
物
と
し
て
の
人
間
の
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に

拠
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
碕
」
。
し
か
し
同
時
に
人
間
存
在
は
「
実
在
全
体
の
中
で
、
存
在
の
基
盤
に
対
し
て
も
、
ま
た
他
の
生
命
に
対
し

(
m
m
)
 

て
も
現
れ
出
て
い
る
」
の
だ
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
は
実
存
す
る
」
(
ロ
2
冨
8
2
F
O也

ωrs
の
で
あ
り
、
「
人
間

の
実
存
は
人
間
の
本
質
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
樋
」
。
そ
の
こ
と
は
被
造
物
と
し
て
の
人
聞
が
神
と
は
違
っ
て
、
一
方
で
神
的
生
命
の

(
但
)

プ
ロ
セ
ス
の
「
内
部
」
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
方
で
そ
の
「
外
部
」
に
も
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
人
間
存
在
も
心
的
生
命
の
創
造
的
根

人
間
は
神
的
生
命
の
プ
ロ
セ
ス
の

「
内
部
」
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
単
に
そ
の
根
拠
の
う
ち
に
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
い
う
。
人
間
は
「
自
己
の
上
に
立
つ
」
た
め
に
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
実
現
す
る
た
め
の
有
限
な
自
由
を
も
つ
が
故
に
、

こ
の
根
拠
を
離
れ
た
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が

(
担
)

る
地
点
で
あ
る
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
合
流
点
こ
そ
創
造
論
の
核
と
な
る
問
題
で
あ
り
、
同
時
に

「
創
造
論
と
堕
罪
論
と
が
合
流
す

も
っ
と
も
困
難
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
論
理
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
実
存
的
な
分
析
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
経
験
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
要
素
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は

「
人
間
の
経
験
に
お
け
る
も
っ
と
も
神
秘
的
な
点
で

あ
る
」

と
も
い
う
。

す
な
わ
ち
逆
説
的
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
「
充
分
に
成
熟
し
た
被
造
性
と
は
堕
落
し
た
被
造
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

の
で
あ
る
。
被
造

物
は
そ
れ
が
神
的
生
命
の
創
造
的
根
拠
の
外
側
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
被
造
物
の
も
つ
有
限
な
自
由
を
実
現
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

被
造
物
が
こ
の
自
由
を
実
現
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
被
造
物
は
神
的
生
命
の

「
外
部
」

に
出
る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば

「
内
部
」

と

「
外
部
」

は
空
間
的
な
象
徴
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
空
間
や
、
量
で
は
な
く
、
む
し
ろ
質
的
な
差
異
の
こ



と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
神
的
生
命
の
外
部
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
化
さ
れ
た
自
由
の
う
ち
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も

(
お
)

は
や
本
質
と
結
合
し
て
い
な
い
実
存
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
創
造
の
終
わ
り
で
あ
り
、
堕
落
の
は

じ
ま
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
創
造
と
堕
落
が
一
致
す
る
こ
の
点
は
、
自
由
の
事
柄
で
あ
る
と
同

時
に
運
命
で
も
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
自
由
と
運
命
と
は
相
関
的
で
あ
る
」
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
創
造
と
堕
罪

が
結
び
つ
く
こ
の
一
点
で
、
本
質
と
実
存
が
引
き
離
さ
れ
る
の
は
、

た
、
存
在
論
的
な
自
由
の
現
実
化
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
構
造
的
な
必
然
性
の
故
で
は
な
く
、
存
在
論
的
運
命
と
結
合
し

要
す
る
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
被
造
物
で
あ
る
人
間
は
、
神
的
生
命
の
創
造
的
な
根
拠
に
根
ざ
し
て
い
る
が
、

同
時
に
自
己
を
自
由
に
よ
っ
て
実
現
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
創
造
は
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
運
命
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
被
造
物
の

自
己
実
現
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
存
と
本
質
と
の
分
裂
に
よ
る
創
造
の
根
拠
か
ら
の
分
離
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
被
造
物
の
持
つ
有
限
的
な
自
由
の
故
に
創
造
と
堕
罪
と
は
一
致
す
る
の
で
あ
持
。

④
「
創
造
と
堕
罪
と
の
一
致
」
、
あ
る
い
は
「
本
質
よ
り
実
存
へ
の
移
行
」

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
に
よ
れ
ば
、
「
創
造
と
堕
罪
と
は
一
致
す
る
」
。
こ
の
命
題
は
『
組
織
神
学
』
の
第
三
部
、
す
な
わ
ち
「
実
存
と
キ

リ
ス
ト
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
彼
が
展
開
す
る
際
に
、
再
び
問
題
と
な
り
、
「
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
」
と
い
う
視
点
か
ら
改
め
て
論
じ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

既
に
述
べ
た
通
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
創
造
と
堕
罪
と
の
一
致
を
主
張
し
、
ま
た
人
間
に
お
け
る
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
を
議
論
す
る
根

拠
は

「
人
間
の
有
限
的
自
由
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
神
的
生
命
の
創
造
的
根
拠
に
属
し
て
い
る
が
、
他
方
で
人
間
は
自
由
の
故
に

自
己
実
現
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
「
移
行
」
を
可
能
に
す
る
根
拠
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
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リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
は
自
ら
と
自
ら
の
本
質
的
な
性
質
と
に
矛
盾
対
立
す
る
力
を
持
ち
、

由
で
あ
る
:
:
:
こ
の
自
由
が
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
碍
」
。

そ
の
限
り
に
お
い
て
自

332 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
間
の
持
つ
自
由
は
有
限
的
な
自
由
で
あ
る
。
創
造
に
お
け
る
神
の
自
由
は
無
限
の
自
由
で
あ
る
が
、
人

聞
の
自
由
は
有
限
的
な
自
由
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
「
人
間
の
自
由
が
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
は
、
そ
の
対
極

(
幻
)

と
し
て
の
運
命
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
」
こ
と
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
以
外
の
被
造
物
、
す
な
わ
ち
自
然
に
お
い
て

は
運
命
は
必
然
性
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
人
間
は
自
由
を
持
つ
の
で
、
人
間
に
と
っ
て
運
命
は
必
然
性
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
故
に
人

間
の
中
で
は
運
命
と
自
由
と
は
相
互
に
制
約
し
合
う
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
が
起
こ
る
の
は
、

人
間
の
有
限
的
な
自
由
が
普
遍
的
な
運
命
と
い
う
枠
の
中
で
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
堕
罪
を
「
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
」
と
い
う
仕
方
で
と
ら
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
問
題

に
な
る
の
は
、
「
本
質
的
存
在
の
状
態
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
創
造
神
話
が
語
る
よ
う
な
楽
園
の
状
態
は
存
在
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
時
間
空
間
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
論
じ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
創
造
と
堕
罪
の
一
致
に
つ
い
て
語
る
こ
と

た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は

(
紛
)

以
前
で
あ
り
、
超
歴
史
的
で
あ
り
、
場
所
を
持
た
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
の
で
あ
る
。

は
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
創
造
論
の
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
人
間
の
本
質
的
存
在
の
状
態
が
ど
こ
か
に
、
あ
る
時
に
あ
っ

「
可
能
性
で
あ
っ
て
現
実
性
で
は
な
吋
」
と
言
う
。
そ
れ
は

「
時
間
性

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
「
夢
心
地
の
無
垢
」
(
司
管

B
g
p
c
g各
巳
色
)
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
状
態
か
ら
実
存
状
態
へ
の
移
行
が

既
に
述
べ
た
通
り
人
間
の
有
限
的
な
自
由
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
間
に
時
間
を
設
定
し
た
り
、
ま
た

「
夢
心
地
の
無
垢
」

の
状
態
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
創
造
さ
れ
た
善
性
が
現
実
化
し
て
実
在
性
を
持
つ
に
至
っ
た
時
間
空
間
上
の
一
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
創
造
と
堕
落
は
一
致
す

る
。
:
:
:
そ
し
て
歴
史
的
状
態
と
し
て
の
本
質
的
善
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
に
ひ
と
は
言
う
こ
と
が
で
き



る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
創
造
の
象
徴
を
昔
々
の
話
し
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
時
間
的
課
程
の
全
体
に
適
応
す
る
と
き
に
い
っ

そ
う
明
ら
か
に
な
る
。
神
の
創
造
が
今
こ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
創
造
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
に
関

与
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
子
ど
も
の
誕
生
」

の
警
で
さ
ら
に
説
明
し
て
い
る
。
「
新
生
児
は
神
の
創
造

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
創
造
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
新
生
児
は
既
に
実
存
的
な
疎
外
状
況
に
落
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

(
必
)

こ
れ
は
創
造
と
堕
罪
の
一
致
点
を
示
し
て
い
る
」
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
創
造
に
お
け
る
、
「
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
」
を
語
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
一
方
で
無
時
間
的
、
無
空
間
的
な
も
の

を
想
定
L
て
お
り
、
他
方
で
こ
の
移
行
に
お
け
る
創
造
と
堕
罪
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
に
と
っ
て
の
創
造
論
は
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
を
意
味
し
て
お
り
、
し
か
し
そ
れ
は
可
能
性
と
し
て
措
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
無
時

間
的
で
あ
り
、
実
在
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
存
在
論
的
な
構
造
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
終
末
|
|
実
存
か
ら
本
質
ヘ

①
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
に
お
け
る
「
終
末
論
」

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
『
組
織
神
学
』
の
第
五
部
で

「
歴
史
」

の
問
題
を
扱
い
、
そ
の
最
後
に
伝
統
的
な
教
義
学
で

「
最
後
の
事
柄
」
と
呼

ば
れ
て
き
た

「
終
末
論
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
終
末
論
は
終
り
の
事
柄
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
「
時
間
的
な
も
の
の
永
遠
な

(必
)

(

H

H

)

も
の
に
対
す
る
関
係
を
取
り
扱
う
」
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
最
後
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
単
に
体
系
に
お
け

る
便
宜
上
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
「
組
織
神
学
を
終
末
論
的
な
問
い
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
の
内
的
な
目
的
の
問
題
か
ら
開
始
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(
必
)

し
で
も
さ
し
っ
か
え
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
般
に
終
末
論
と
い
う
の
は
、
「
す
べ
て
の
終
り
の
日
に
起
こ
る
こ
と
の
記
述
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
問
題
は

(
必
)

れ
ら
す
べ
て
の
心
像
の
神
学
的
な
意
味
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
終
末
論
の
神
学
的
問
題
は
、
終
末

「
V

」
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に
お
い
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
事
柄
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ひ
と
つ
の

「

v
」

v
F

」」

と
は
言
っ
て
も
「
事
」

で
は
な
く
、
時
間

的
な
も
の
の
永
遠
的
な
も
の
へ
の
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
さ
ら
に
詳
し
く
言
う
な
ら
ば
、

「
時
間

的
な
も
の
か
ら
永
遠
的
な
も
の
へ
の
推
移
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
」
、
「
実
存
か
ら
本
質
へ
の
立
ち
か
え
り
」
に
つ
い
て
の
議
論
な
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
終
末
論
は
創
造
論
に
お
け
る
「
永
遠
な
も
の
か
ら
時
間
的
な
も
の
へ
の
移
行
、
堕
罪
の
教
義
に
お
け
る
本
質
か
ら
実
存
ヘ

の
移
行
、
救
済
論
に
お
け
る
実
存
か
ら
本
質
へ
の
移
行
」
と
対
応
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
創
造
論
と
堕
罪
論
に
お
け
る

「
本
質
か
ら
実
存
ヘ

の
移
行
」
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
時
間
空
間
に
お
け
る
無
限
に
遠
い
変
動
に
つ
い
て
の
創
造
の

議
論
で
は
な
く
、
:
:
:
永
遠
に
直
面
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
け
る
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
の
表
鵬
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
歴
史

そ
れ
故
に
こ
こ
で
も
創
造
論
と
似
た
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
終
末
論
と
は

の
最
後
に
起
こ
る
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
の
瞬
間
瞬
間
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
起
こ
る
こ
と
だ
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

②
時
間
的
な
も
の
の
永
遠
的
な
も
の
へ
の
高
揚
(
旦

2
色
。
コ
)

そ
れ
で
は
時
間
的
な
も
の
の
永
遠
へ
の
移
行
と
し
て
の
終
末
論
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
通
り
、

「
常
に
存
在
し
て
い
る
歴
史
の
目
標
が
、
歴
史
の
肯
定
的
内
容

を
永
遠
へ
と
高
揚
さ
せ
、
同
時
に
否
定
的
な
も
の
を
永
遠
へ
の
参
与
か
ら
排
除
す
硲
」
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

「
実
存
か
ら
本
質
へ
の
移
行
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は

『
組
織
神
学
』
の
中
で
常
に
念
頭
に
お
い
て
い
た

「
両
義
性
」

の
克
服
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
否
定
的
な
も
の
は
否
定
的
に
、
肯
定
的
な



も
の
は
肯
定
的
に
な
る
、
と
い
う
。
そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。
「
歴
史
が
永
遠
へ
と
高
揚
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
肯
定
的
な
も
の
は
両
義
的
で
は
な
く
ま
さ
に
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
な
り
、
否
定
的
な
も
の
も
、
両
義
的
に
で
は
な
く
、

(
的
)

ま
さ
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
」
。

そ
れ
は
同
時
に
高
揚
の
先
に
あ
る
本
質
と
実
存
の
両
義
性
の
克
服
で
も
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
生
と
は
存
在
の
表
現
形
態
で
あ
る

が
、
生
と
は
本
質
と
実
存
と
の
結
合
物
で
あ
る
。
こ
の
生
は
高
揚
に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
持
つ
両
義
性
を
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
の

(
印
)

て
創
造
さ
れ
た
も
の
は
何
も
失
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
否
定
的
な
も
の
は
否
定
的
に
、
肯
定
的
な
も
の
が
肯
定
的
に
明

「
高
揚
」

に
お
い
て
実
存
か
ら
本
質
へ
と
移
る
時
に
、

「
歴
史
に
お
い

ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
肯
定
的
な
も
の
は
肯
定
的
に
、
否
定
的
な
も
の
は
否
定
的
に
永
遠
へ
と
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

③
本
質
化
と
し
て
の
実
存
か
ら
本
質
へ
の
帰
還

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の

「
高
揚
」

と
い
う
言
葉
で
明
ら
か
に
し
た
事
実
を
「
本
質
化
」
と
い
う
概
念
で
も
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に

は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
受
け
取
っ
た
概
念
と
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

「
本
質
化
」
概
念
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と

は
同
じ
で
は
な
い
し
、
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
概
念
を
超
え
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
時
間
的
な
も
の
の
永
遠
へ
の
推
移
、
あ
る
い
は
高
揚
は

(
日
)

「
本
質
へ
の
帰
還
と
い
う
意
味
を
も
っ
」
。
そ
れ
を
彼
は

「
本
質
化
」

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
通
り
シ
ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。

シ
ェ
リ
ン
グ
も
確
か
に
実

「
そ
れ
は
単
な
る
本
質
性
ま
た
は
可
能
性
の
状
態
へ
の
帰
還
を
意
味
し
て
お
り
、
す

べ
て
の
実
存
の
条
件
の
下
で
現
実
的
な
も
の
の
排
除
を
意
味
し
て
い
持
」
と
い
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
は
聖
書
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗

存
の
本
質
へ
の
帰
還
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
あ
る
が
、
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教
の
考
え
と
は
違
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
れ
は
イ
ン
ド
的
な
諸
宗
教
の
世
界
で
の
理
解
に
接
近
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ

る
と
、
「
高
揚
」
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
指
摘
し
た
、
全
体
と
し
て
の
世
界
の
プ
ロ
セ
ス
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
可
能
性
は
な
く
な

(
お
)

り
、
「
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
は
何
も
新
し
い
も
の
を
生
産
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
単
に
「
本
質
存
在
か
ら
の
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堕
落
と
帰
還
」

の
図
式
に
な
っ
て
し
ま
う
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
実
存
の
中
に
創
造
さ
れ

た
肯
定
的
な
も
の
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
存
在
に
何
も
の
か
を
付
加
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
で

し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
「
本
質
化
」
と
は
、
「
時
間
空
間
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
新
し
い
も
の
は
、

あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
し
て
新
し
く
生
産
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
究
極
的
に
新
し
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
新
し
い
存
在
」

(
Z
0
項
目
。
吉
岡
)
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
本
質
か
ら
実
存
へ
と
い
う
下
降
と
、
実
存
か
ら
本
質
へ
と
い
う
上
昇
へ
の
聞
に
付
加
さ
れ
る
、
何

も
の
か
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
点
に
つ
い
て

「
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
神
的
生
の
『
増
豊
化
』

(旨戸円。
W
F
D
E
m
)
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
『
組
織
神
学
』

ン
グ
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
要
素
を
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が

の
ド
イ
ツ
語
版
に
の
み
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
が
、

シ
ェ
リ

「
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
」

で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
な
議
論
を
ふ
ま
え
て
最
終
的
に
、
永
遠
と
時
間
、
本
質
と
実
存
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
図
式
化
し
た
。
彼
は

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
議
論
に
基
づ
い
て
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
を
図
式
化
す
る
た
め
に
、
「
か
ら
来
る
」

(
g
E
E
m
骨。
B
)
、
「
前

に
進
む
」
(
向
。
吉
向
島

g仏
)
、
「
昇
っ
て
行
く
」
(
ユ
ω
吉
m
g
)
の
三
つ
の
要
素
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
故
に
彼
は

「
下
方
と
前
方
と
に
動
き
、
実
存
の
今
(
ロ
ロ
ロ
の
自
ω
互
gE-o)
の
最
深
の
点
に
達
し
、
同
じ
筆
法
で
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
が
来
た
と
こ
ろ
ヘ

と
、
前
進
し
、
上
昇
し
つ
つ
帰
っ
て
行
く
」
曲
線
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

か
ら
実
存
的
な
疎
外
を
通
し
て
本
質
化
に
至
る
逝
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ひ
と
は
こ
の
曲
線
に

「
本
質



中
間
的
考
察

こ
れ
ま
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
(
そ
し
て
そ
れ
と
の
関
係
で
堕
罪
論
)
と
終
末
論
と
を
見
て
き
た
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
救
済
に

つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
一
貫
し
た
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
第
一
の
特
徴
は

創
造
も
終
末
も
い
わ
ば
無
時
間
的
に
(
あ
る
い
は
実
存
的
に
と
言
う
べ
き
か
)
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
創
造
も
終
末
も
、

そ
れ
は
時
間
空
間
的
と
い
う
よ
り
は
、
本
質
と
実
存
、
永
遠
と
時
間
の
関
係
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
創
造
と
は
昔
々
の
出

来
事
で
は
な
く
、
個
々
の
実
存
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
終
末
も
ま
た
、

そ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
第
二
の
特
徴
も
導
き
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
創
造
と
堕
罪
の
一
致
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
に
お
け
る
時
間
的
な
要
素

の
排
除
と
い
う
仕
方
で
現
れ
出
る
。
他
方
で
は
本
質
化
の
必
然
性
と
、
本
質
化
の
無
時
間
性
、
「
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
け
る
問
題
と
し
て
の

本
質
化
」
と
い
う
見
方
と
し
て
現
れ
出
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
永
遠
に
お
い
て
始
ま
り
、
永
遠
に
お
い
て
終
わ

る
と
い
う
こ
と
も
、
物
理
的
時
間
の
限
定
し
得
る
瞬
間
で
は
な
く
、
神
的
創
造
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い

、
(
日
)

て
進
行
し
つ
つ
あ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
創
造
も
、
成
就
も
、
始
め
も
、
終
わ
り
も
常
に
あ
る
」
。

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
第
三
の
特
徴
が
現
れ
出
る
わ
け
で
あ
る
が
、
創
造
も
、
堕
罪
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
終
末
と
し
て
の
本
質
化
も
、

方
で
必
然
性
を
持
ち
、
他
方
で
必
然
性
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
質
か
ら
実
存
へ
、
ま
た
実
存
か
ら
本
質
へ
と
い
う
移
行
の
構
造
に

は
必
然
性
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
必
然
性
を
弁
証
法
的
に
止
揚
し
て
い
る
の
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
自
由
の
理
解
、
有
限
的
自
由
と
運
命
と
の

関
係
で
あ
る
。
創
造
に
お
け
る
自
由
の
問
題
は
堕
罪
論
と
、
終
末
に
お
け
る
自
由
の
問
題
は
最
後
の
審
判
と
の
関
連
で
問
題
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
確
認
し
て
行
く
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
が
終
末
論
と
、
線
対
称
の
議
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
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は
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
、
そ
し
て
実
存
か
ら
本
質
へ
の
推
移
と
い
う
方
向
の
違
い
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
対
照
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
そ
の
方
向
の
転
換
が
実
存
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
救
済
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
救
済
の
イ
メ
ー
ジ
に
現
れ
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出
た
曲
線
の
イ
メ
ー
ジ
が
完
成
す
る
。
そ
れ
は
見
事
な
構
造
で
あ
り
、
体
系
と
し
て
は
優
れ
た
一
貫
性
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
大
方
の
難
解

と
い
う
印
象
に
反
し
て
、
理
解
し
や
す
い
構
造
物
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
救
済
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
お

い
て
は
創
造
と
終
末
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
に
つ
い
て
、

そ
の
問
題
点
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
の
問
題
点

①
ニ

I
バ
I
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
批
判

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
と
堕
罪
論
、
及
び
そ
こ
に
お
け
る

「
本
質
ー
実
存
」

の
構
造
の
問
題
点
を
考
え
る
際
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ラ
イ
ン

ホ
ー
ル
ド
・
ニ

l
パ
!
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
が
参
考
に
な
る
。

ニ
l
パ
l
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
が
出
版
さ
れ
た

「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
に
お
け
る
聖
書
的
な
思
想
と
存
在
論
的
な
思
弁
」
と
い
う
論
文
を

C
・
W
・
ケ

(
幻
)

グ
レ
l
等
の
編
集
す
る
『
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
』
に
寄
稿
し
た
。

後
、
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
な
仕
方
で

そ
の
中
で
ニ

1
バ
1
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
「
現
代
の
オ
リ
ゲ
ネ
ス
」

と
呼
び
そ
の
、
方
法
論
は

「
常
に
形
而
上
学
が
そ
れ
自
体
の
思
弁
を
超

え
て
実
存
の
次
元
、
す
な
わ
ち
『
神
の
力
あ
る
業
』
に
つ
い
て
の
聖
書
的
な
主
張
と
認
識
、
要
す
る
に
信
仰
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
啓
示

が
妥
当
性
を
持
ち
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
次
元
を
指
し
示
す
こ
と
が
明
か
と
な
る
ま
で
、
存
在
論
的
疑
問
を
追
及
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と

述
べ
、
彼
の
体
系
に
対
す
る
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
ニ

l
パ
1
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
人
間
理
解
、
と
り
わ
け
創
造
論
の
解



釈
に
つ
い
て
は
厳
し
い
批
判
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ニ

1
パ
!
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
し
か
し
私
は
あ
え
て
、
彼
の
高
度

な
徽
密
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
人
間
論
の
分
野
で
の
存
在
論
的
な
思
弁
が
、
聖
書
が
描
き
出
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
経
験
し
て
い
る
よ

う
な
人
間
に
つ
い
て
の
見
方
を
歪
曲
し
て
い
な
い
か
と
い
う
問
い
を
持
つ
の
で
あ
る
」
。
こ
の
批
判
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。

」
の
批
判
は
既
に
述
べ
た

の
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
本
質
l
実
存
」

の
構
造
に
よ
る
「
堕
罪

「
堕
罪
の
神
話
」

の
神
話
」

の
解
釈
が
聖
書
的
で
は
な
い
し
、
人
間
の
現
実
と
符
合
し
な
い
と
い
う
が
ニ

1
パ
l
の
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ニ

1
バ
1
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
お
い
て
、
こ
の
逆
説
の
存
在
論
的
基
盤
に
対
す
る
強
調
は
、
『
原
罪
』
の
概
念
に
含
ま
れ

(ω) 

て
い
る
運
命
の
意
味
を
、
歴
史
的
な
も
の
か
ら
序
在
論
的
な
も
の
へ
微
妙
に
移
動
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
」
。

つ
ま
り
ニ

1

パ
ー
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
堕
落
の
出
来
事
を
人
間
の
本
質
と
実
存
と
の
枠
組
み
で
語
り
、
堕
罪
は
歴
史
的
な
出
来
事
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ

う
な
一
点
を
歴
史
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
は
堕
罪
の
神
話
を
、
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
と
し
て
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
な
事
実
や
、
歴
史
的
な
ド
ラ
マ
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
事
態
は
想
定
と
し
て
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
間
や
場
所
を
と
も
な
っ
た
移
行
は
な
い
と
考
え
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
ニ

1
パ
1
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
本
質
は
、
実
存
の
構
造
で
は
な
く
、
創
造
以
前
に
存
在
す
る
時
間
的
な
プ
ロ
セ
ス

を
超
越
す
る
、
両
者
の
複
合
体
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
人
間
の
本
性
は
こ
の

質
」
と
「
実
存
」
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ニ
1
パ
1
の
批
判
は
明
瞭
で
あ
っ
て
、
聖
書
は
こ
の
よ
う
な
堕
罪
を
見
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は

(ω) 

ス
ト
教
的
堕
罪
論
は
、
こ
の
よ
う
な
定
義
(
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
)
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
で

「
端
的
に
言
っ
て
、
キ
リ

は
聖
書
的
な
ド
ラ
マ
も
、
歴
史
的
な
時
限
も
欠
落
し
て
し
ま
い
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
手
に
か
か
る
と
「
存
在
論
的
な
も
の
が
歴
史
的
な
も
の
を

(
日
)

凌
駕
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
批
判
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
を
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
重
要
で
あ
る
。
も
し
ニ

1
バ
l
が
ど
こ
ま
で
も
正
し
い
と
い 本
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う
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
的
な
神
学
は
聖
書
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
「
本
質
と
実
存
」
に
基
づ
い
た
人
間
論
、

(
位
)

あ
る
い
は
存
在
論
的
な
構
造
と
い
う
の
は
、
現
実
の
人
間
理
解
に
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
い
か
に
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応
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ニ

1
パ
!
の
批
判
に
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
応
え
た
崎
、
そ
の
中
で
存
在
論
の
問
題
と
関
連
す
る
部
分
、
す
な
わ
ち
本
論
と

の
関
連
で
い
う
な
ら
ば
「
本
質
と
実
存
」
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
注
目
し
て
み
た
い
。
と
り
わ
け
そ
れ
は

「
本
質
か
ら
実
存
ヘ

の
移
行
」
と
い
う
人
間
論
、
あ
る
い
は
創
造
論
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
で
あ
る
。

」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
両
者
の
論
点
は

「
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
」

の

「
時
間
性
」
、
あ
る
い
は

「
歴
史
性
」

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ニ
1
パ
ー
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
的
な
立
場
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
は
そ
の
よ
う
な
批
判

(ω) 

は
的
を
射
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ニ

l
パ
!
の
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
自
分
の
言
う
と
こ
ろ
と
そ
れ

ほ
ど
変
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
人
問
、
あ
る
い
は
創
造
に
お
け
る

「
両
義
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
『
組
織
神
学
』
の
第
二
巻
に
お
い
て
、
創
造
と
堕
罪
に
お
け
る

「
本
質
と
実
存
」

の
構
造
に
対
す
る
こ

l
バ
l
の
批
判
に

答
え
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
実
存
の
悲
劇
的
普
遍
性
、
人
間
的
自
由
に
お
け
る
運
命
的
要
素
、
あ
る
い
は
堕
落
し
た
世
界
の
象

徴
は
、
罪
は
人
間
の
人
格
的
な
責
任
と
罪
過
の
事
柄
で
は
な
く
、
本
質
的
責
任
の
事
柄
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
樋
」
と
い
う
問
い
は
、

ニ
l
パ
l
の
言
葉
で
言
え
ば

「
普
遍
か
ら
実
存
へ
の
普
遍
的
な
移
行
」

へ
の
批
判
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
言
う
よ
う
に
「
創
造
と

堕
落
と
は
論
理
的
に
は
個
別
な
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
山
山
)

も
の
と
な
る
」
。

お
互
い
に
一
致
点
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
時
に
緊
迫
し
た

「ニ

1
パ
1
の
批
判
」

(U) 

が
一
致
す
る
と
い
う
命
題
の
解
釈
か
ら
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
批
判
の
顕
著
な
例
が

で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
は

「
創
造
と
堕
落
と

つ
ま
り
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
創
造
さ
れ
た
善
性
が
現
実
化
し
て
実
在
性
を
持

つ
に
至
っ
た
時
間
空
間
上
の
一
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
以
上
、
創
造
と
堕
落
は
一
致
す
る
」

と
い
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
失
楽
園
の
物



語
を
文
字
通
り
解
釈
し
な
い
の
な
ら
ば
、

そ
れ
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
将
来
に
お
い
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
な
か
っ
た
よ
う

に
、
過
去
に
お
い
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
現
実
化
し
た
創
造
と
疎
外
し
た
実
存
と
は

同
ご
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
歴
史
的
な
状
況
と
し
て
の
本
質
的
善
性
の
観
念
を
否
定
す
る
限
り
真
実
な
命
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同
じ
よ
う
に
創
造
の
問
題
を
時
間
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
適
応
す
る
場
合
に
さ
ら
に
明
か
に
な
る
。
神
の
創
造
に
お
い
て
、
創
造
さ
れ
た
も
の

は
全
て
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
創
造
さ
れ
た
も
の
は
、
創
造
さ
れ
た
と
き
に
既
に
実
存
的
な
疎
外
状
態

(ω) 

に
落
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
こ
に
「
創
造
と
堕
罪
の
一
致
点
」
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
論

理
的
な
一
致
と
い
う
よ
り
は
実
質
的
な
一
致
で
あ
る
、
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
確
か
に
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
創
造
と
堕
罪
の
現
実
は
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
な
お

的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
時
間
空
間
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
出
来
事
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
創
造
は
そ
の
本
質
的
性
格
に
お
い
て
善
で
あ
る
。
し
か
し
創
造
は
そ
れ
が
現
実
化
す
る
時
に
、
自
由
と
運
命
と
を

通
し
て
普
遍
的
疎
外
に
落
ち
込
む
の
で
あ
る
」
。
ニ

l
パ
l
の
批
判
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
は
、
罪
が
純
粋
な
本
質
体
系
の
必
然
的

な
帰
結
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
に
対
し
て
、
神
学
は
こ
の
本
質
体
系
に
依
存
す

る
の
で
は
な
く
、
「
こ
の
種
の
本
質
体
系
に
対
し
て
、
本
質
か
ら
実
存
へ
の
飛
躍
が
根
本
的
な
事
実
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
は
飛
躍
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
構
造
的
な
必
然
で
は
な
」

(ω) 

は
な
い
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
の
で
あ
り
、
「
実
存
は
そ
の
悲
劇
的
普
遍
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
質
か
ら
演
縛
さ
れ
る
も
の
で

ニ
1
バ
ー
は
そ
れ
に
対
し
て
、
罪
の
問
題
は
自
由
と
自
然
の
逆
説
的
な
関
係
に
基
づ
く
人
間
の
本
質
的
な
性
格
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
り
、
罪
は
そ
れ
故
に
人
間
の
創
造
的
な
性
格
と
破
壊
的
な
性
格
と
の
二
つ
の
可
能
性
か
ら
生
じ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
こ
の
自
由
が
人
間
に
お
い
て
は
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
歴
史
的
、
ド
ラ
マ
の
重
要
性
と
、
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
性
が
生
じ
る
と
ニ

ー
バ

1
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
時
間

パウル・ティリッヒにおける創造と終末341 



両
者
の
視
点
の
違
い
は
明
瞭
で
あ
る
。
両
者
の
視
点
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
じ
も
の
を
見
、
ま
た
同
じ
観
点
を
見
つ
め

て
い
る
。
相
違
点
は
人
間
の
理
解
に
あ
る
。

ニ
l
パ
1
は
人
間
論
を
、
あ
る
い
は
創
造
と
堕
罪
の
問
題
を
、
自
由
の
本
性
に
お
け
る

「
創
造

342 

性
と
破
壊
性
の
逆
説
」

の
中
に
見
た
。
そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を

「
本
質
と
実
存
と
の
両
義
性
」

の
中
に
見
た
の
で
あ
る
。

「
逆
説
」

カ=

「
両
義
性
」

か
。
こ
れ
が
両
者
の
見
解
の
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
れ
は
神
学
全
体
を
貫
く
も
問
題
で
も
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
両
義
性
に
基
づ
い
て
、
神
学
の
体
系
を
構
築
し
た
の
で
あ
り
、

ニ
1
1

マ、
1
1
十品

J

l

 
「
逆
説
」

と
い
う
視
点
か
ら
現
実
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
存
在
論
的
な
神
学
と
し
て
構
築
し
、

ニ
l
パ
!

は
そ
れ
を
歴
史
的
ド
ラ
マ
の
神
学
と
し
て
構
築
し
た
。

同
じ
こ
と
は
既
に
見
た
終
末
論
に
お
い
て
も
言
い
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
終
末
論
が
創
造
論
と
キ
リ
ス
ト
論
を
線
対
称
に

し
た
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

②
神
学
に
お
け
る
自
由
と
運
命
の
問
題

も
う
ひ
と
つ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
創
造
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
「
自
由
と
運
命
」

と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

「
本
管
了
実
存
」
構
造
に
お
い
て
は
、
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
自
由
と
運
命
の
両
義
性
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
本

質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
創
造
と
堕
罪
と
は
一
方
で
必
然
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
、
他
方
で
そ
れ
は
否
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
な
関
係
は
彼
の

「
自
由
と
運
命
」
と
の
両
義
性
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
堕
罪
は
必
然
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
有
限
な
自
由
に
も
根
拠
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
の
問
題
を

考
え
る
上
で
の
彼
の
重
要
な
視
点
が
現
れ
出
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

「
自
由
と
運
命
」
に
つ
い
て
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
を
検
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
自
由
の
概
念
は
果
た
し
て

「
本
管
了
実
存
」
構
造
で
展
開
さ
れ
た
創
造
論
の
議
論
、
す
な
わ
ち
あ



の
移
行
を
可
能
に
し
得
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
存
在
の
構
造
を
神
学
的
に
説
明
し
得
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
検
討
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
存
在
論
的
諸
概
念
を
四
つ
の
層
(
守
口
司

-
2
0
F
)
に
区
別
し
て
い
る
。
第
一
の
層
と
は

「
存
在
論
的
問
い
の
前
提
条
件
を

な
す
存
在
論
的
基
礎
概
念
」

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
存
在
論
の
問
題
は
そ
れ
を
問
う
「
主
体
」
と
、
間
わ
れ
る
「
客
体
」
を
前
提
と
し
て
い

る
が
、
こ
の
前
提
は
さ
ら
に
「
存
在
の
根
本
的
な
区
分
と
し
て
「
自
己
ー
世
界
」
構
造
を
前
提
と
し
て
お
り
、
第
一
の
層
で
は
こ
の
構
造
が

問
題
と
な
る
。
そ
れ
は

「
存
在
者
の
自
己
関
係
性
、
す
な
わ
ち
存
在
者
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
た
め
の
存
在
の
力
と
の
関
係
」
を
表
現
し

て
い
る
。

第
二
の
層
は
「
存
在
論
的
構
造
を
構
成
す
る
諸
要
素
」

で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
「
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
三
つ
の
両
極

性
」
を
あ
げ
て
お
り
、

そ
れ
は
「
個
別
化
と
参
与
」
、
「
力
動
性
と
形
式
」
、

そ
し
て
「
自
由
と
運
命
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
運
命
と
自
由
」

両
極
性
の
問
題
が
出
て
く
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
は
存
在
者
の
相
互
依
存
性
、
す
な
わ
ち
存
在
者
が
宇
宙
の
一
部
分
で
あ
る
と

い
う
性
格
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
層
は
存
在
が
持
つ

「
実
存
の
諸
制
約
を
な
す
種
々
の
性
格
」

の
こ
と
で
あ
り
、
実
存
と
存
在
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
本
質
存
在
と

実
存
存
在
の
相
違
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
存
在
は
本
質
存
在
と
実
存
存
在
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に

し
て
考
え
ら
れ
な
い
」

の
で
あ
り
、
こ
の
第
三
番
目
の
層
で
は
両
者
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
注
目
す
べ
て
き
は
、
「
本

質
存
在
と
実
存
存
在
と
の
関
係
の
問
題
の
答
え
は
、
十
仔
在
論
的
な
分
析
の
第
二
の
層
に
お
け
る
自
由
と
運
命
と
の
両
極
性
に
よ
っ
て
準
備
さ

れ
て
い
る
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
存
在
に
お
け
る
「
自
由
と
運
命
」

の
問
題
は

「
本
質
と
実
存
」
と
い
う
構
造
、
あ

る
い
は
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
視
点
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は

「
自
由
そ
れ
自
体
は
も
ち
ろ
ん
実
存
の

基
礎
で
は
な
い
」

の
で
あ
る
が
、
「
有
限
性
と
結
合
し
た
自
由
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
有
限
的
な
自
由
が
存
在

か
ら
実
存
へ
の
転
換
点
」

で
あ
る
と
い
う
。

第
四
の
層
は
、
存
在
と
認
識
に
つ
い
て
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
思
惟
と
存
在
と
の
基
本
的
諸
形
式
が
扱
わ
れ
る
。

の
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テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
な
存
在
の
層
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
存
在
は
本
質
存
在
と
実
存
存
在
の
両
極
性
を
持
っ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
こ
の
両
義
性
の
性
格
に
つ
い
て
、
そ
し
て
「
こ
の
両
極
性
を
無
視
す
る
存
在
論
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
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し
て
い
る
。

さ
て
本
論
と
の
関
連
で
重
要
な
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
運
命
と
自
由
」
と
い
う
「
存
在
の
基
礎
的
存
在
論
的
構
造
と
そ
の
要
素
の
記

述
が
存
在
論
に
ひ
と
つ
の
転
換
を
与
え
る
」

の
で
あ
り
、
存
在
の
問
題
を
「
存
在
か
ら
実
容
へ
と
転
換
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
運
命
の
対
極
を
な
す
自
由
こ
そ
は
、
実
存
を
可
能
に
す
る
存
在
の
構
造
的
な
要
素
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
自
由
と
運
命
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
定
義
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば

運
命
と
は
「
機
械
的
決
定
」

で
は
な
く
、
自
由
も
「
未
決
定
の
偶
然
性
」

で
は
な
い
。
そ
れ
は

「
人
間
の
存
在
論
的
構
造
を
理
解
し
て
い
な

い
考
え
で
あ
る
」
と
い
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
「
運
命
と
は
世
界
に
向
い
つ
つ
同
時
に
世
界
に
属
し
て
い
る
人
間
が
自
己
を
そ
こ
に
見

出
す
状
況
」

の
こ
と
で
あ
り
、
「
人
間
の
中
心
に
あ
る
自
己
性
の
不
確
定
性
の
広
範
な
基
盤
」

で
あ
る
。
運
命
は
「
私
に
何
が
起
る
か
を
決

定
す
る
不
思
議
な
力
で
は
な
く
」
、
決
断
し
、
認
識
す
る
「
自
然
と
歴
史
と
私
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
私

自
身
」

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
自
然
と
か
歴
史
と
い
う
の
は
、
「
身
体
の
構
造
、
心
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
、
精
神
的
な
特
色
、
あ
る
い

は
個
人
が
所
属
す
る
共
同
社
会
、
記
憶
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
無
意
識
に
記
憶
さ
れ
た
過
去
、
あ
る
い
は
環
境
や
世
界
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
」
。

つ
ま
り
運
命
と
は
本
質
か
ら
区
別
さ
れ
た
実
存
に
お
け
る
存
在
の
こ
と
で
あ
り
、
自
由
と
は
存
在
を
本
質
か
ら
実
存
へ
と
移
す
力
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
「
自
由
は
運
命
の
形
成
に
参
与
す
る
の
で
あ
り
」
、
逆
に
「
運
命
は
自
由
を
制
約
す
る
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
の

で
あ
る
。

さ
て
問
題
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た

「
運
命
と
自
由
」

の
考
え
が
聖
書
的
な
人
間
理
解
に
適
応
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
批
判
の
中
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
思
想
は
哲
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
い
る
の
で
神
学
的
で
は



な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
お
か
し
な
批
判
で
あ
っ
て
、
神
学
が
存
在
論
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
問

題
は
そ
の
存
在
論
的
な
議
論
が
ど
れ
だ
け
聖
書
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
認
識
や
解
明
に
成
功
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
評
価
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
問
題
は
こ
の
よ
う
な
「
運
命
と
自
由
」
と
に
つ
い
て
の
解
明
が
人
間
理
解
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
創
造
論
に
お
い
て
も
自
由
と
運
命
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ

れ
が
聖
書
的
な
人
間
理
解
の
解
明
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
、
あ
る
い
は
創
造
と
堕
罪
と
の
一
致
は
、
人
間
の
持
つ
自
由
と
運
命
と
の
関
係
か
ら
説

明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
持
つ
有
限
な
自
由
に
よ
っ
て
、
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
が
説
明
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
被
造
物
で
あ
る
こ
と
は
神
的
な
生
命
の
創
造
的
根
拠
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
自

由
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
現
実
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
創
造
は
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
運
命
で
あ
る
と
こ
ろ
の
被
造
物
の
目
で
実

現
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
存
と
本
質
の
分
裂
に
よ
る
創
造
的
根
拠
か
ら
の
分
離
を
通
し
て
成
就
さ
れ
る
。
被
造
物
の
自

由
は
そ
れ
故
に
創
造
と
堕
落
の
一
致
す
る
点
で
あ
る
」
。
し
か
し
そ
れ
は
完
全
な
本
質
か
ら
の
離
脱
で
は
な
く
、
人
間
は
運
命
を
持
っ
て
い

る
が
故
に
、
そ
こ
に
は
非
連
続
の
連
続
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
運
命
を
超
え
て
行
く
、
有
限
の
自
由
を
持
つ
。

れ
故
に
運
命
は
必
然
で
は
な
く
、
運
命
は
自
由
の
要
素
を
内
包
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
「
自
由
と
運
命
」
と
に
つ
い
て
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
構
想
を
創
造
と
堕
罪
の
一
致
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
視
点
か
ら
考
え

る
時
に
問
題
に
な
る
の
は
堕
罪
に
お
け
る
「
罪
」

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
人
間
の
堕
罪
に
つ
い
て
経
験

的
に
論
じ
て
お
り
、

そ
れ
は
心
理
学
的
な
要
素
も
加
わ
り
、
人
間
の
鋭
い
分
析
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
あ
の
非
連
続
の
連
続
は
、
人
間
の

一
方
の
意
識
に
反
し
て
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
と
い
う
聖
書
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

こ
に
は
ど
う
し
て
も
必
然
的
な
要
素
が
前
面
に
出
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
に
次
の
よ
う
な
問
い
が
生
じ
る
の そ
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
由
と
両
極
性
を
構
成
す
る
の
は
、
運
命
で
は
な
く
、
自
然
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
方
が
彼
の
本
質
と
実
存
と
い
う

基
本
構
造
を
よ
り
適
切
に
説
明
で
き
る
両
極
性
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
終
末
論
の
問
題
点

①
本
質
化
と
新
し
い
存
在

終
末
論
の
問
題
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
終
末
を
「
実
存
か
ら
本
質
へ
の
推
移
」
と
定
義
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
ぜ
な
ら
実
存
か
ら
本
質
へ
の
推
移
は
、
既
に
第
三
部
の
キ
リ
ス
ト
論
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
新
し
い
存
在
」
に
つ
い
て
論
じ
た
こ

と
で
解
決
済
み
の
「
推
移
」
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
構
造
上
の
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
第
三
部
を
展
開
し
た
時
に

「
新
し
い
存
在
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
『
新
し
い
存
在
』
の
語
は
、
本
質
的
存
在
と
実
存
的

存
在
と
の
分
裂
を
直
接
的
に
指
摘
す
る
も
の
で
、
こ
の
書
の
神
学
体
系
全
体
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
な
原
理
で
あ
(
れ
)
」
。
「
新
し
い
存
在
は
、

そ
れ
が
実
存
の
諸
制
約
下
に
お
け
る
本
質
的
存
在
の
歪
み
な
き
発
見
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
新
し
い
」
。
そ
し
て

「
救
い
主
と
し
て
の
イ
エ

ス
に
関
わ
る
人
は
、
こ
の
新
し
い
存
在
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
人
が
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
人
間
の
実
存
的
な
重
荷
の
状
況
下
に
あ
っ
た

と
し
て
も
、
ま
た
そ
の
た
め
に
そ
の
関
わ
り
が
ど
れ
だ
け
断
片
的
で
あ
り
、
予
想
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
新
し
い
存
在
と
関
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
お
」
と
い
う
。
そ
れ
故
に
「
新
し
い
存
在
と
は
、
実
存
状
況
下
に
あ
る
本
質
的
存
在
で
あ
り
、
本
質
と
実
存
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
克
服

(
乃
)

し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
述
べ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
第
三
部
に
お
け
る
「
新
し
い
存
在
」

の
定
義
、
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
本
質
と
実
存
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
克
服
と
い
う
定
義
を
確



認
し
た
上
で
、
「
本
質
化
」
、
す
な
わ
ち
「
実
存
か
ら
本
質
へ
の
推
移
」
と
い
う
定
義
を
再
び
述
べ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
後
者
の
機
能
は
前
者
に
お
い
て
既
に
充
分
に
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

か
か
わ
ら
ず
「
本
質
化
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

「
増
富
化
」
そ
れ
に
も

の
関
係
に
つ
い
て
の
定
義
が
必
要
な
は
ず
で

「
本
質
化
」

と

「
新
し
い
存
在
」

あ
る
。
し
か
も
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
「
新
し
い
存
在
」

の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ

は

「
本
質
化
」

う
か
。す

な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
第
五
部
で
は

「
新
し
い
存
在
」
を
、
本
質
化
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
高
揚
に
お
い
て
、

「
本
質
存
在
に
何
も
の

か
を
付
加
す
る
も
の
」
、
あ
る
い
は

「
全
体
の
世
界
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
生
産
さ
れ
た
も
の
」

と
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
次
の
よ
う

に
定
義
し
て
い
る
。
「
本
質
化
と
い
う
言
葉
は
:
:
・
・
時
間
空
間
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
新
し
い
も
の
は
、
そ
れ
と
実
存
の
中
に
創
造
さ
れ
た

肯
定
的
な
も
の
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
存
在
に
何
も
の
か
を
付
加
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

(
九
)

う
に
し
て
生
産
さ
れ
た
も
の
は
究
極
的
に
新
し
い
も
の
、
す
な
わ
ち
『
新
し
い
存
在
』
で
あ
る
」
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
逆
に
第
三

部
で
定
義
さ
れ
た
よ
う
な
意
味
で
の

は
こ
こ
で
は
あ
っ
て
も
別
に
邪
魔
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
あ
え
て
不
可

「
新
し
い
存
在
」

欠
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
第
三
部
で
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
本
質
と
実
存
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
克

服
と
し
て
の
新
し
い
存
在
な
し
に
も
、
本
質
か
ら
実
存
へ
の
推
移
と
し
て
の
本
質
化
の
み
で
充
分
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
終
末
論
の
根
本
的
な
モ
テ
ィ

I
フ
は
本
質
化
な
の
か

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
終
末
論
の
根
本
問
題
は

「
実
存
か
ら
本
質
へ
の
高
揚
」
あ
る
い
は
本
質
化
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
永
遠
と
時
間
と
の

関
係
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
そ
こ
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
時
間
か
ら
永
遠
で
あ
る
い
は
実
存
か
ら

本
質
へ
の
上
昇
、
有
限
か
ら
無
限
へ
の
回
帰
、
下
か
ら
上
へ
の
移
行
、
と
い
う
こ
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
終
末
論
を
テ
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ィ
リ
ッ
ヒ
の
独
創
的
な
考
え
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
下
か
ら
上
へ
の
終
末
論
、
あ
る
い
は
人
間
に
お
け
る
上
昇
と
し
て
の
終
末
論
は

ド
イ
ツ
の
教
義
学
の
伝
統
の
中
に
は
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
問
題
は
そ
の
よ
う
な
終
末
論
が
ど
れ
だ
け
聖
書
的
な
終
末
論
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
実
存
か
ら
本

質
へ
の
移
行
や
推
移
が
既
に
み
た

「
運
命
と
自
由
」

と
の
構
造
の
故
に
、
必
然
性
と
い
う
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

聖
書
的
な
終
末
論
に
お
い
て
特
徴
的
な
超
越
か
ら
の
到
来
の
モ
テ
ィ

l
フ
や
希
望
の
モ
テ
ィ

l
フ
が
欠
落
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う

か
。
聖
書
は
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
を
、
時
間
の
永
遠
へ
の
移
行
や
推
移
に
よ
っ
て
よ
り
は
、
超
越
の
到
来
に
よ
っ
て
提
示
し
て
い
る
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

結
び
に
か
え
て
l

l
存
在
論
的
神
学
に
お
け
る
歴
史
の
問
題

最
後
に
こ
の
よ
う
な
創
造
と
終
末
に
つ
い
て
の
構
造
か
ら
く
る
、
両
者
を
合
わ
せ
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
的
な
神
学
の
根
本
的
な
問
題
点
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
存
在
論
的
神
学
に
お
け
る
「
歴
史
」

の

問
題
で
あ
る
。
創
造
と
終
末
の
問
題
、
す
な
わ
ち
本
論
で
扱
わ
れ
て
き
た
問
題
は
ま
さ
に
神
学
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
で
あ
る
。

第
五
部
は
い
わ
ば
歴
史
の
問
題
が
扱
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
歴
史
や
時
間
は
ど
れ
だ
け
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
論
じ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
創
造
論
に
お
い
て
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
創
造
論
で
扱
わ
れ
る
よ
う
な
時
間
の
創
造
や
、
時
間
的
世
界
の
開
始
の

問
題
を
一
般
的
な
仕
方
で
は
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
存
在
論
的
な
組
織
神
学
で
あ
る
が
故
に
生
じ
た
歴
史
的
次
元
の
欠
落
と
い
う

事
態
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
図
に
反
し
て
生
じ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
本
質
化
の
問
題
を
論
じ
る
中
で
提
示
し
た
あ
の
図
式
、
す
な
わ
ち
、
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
、

そ
し
て
実



存
か
ら
本
質
へ
の
推
移
と
し
て
の
本
質
化
と
い
う
図
式
を
見
る
と
き
に
明
ら
か
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

来
た
り
、
下
方
と
前
方
に
動
き
、
『
実
存
の
今
』
の
最
深
の
点
に
達
し
、
同
じ
筆
法
で
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
が
来
た
と
こ
ろ
へ
と
、
前
方
に
進

「
上
よ
り

み
、
上
昇
し
つ
つ
帰
っ
て
ゆ
く
、

そ
う
い
う
曲
線
を
提
唱
し
た
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
問
題
は
こ
の
本
質
l
実
存
構
造
で
描
き
出

さ
れ
た
被
造
物
の
姿
が
、
ど
こ
ま
で
歴
史
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
触
れ
て
い
る
の
か
と
か
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
時
間
的
な
経
過
と
い
う
よ
り
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は

「
時
間
的
な
も
の
の
創
造
、
時
間
の
初
め
、
時
間
的
な
も
の
の
永
遠
的
な
も
の
へ
の
帰
還
、
時
間
の
終
わ
り
を

含
蓄
し
て
い
る
。
し
か
し
、
時
間
の
終
わ
り
は
過
去
ま
た
は
未
来
に
お
け
る
決
定
的
な
瞬
間
の
意
味
で
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
永

遠
に
お
い
て
は
じ
ま
り
、
永
遠
に
お
い
て
終
わ
る
と
い
う
こ
と
も
、
物
理
的
時
間
が
規
定
す
る
よ
う
な
瞬
間
の
問
題
で
は
な
く
て
、
神
的
な

創
造
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
習
慣
に
お
い
て
進
行
し
つ
つ
あ
る
過
程
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
創
造
も
、
成
就
も
、

は
じ
め
の
終
わ
り
も
常
に
あ
る
」
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ
れ
ば
こ
の
図
式
は
時
間
的
な
経
過
や
歴
史
的
な
次
元
を
包
括
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
時
間
や
歴
史

的
な
次
元
を
排
除
し
た
上
で
、
実
存
的
な
決
断
の
次
元
で
の
議
論
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
歴
史
の
リ
ア
リ
テ

ィ
l
に
触
れ
る
議
論
と
い
う
よ
り
は
、
形
而
上
学
的
な
世
界
に
お
け
る
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
れ
は

「
本
質
l
実
存
構
造
に
よ
っ
て
神
学
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
構
築
す
る
」

と
い
う
彼
の
構
造
が
生
み
出
し
た
、
構
造
上
の
欠
陥

で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
上
歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
神

学
を
存
在
論
的
に
構
築
す
る
と
い
う
試
み
は
、
歴
史
の
問
題
の
解
決
と
い
う
課
題
を
残
し
た
ま
ま
で
な
お
存
在
し
て
い
る
、
と
言
う
べ
き
で

そ
こ
に
ポ
ス
ト
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
の
課
題
も
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
旬
。

あ
ろ
う
し
、
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注

(1)
本
論
は
二

0
0
0年
二
月
二
十
九
日
に
行
な
わ
れ
た
組
織
神
学
研
究
所
の
「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
」
の
最
後
の
例
会
で
行
な
っ
た
テ
イ

リ
ッ
ヒ
の
終
末
論
に
つ
い
て
の
発
表
に
、
い
わ
ゆ
る
創
造
論
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
前
半
の
議
論
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

(2)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論
「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
実
存
主
義
的
神
学
者
な
の
か
?
」
『
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
2
』
(
聖
学
院
大
学
出
版

会
)
及
び
の
ロ
ロ
岳
q
巧

g
N
E
Z兵
Z
E
F
E・
己
目
。
開
口
寄
付
E
ロ
ロ
向
品
。
ニ
d
g
-認
可
宮
己
叶
一
E
5
5・
富
民
R
F
8
5
s
w
g
o『
Z
a
g
-
-口。
F

。gs
-
n
F
Z
ロ
ロ
己
問
。
山
内
法
ゅ
の
。
芹
2
・
B
口。

ω。
H}}同
庁
自
己
目
可
。

zhto
品。円のめ

ωの
FWEZσ
巳

EC-d--wF
冨
位
口
。
F
2
5
a
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
)
E己
寸
己
目
。
F
W
ω
3
R居
住
。
司
5
。目。笥
w〈。
-
-
r
n
z
g向
。
巴
印

HW(以
下
町
ロ
と
略
す
)

N

印∞

(4)

「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
い
う
言
い
方
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。

(
5
)
E巳
d
E各
w∞
百
件
。
自
色
。

d
5。
写
笥
w〈己・
ω
w
h
E
S向
。
忌
∞
ω・
(
以
下
町
ロ
と
略
す
)
怠
吋

(6)
宮
己

d
E。
F
Z岳
民
。

-o位。

saの
g
n
F
W
Z
P
E
b
a
ω
B
B
o
-
z
当
q
r
0・切応・〈
HW
∞
宮
円
高
ω
3
5
8・足

(
7
)
m
H
ω
C・
u
d

(
8
)
S
0・
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
0
5
2
P
E
S
-
2
4司
O
B
R
ロ
q
芸
F
g芸
Z
♀
σ
の
。
奇
話
包

g
Z
E
司

H・5
4諸
島

F
E
d
-ロ
各
ω(SHO'

5ωω)w
巧
青
島
ロ
括
を
参
照
の
こ
と
。

(
9
)
Z
g司
回
包
括
を
含
め
て
の
議
論
は
別
途
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず

E
招
号
ロ
の
ロ
s
w
d
g
z。
巧
目
。
E
m

自
己

Q
M
E位
。
-
。
笥
w山口一
Q
-
r
a
。ロ

d
ロ目。
F
Z
0
4司
J12}ニ
∞
∞
∞

HHh炉
開
・
を
参
照
の
こ
と
。

(
叩
)
こ
こ
で
、
創
造
と
終
末
と
い
う
彼
の
体
系
の
い
わ
ば
枠
に
お
け
る
「
本
質
!
実
存
」
構
造
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
後
に
、
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け

る
「
本
質
ー
実
存
」
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
途
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
日
)
叫
同
一
「

ω
N
C



(
ロ
)
同
時
に
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
終
末
論
も
将
来
に
お
け
る
、
世
界
の
終
わ
り
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

(
臼
)
州

wmH0・

(U)

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
相
関
」
の
意
味
、
あ
る
い
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
に
お
け
る
「
相
関
の
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
問
ロ
・
誌
を
参
照
の

こ
と
。
ま
た
彼
の
相
関
の
方
法
に
つ
い
て
は

τ『
ロ
可
。
唱
。
z
n
E
3。
P
吋
町
。
。
ミ
Z
P
叫，

F
o
n。ロ
2
Z
え
打
。
号
。
E
昨日。ロ・司
g
-
d
z
w
F
m
g巳

g
g
F
E
q
。
Z
冨
a
E民口問
dHO色。同可
w
S∞C
目。ユ一口
¥
Zゆ巧

J

問
。
畏
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
こ
の
点
も
終
末
論
と
対
応
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
終
末
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
け
る
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

(
日
)
開
口

-aw〈
拘
戸

n
E
1
c
p
m
S
0・
HHN

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
国
S
S
F
2
r寄
い
げ
gzm-o
包

ω
の
g
E
Z
5宮
古
町
志
野
・
口
町
〈
2
5宮
古
口
問

g
ロ
の
。
R
S品
詞
岳
山
BHJdFd司
q
r
g
E

d--wF
回

q
E
S∞P
K
F門

E
g
d
g
R
F
R
d
g
o
z。
目
。
唱
え

E
C
-
d
-
-
w
F
C民。
E

S誌
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
四
)
同
門
戸
・

ωNO

(

四

)

凶

mH0・

(却

)mwm
凶。・ω一志

(幻

)
m
5
0・
ωNOR
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
基
本
的
な
命
題
で
あ
る
。

(
辺
)
そ
れ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
神
は
神
で
あ
る
が
故
に
創
造
的
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
必
然
性
に
つ
い
て
の
問
い
を
措

定
す
る
意
味
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
凶
印
。
・

(M)
何
回

ω0・
ωNH

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
冨
肉
付
わ
・
吋
生
。
F
E己
d
毘
岳
-
d
5
0
F
h
t
s
。
目
。
S
E
ュZ
E
包
8
5∞
吋
を
参
照
の
こ
と
。

(Mm)mwmH0・
ωNω

(

幻

)

何

回

mH0・
ωNN

(お

)moo-ωNω
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(
お
)

aaO. 

(宕)
aaO. 

(
M
)
 

~J E
;
'
.
t
n
~
~
や
ユ
ド
当
事
纏
「
。
〈
む
弐
・

1ト
ヤ
b
ト
ム

J
~
B
1
K
伸
縄
右
指
定
都
栴
お
E
;
'
~
ミ
ト

J
I
i
て
ひ
弐
・
!
ト
ヤ

b
トム

J
患
駅
C
¥
l
d
]

(
副
都
盤
-
K
都
召
援

制
)
'

Klaus-Dieter N
o
r
e
n
b
e
r
g，

 
A
nalogia Imaginis. D

e
r
 Symbolbegri

旺
in

der T
heologie Paul Tillichs. Guthersloh 1966

会
嶋
監
e

N
山

um

リ
ベ

j。

(~) 
aaO. 

(
お
)

a
a
O
.
3
2
4
 

(活)
け
な
暖
~
や
ニ
γ

母
子
。
ュ
~
，
ト
ヤ

τト
ト
ム

J
E;'

1{[[1f[，..1J明姫J
，
.
.
1
J
二
小
~
~
理
~
\
'
ユ
ド
~
L. 

William R
o
w
e，

 
A
nalytical 

Philosophy and 

Tillich's V
i
e
w
 o
n
 F
r
e
e
d
o
m
，
 in: 

Gert H
u
m
m
e
l
 (hsg.)

，
 Go
d
 a
n
d
 B
e
i
n
g
/
G
o
t
t
 u
n
d
 Sein. T

h
e
 P
r
o
b
l
e
m
 of O

n
t
o
l
o
g
y
 in 

der 

philosophical τbeology of Paul TIllich/Das P
r
o
b
l
e
m
 der Ontologie in 

der philosophischen T
h
eologie Paul Tillichs. Berlin 1991 

る
ほ
~
~
崎
的
。

(g;s) 
~J E;'.tn~iミ

1ト
ヤ
b
ト
ム

J
，
.
.
1
J
，
ト
ャ
入
時
ー
弐
~
・
l
\
~
て
~
，
.
.
1
J
E
;
'
~
~
E
;
'
縄
串
E
;
'
~
.
t
n
~
~
~
♀
心

F
トJ

E;'岨~~
\'ユド~~~iIli主..--J'V"縄

υ
!{ð

~ J
心

~
-
F
!
{
ð
。

(
お
)
幻
'
2
.40

(お)
aaO. 

(~) 
aa
O.
41 

(~) 
a
a
O
.
4
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(~) 
aaO. 

(
弓
)

a
a
O
.
5
4
 

(句)
aaO. 

(
等
)
釘
'
3
.377

(事)
~J E;'.tn~ ~

~
~
却
で
ど

F関
心

F
縫
根
纏
~
I
議
官
直
主
将
」
竃
烈
纏
，
.
.
1
J
殺
迫
-
F
!
{
ð
。

(笥)
aaO. 



(必

)
g
‘。
・

h
p
m
w
吋

(
U
)
M
5
0・
伝
道

(必
)
m
w
m
W
0

・

AFNω
同・

(

羽

)

釦
m
H
0

・AFNAF

(印
)
m
w
m

戸。・印(
)
C

(日
)
m
w
m
O

・印()AF

(臼
)
m
w
m凶
(
)
・

(日
)
ω
州

W

0

・

(日
)
ω
ω

。・

(日
)
m
w
m
W
0
・
日
ω
H

(
日
)
叫
ロ
・
主
∞

(
幻
)
同

-
z
o
E
F
F
国
志
摩
巳
司
5
z
m
z
g品
。
ロ
豆
諸
山
g
-
f
o
g
-註
SEd---岳
ぱ

d
M
g
z
m
F
E一
司
話
回
。
。
]
。
句
。
石
山
口
二
回
目
。

F
a
-
g
n・巧
・

問。

m
-
a
g品
開
・

4
『
・
回

BE--w(Hd昂巴-可)肖『常山可で『二A
)

(
窃
拐
)
、
斗H吋吋，J
一3耳司2耳阿吋，J
.
N
H口吋

(

印

)

州

w
m
H
0

・
N
S

(
ω
)
m
w何回
0
・
N
N
H

(

臼

)

岱

m
W
0

・N
N
N

(
臼
)
ニ

1
パ
l
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
が
「
き
わ
め
て
強
度
な
聖
書
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
」
(
吋

E
，
問
。
)
こ
と
を
認
め
て
は
い
る
が
、
「
そ
の
思

想
は
彼
本
来
の
存
在
論
的
な
思
弁
に
強
く
色
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
」

(
S
C
)

と
い
う
。
そ
の
上
で
彼
は
以
下
の
よ
う
に
テ
ィ
リ

ツ
ヒ
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
生
の
ド
ラ
マ
」
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
言
う
よ
う
に
「
本
質
と
実
存
」
の
両
極
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
「
そ
れ
が
演
じ
ら
れ
る
時
間
や
永
遠
の
舞
台
と
同
一
で
も
な
い
」
。
「
こ
の
、
ド
ラ
マ
に
は
自
由
と
と
も
に
宿
命
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
運
命
は

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
連
関
、
そ
し
て
並
行
性
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
た
だ
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
(
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
言
う
よ
う
に
)
存
在
論
的
な
構
造
に
よ
っ
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
や
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意
識
、
ま
た
自
己
の
罪
や
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
が
罪
か
ら
救
わ
れ
る
愛
の
思
寵
と
い
っ
た
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
は
、
た
だ
、
ド
ラ
マ
的
ー
ポ
エ
テ
ィ

ッ
ク
な
形
式
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
は
、
ド
ラ
マ
は

存
在
論
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
」

(
g
C
)
の
み
で
あ
る
。

(臼

)
E
E
d
E
P
F
1
a
z
E
5
.胃
2
0
t
g
g
B
hユ
片
付

-
ω
F
E一
叶
一
司

ωω
∞
'
g
p
品。
5
・
H
U
-
Z
E
Z
O
U
5号
ロ

2
E
5
え
関
口
。
三
a
m
o
L
R

同
巴
ロ
}
5
5
Z目。
σ己
戸
田
町
問
。
ロ
尚
一
oロ
タ
印
。
己
目
凶
f
oロ弘司。-昨日。
mLHdH5cmF同

wH，FO
巴
σEH.可
。
同
ピ
〈
山
口
問
叶
『
命
。
zmM『
戸
。
p
n・
国
・
問
。
mrM可

ωロ門日間・

4司・回
E
S
-
-
L
g
p
g
ム
ω
(
以
下
問
Z
ロ
と
略
す
)
、
島
0
2・w
ω
E
S与
の
5
2
E
F⑦
H
4
5。
-
。
唱
え

F
E
Z
-
ι
z
-与
ロ
F
F
E一
国
民
。
E
同-

U
ロ品。
P
同
色
ロ
『
。
E
z
-。
σロ『吋一〉'同】吋。日
}Foz。
J
N
包

2
E
C
Z円
H，日目。・
zmwd司
J

F

長
一
∞
gσ
ミ
H
V
B
ω
ω
L
S
N・
等
を
参
照
の
こ
と
(
以
下
∞
の
と
略

す)。

(
付
加
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ご
一
1
1

バ
1
は
依
然
と
し
て
『
本
質
か
ら
実
存
へ
の
普
遍
的
移
行
』
と
い
う
私
の
言
い
方
を
好
ま
な
い
。
私
も
そ
れ
を
よ
い
も

の
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
私
は
学
生
職
員
に
は
、
そ
の
よ
う
な
用
語
を
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
分
析
的
な
用
語
と
し
て
は
、
そ
れ
は
状
況
に
対
し
て
き
わ
め
て
適
切
で
あ
り
、
ニ

1
バ
l
が
意
味
し
て
い
る
も
の
と
変
ら
な
い
と
思
う
」

(ω
の
ω
記
・
)
と
述
べ
て
い
る
。

(
邸
)
叫
ロ
・

8

(侃

)mwm凶
C・
日
仏

(釘

)ωmH0・

(
侃
)
何
回
出

0
・

(
ω
)
S
0・

(
叩
)
叫
ロ
・
5

H

(礼

)mwmF0・

(η)
己∞

(乃
)

H

H

∞

(
丸
)
唄
吋

ω
・
印
宏

(
万
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
本
質
l
実
存
」
構
造
を
考
え
る
場
合
、

へ
l
ゲ
ル
と
の
関
係
及
び
、
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シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、



そ
の
点
に
つ
い
て
は
『
パ
ウ
ロ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
』
所
収
及
び
『
パ
ウ
ロ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
2
』
(
い
ず
れ
も
聖
学
院
大
学
出
版
会
)

名
定
道
氏
の
論
文
が
扱
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

の
北
戸
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