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ノト、

|口I

隆

正

l
lー
そ
の
信
仰
と
思
想
に
関
す
る
一
考
察
|

は
じ
め
に

正

三
谷
隆
正
(
一
八
八
九
!
一
九
四
四
)
は
、
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
上
、

隆

い
わ
ゆ
る
「
二
代
目
」
に
属
す
る
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
第
一
高
等
学
校

谷

の
学
生
時
代
、
新
渡
戸
稲
造
、
内
村
鑑
三
に
師
事
し
て
そ
の
信
仰
的
思
想
的
影
響

の
下
に
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
世
界
に
導
か
れ
、
同
門
の
塚
本
虎
二
、
藤
井
武
、
黒

崎
幸
吉
ら
と
と
も
に
「
内
村
鑑
三
を
継
承
し
た
人
々
」
の
一
人
、
「
無
教
会
二
代

目
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
公
的
生
涯
の
大
部
分
は
旧
制
高
等
学
校
の

教
師
と
し
て
法
学
、
法
哲
学
等
を
講
じ
た
が
、
そ
の
傍
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
古
典
を
初

め
と
す
る
西
洋
精
神
史
の
遺
産
へ
の
深
い
造
詣
に
支
え
ら
れ
た
、
教
養
派
的
人
生

論
と
も
い
う
べ
き
著
書
を
数
多
く
あ
ら
わ
し
、
当
代
の
人
々
、
こ
と
に
昭
和
初
期

の
知
的
青
年
層
に
深
い
精
神
的
人
格
的
感
化
を
与
え
た
。
そ
の
馨
咳
に
接
し
た
人

々
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
彼
は
決
し
て
い
わ
ゆ
る
孤
高
の
人
や
厳
格
主
義
者
で
は
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
高
生
の
こ
ろ
か
ら
級
友
の
間
で
「
群
鶏
中
の

鶴
」
と
称
さ
れ
、
そ
の
際
立
っ
て
端
麗
な
容
貌
と
清
ら
か
な
魂
か
ら
流
れ
出
る
高

鵜

裕

子

沼

貴
な
個
性
が
、
接
す
る
者
を
し
て
お
の
ず
と
深
い
畏
敬
の
念
を
抱
か
し
め
ず
に
は

(2) 

お
か
ぬ
と
い
う
人
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ニ
谷
隆
正
の
名
は
内
村
と
の
関
係
か
ら
、

一
般
に
は
無
教
会
の
群
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
同
門
の
知
友
ら
の
よ
う
に
自
ら
の
聖
書
集
会
や
個
人
誌
の

刊
行
等
に
よ
る
無
教
会
的
伝
道
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
生
涯
の
中
に
は
教
会

と
積
極
的
な
か
か
わ
り
を
も
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
ま
た
信
仰
的
立
場
に
お
い
て

も
、
内
村
の
世
界
の
核
心
で
あ
る
十
字
架
に
よ
る
罪
の
赦
し
の
信
仰
は
、
決
し
て

受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
に
と
っ
て
の
第
一
義

的
な
関
心
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
三
谷
隆
正
の
世
界
は
、
思
想
史
的
に
は

む
し
ろ
、
近
代
後
期
の
教
養
思
想
の
流
れ
に
位
置
づ
け
る
方
が
相
応
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
彼
は
大
正
期
の
知
的
青
年
層
を
と
ら
え
た
い
わ
ゆ
る
「
自
我
の
問

題
」
を
共
有
し
つ
つ
思
索
の
世
界
に
入
り
、
自
己
の
内
奥
の
凝
視
を
と
お
し
て
そ

こ
に
一
個
の
「
私
」
を
超
え
た
他
者
的
存
在
と
し
て
の
神
を
見
出
し
、
こ
の
体
験

知
を
基
盤
と
し
て
独
自
の
精
神
世
界
を
結
実
さ
せ
た
。
そ
の
本
領
は
、
西
洋
精
神

史
の
遺
産
に
養
わ
れ
つ
つ
も
教
養
主
義
に
特
有
の
知
的
観
照
の
立
場
に
と
ど
ま
る

こ
と
な
く
、
固
有
の
信
仰
的
生
の
立
場
を
確
た
る
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
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一
個
の
信
仰
主
体
と
し
て
の
彼
の
基
本
姿
勢
は
あ
く
ま
で
も
神
の
前
に
単
独
者
と

し
て
立
つ
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
他
者
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
彼
自
身
の

言
葉
で
言
え
ば
「
人
と
人
と
の
相
生
相
活
」
を
も
っ
て
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方

と
と
ら
え
て
い
た
。
ま
た
そ
の
思
想
構
築
の
基
礎
は
西
洋
精
神
史
が
培
っ
た
個
と

し
て
の
人
格
概
念
に
あ
っ
た
が
、

一
方
で
は
近
代
西
欧
的
個
人
概
念
の
も
つ
原
子

論
的
抽
象
性
を
退
け
て
、
特
に
法
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
国
家
を
歴
史
的
所

与
と
し
て
個
に
優
先
さ
せ
、
そ
の
法
へ
の
随
順
に
よ
る
自
由
と
正
義
の
実
現
を
説

い
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
三
谷
の
国
家
論
・
法
哲
学
は
純
理
論
的
ア
プ
リ
オ

リ
な
国
家
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
行
為
規
範
を
提
示
す
る

正

に
と
ど
ま
り
、
十
五
年
戦
争
下
の
国
家
主
義
に
対
す
る
批
判
力
と
し
て
機
能
す
る

(3) 

も
の
と
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
的
評
価
が
出
て
く
る
ゆ
え
ん
が
あ
っ
た
。

隆谷

し
か
し
そ
う
し
た

P

危
う
さ
d

を
内
包
し
つ
つ
も
(
あ
る
い
は
時
に
は
そ
の
故

に
)
、
三
谷
の
信
仰
と
思
想
は
、
こ
の
固
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
主
体
化

の
道
を
探
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
良
く
も
悪
し
く
も
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
関
心
か
ら
三
谷
の
世
界
を
総
体
と

し
て
検
証
し
、
そ
の
特
徴
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(4) 

本
論
に
先
立
っ
て
ま
ず
そ
の
生
涯
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。

三
谷
隆
正
は
一
八
八
九
(
明
治
一
一
一
一
)
年
二
月
六
日
、
横
浜
の
生
糸
輸
出
会
社

に
勤
務
す
る
父
宗
兵
衛
と
母
こ
う
の
長
男
と
し
て
、
神
奈
川
県
神
奈
川
青
木
村
に

生
ま
れ
た
。
弟
妹
に
隆
信
(
の
ち
侍
従
長
と
な
る
)
、

妙
子
(
山
谷
省
吾
に
嫁
す
)
、

(2) 

田
鶴
子
(
日
本
赤
十
字
社
社
長
川
西
実
三
に
嫁
す
)
ら
が
あ
り
、
異
母
姉
に
の
ち

女
子
学
院
院
長
と
な
る
民
子
が
い
た
。
小
説
家
長
谷
川
伸
は
異
父
兄
に
あ
た
り
、

そ
の
戯
曲
の
『
験
の
母
』
は
隆
正
の
母
こ
う
で
あ
る
。

隆
正
よ
り
十
六
歳
年
上
で
あ
っ
た
姉
民
子
は
弟
妹
を
キ
リ
ス
ト
教
精
神
で
教
育

し
、
隆
正
も
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
教
会
の
日
曜
学
校
に
通
い
、
中
学
は
明
治
学
院
普

通
部
に
学
ん
だ
。
弟
隆
信
に
よ
れ
ば
、
「
洗
礼
も
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
)
」

と
い
う
。
中
学
卒
業
後
、
第
一
高
等
学
校
(
英
法
)
に
進
み
、
当
時
の
校
長
新
渡

戸
稲
造
の
薫
陶
を
受
け
、
国
際
的
視
野
に
支
え
ら
れ
か
つ
人
と
人
と
の
交
わ
り
を

重
ん
じ
る
そ
の
人
生
観
を
学
び
と
っ
た
。
の
ち
に
教
育
者
の
道
を
選
ん
だ
の
も
新

渡
戸
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
級
に
真
野
毅
、
森
戸
辰
男
、
川

西
実
三
、
南
原
繁
ら
が
い
た
。

一
九

O
九
(
明
治
四
二
)
年
、
新
渡
戸
門
下
の
学

生
グ
ル
ー
プ
が
彼
の
紹
介
で
内
村
鑑
三
の
門
に
入
り
「
柏
会
」
と
称
す
る
群
を
結

成
し
、
内
村
の
聖
書
集
会
に
新
た
な
活
力
を
注
入
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
三
谷
も
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。

一
九
一

O
年
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
英
法
科
に
進
ん
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
天

性
の
資
質
に
恵
ま
れ
た
三
谷
に
と
っ
て
唯
一
の
不
幸
は
若
い
こ
ろ
か
ら
病
弱
で
あ

っ
た
こ
と
で
、
東
大
在
学
中
も
病
の
た
め
一
年
間
休
学
し
て
い
る
。

一
九
一
五

(
大
正
四
)
年
、
東
大
卒
業
と
同
時
に
第
六
高
等
学
校
の
教
授
と
な
っ
て
岡
山
に

赴
任
し
、
法
学
と
ド
イ
ツ
語
を
講
じ
た
。
こ
の
時
期
、
岡
山
の
香
山
町
教
会
(
日

本
基
督
教
会
)

の
会
員
と
な
り
、
長
老
と
し
て
奉
仕
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

九

二
三
年
一
月
九
日
、
三
四
歳
の
と
き
、
内
村
鑑
三
の
司
式
に
よ
り
児
玉
菊
代
と
結



婚
し
た
。
翌
年
三
月
に
女
児
が
誕
生
、
夫
妻
に
「
家
庭
困
撲
」
の
至
福
を
も
た
ら

し
た
が
、
生
後
わ
ず
か
三
週
間
で
死
去
し
、
妻
も
ま
た
三
か
月
後
に
そ
の
後
を
追

っ
た
。
前
後
し
て
三
谷
自
身
も
宿
病
が
再
発
し
、
妻
の
最
期
を
看
取
る
こ
と
も
、

葬
儀
に
列
す
る
こ
と
も
か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
不
幸
な
出
来
事
は
、
彼

に
生
涯
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
悲
し
み
を
与
え
た
が
、
同
時
に
か
け
が
え
の
な
い

個
の
絶
対
価
値
と
、
そ
の
個
を
愛
で
慈
し
む
神
の
愛
に
開
眼
す
る
決
定
的
な
契
機

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
九
二
六
年
三
月
、
六
高
教
授
を
辞
し
て
東
京
に
移
り
、
翌
二
七
(
昭
和
二
)

年
、
第
一
高
等
学
校
の
嘱
託
講
師
と
な
り
、
二
九
年
、
同
教
授
に
就
任
し
た
。
東

正

京
に
移
転
し
た
年
に
処
女
作
『
信
仰
の
論
理
』
を
岩
波
書
庖
よ
り
出
版
、
以
後

隆

『
国
家
哲
学
』
(
二
九
年
、
日
本
評
論
社
)
、
『
問
題
の
所
在
」
(
同
年
、

一
粒
社
)
、

谷

『
法
律
哲
学
原
理
』
(
三
五
年
、
岩
波
書
庖
)
、
『
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
』
(
三
七
年
、

三
省
堂
)
、
『
知
識
・
信
仰
・
道
徳
』
(
四
一
年
、
近
藤
書
庖
)
等
の
著
作
を
公
に

し
た
。
遺
作
と
な
っ
た
『
幸
福
論
』
は
四
四
年
三
月
、
死
去
の
翠
月
に
近
藤
書
店

よ
り
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
随
筆
等
か
ら
な
る
『
世
界
観
・
人
生
観
』
(
四

八
年
、
弟
隆
信
の
編
集
に
よ
り
近
藤
書
庖
よ
り
出
版
)
、

一
高
時
代
の
講
義
、
論

文
を
教
え
子
ら
が
編
集
し
た
『
法
と
国
家
』
(
四
九
年
、
近
藤
書
唐
)

が
あ
る
。

こ
の
間
三
九
年
に
静
岡
高
等
学
校
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
病
を
理
由
に
数
か
月
で

辞
任
し
て
い
る
。

太
平
洋
戦
争
下
の
一
九
四
二
年
、
五
四
歳
の
と
き
、
黒
崎
幸
吉
の
司
式
、
石
原

謙
夫
妻
の
媒
酌
で
森
豊
子
(
羽
仁
五
郎
の
実
妹
)
と
友
人
近
親
の
「
好
意
の
洪

水
」
(
一
一
一
谷
書
簡
よ
り
)

の
う
ち
に
再
婚
し
、
再
ぴ
平
和
な
家
庭
生
活
に
恵
ま
れ

た
が
、
間
も
な
く
病
が
改
ま
り
、
敗
戦
前
年
の
一
九
四
四
年
二
月
一
七
日
、
家
族

や
知
友
の
見
守
る
中
、
自
宅
に
お
い
て
永
眠
し
た
。

さ
き
に
の
べ
た
と
お
り
、
三
谷
に
は
専
攻
の
法
学
関
係
の
著
者
の
他
に
、
い
く

っ
か
の
教
養
的
人
生
論
と
も
い
う
べ
き
著
作
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
狭
義

の
キ
リ
ス
ト
教
書
で
は
な
い
が
、
彼
自
ら
の
人
生
体
験
と
思
索
か
ら
編
み
出
さ
れ

た
信
仰
的
著
述
で
あ
る
。
ま
ず
こ
れ
ら
を
主
な
手
が
か
り
に
、
「
自
己
凝
視
」
か

ら
「
徹
底
他
者
」
へ
と
い
う
三
谷
の
「
信
仰
の
論
理
」
、
そ
の
内
面
世
界
の
あ
り

ょ
う
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

-190-

レ
A
n
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「
今
や
、
世
を
こ
ぞ
り
て
、
自
己
に
眼
醒
め
よ
、
自
己
を
凝
視
せ
よ
と
除
は
り

っ
、
あ
る
。
今
の
世
に
、
自
己
と
か
自
分
と
か
い
ふ
言
葉
ほ
ど
、
人
気
の
あ
る
一
吉

葉
は
、
他
に
見
出
し
難
い
で
あ
ら
う
。
」

処
女
出
版
『
信
仰
の
論
理
』
(
三
谷
隆
正
全
集
第
一
巻
一
八
頁
、
以
下
全
一
・

時
と
略
記
)

の
冒
頭
に
お
い
て
三
谷
は
こ
の
よ
う
に
、
当
代
の
人
々
、
と
り
わ
け

知
的
青
年
層
を
と
ら
え
た
風
潮
に
言
及
す
る
。
だ
が
彼
ら
が
凝
視
す
る
自
己
は
、

果
た
し
て
真
の
自
己
覚
醒
に
つ
な
が
る
価
値
を
内
包
し
た
自
己
で
あ
る
の
か
。

「
そ
れ
を
私
は
問
題
に
し
た
い
」
(
全
一
・
印
)
と
彼
は
い
う
。
す
な
わ
ち
、
自
己

省
察
を
あ
ら
ゆ
る
思
索
と
実
践
の
基
盤
に
据
え
よ
う
と
す
る
当
代
の
思
潮
を
承
認

し
つ
つ
も
、
そ
の
自
己
省
察
の
姿
勢
そ
の
も
の
に
彼
自
身
の
体
験
と
思
索
の
光
を

当
て
て
こ
れ
を
と
ら
え
な
お
し
、
内
的
世
界
の
真
実
相
と
い
え
る
も
の
を
開
示
し

(3) 



ょ
う
と
し
た
の
が
三
谷
の
、
と
り
わ
け
同
書
『
信
仰
の
論
理
』

の
意
図
で
あ
っ
た
。

さ
き
の
引
用
文
に
続
け
て
彼
は
い
う
、

「
自
己
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
何
処
に
あ
る
の
か
。
我
々
が
自
分
自
身
を
凝
視

し
て
徹
底
せ
ん
と
す
る
時
、
我
々
の
見
出
す
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
個
我
を
見
と

ほ
し
、
私
に
透
徹
す
る
時
、
我
々
の
逢
著
す
る
所
の
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
」

こ
の
言
葉
は
我
々
に
、
三
谷
と
同
世
代
に
属
す
る
キ
リ
ス
ト
教
界
の
自
我
追
求

者
・
高
倉
徳
太
郎
の
、
「
自
我
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
こ
れ
を
解

(7) 

放
し
、
充
実
し
、
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
を
想
起
さ
せ

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
三
谷
に
お
け
る
自
己
凝
視
は
、
高
倉
が
な
し
た
よ
う
な
、
個

正

別
者
と
し
て
の
自
己
自
身
を
内
省
す
る
行
為
と
は
異
な
る
。
い
わ
ん
や
、
た
と
え

隆

ば
安
倍
能
成
が
、
「
我
等
は
:
:
:
む
く
む
く
と
新
た
に
起
っ
て
来
た
我
の
自
覚
の
、

谷

熱
く
し
て
抑
え
難
い
の
を
感
ず
る
有
様
で
あ
っ
た
。
我
等
は
何
と
は
し
ら
ず
偏
え

に
「
我
」
の
力
を
感
じ
た
。
そ
し
て
こ
の
力
の
感
じ
を
も
っ
て
、
向
う
見
ず
に
当

り
ち
ら
し
た
い
様
な
心
持
で
あ
っ
た
。
我
な
く
ば
人
生
も
世
界
も
な
い
、
我
を
離

れ
て
は
国
家
も
家
庭
も
何
で
も
な
い
様
に
感
じ
た
。
我
は
一
切
で
あ
る
、
我
な
く

ば
無
で
あ
る
」
と
述
懐
し
た
よ
う
な
、
生
身
の
自
己
自
身
の
情
念
に
発
す
る
我
の

自
覚
を
基
盤
と
し
た
思
索
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
三
谷
の
い
う
自
己
と

は
、
そ
れ
自
身
が
目
的
と
み
な
さ
れ
る

(
カ
ン
ト
を
想
起
さ
せ
る
)
価
値
概
念
で

あ
り
、
現
実
に
存
在
す
る
個
別
相
と
し
て
の
自
己
は
、
雑
多
な
現
実
の
内
容
が
こ

の
価
値
概
念
の
下
に
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
自
己
の
独
自
の

価
値
は
こ
の
価
値
概
念
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
単
に
そ
れ
が
他
と
異
な
る
差
別

相
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
現
に
あ
る
が
如
き
個
我
の

実
相
を
、
如
何
ほ
ど
解
剖
し
分
析
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
は
自
己
の
問
題
の
解
決
は

(4) 

出
て
来
な
い
」
(
全
一
・
お
)

の
で
あ
る
。
何
故
に
自
己
の
残
骸
に
す
ぎ
ぬ
個
我

の
現
実
相
の
み
を
凝
視
せ
よ
と
す
す
め
る
の
か
、
と
彼
は
問
う
。
こ
う
し
た
三
谷

の
批
判
が
自
然
主
義
者
流
の
執
劫
な
生
身
の
自
我
へ
の
固
執
に
向
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
彼
自
身
の
自
己
の
理
解
に
は
カ
ン
ト
の
理
想
主
義
的
人
格
概
念
の
投
影

が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
お
三
谷
自
身
に
と
っ
て
も
、
「
我

在
り
て
、
他
と
異
な
る
こ
と
は
、

一
切
の
思
索
と
実
行
と
の
出
発
点
」
(
全

山
口
)
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
わ
れ
検
索
の
対
象
と
な
る
の
は
、
普
遍
的
な
抽
象

概
念
と
し
て
の
人
格
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
彼
自
身
の
内
部
に

確
か
な
手
応
え
を
も
っ
実
在
と
し
て
の
自
己
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
の
自
己
を
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
思
索
的
営
為
で
は
な

く
、
自
ら
の
魂
の
内
奥
に
目
を
向
け
、
こ
れ
を
内
省
す
る
と
い
う
宗
教
体
験
的
営

み
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
営
為
は
又
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自

ら
の
独
価
値
の
源
泉
、
自
ら
の
存
在
の
究
極
的
根
拠
を
問
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る

で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
う
し
た
自
己
省
察
の
営
為
を
と
お
し
て
彼
が
自
己
の
魂
の
内

奥
に
見
出
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

高
倉
徳
太
郎
が
自
我
へ
の
問
い
の
極
ま
り
に
お
い
て
「
自
我
な
ら
ざ
る
絶
対
他

者
」
と
し
て
の
神
を
体
験
し
た
よ
う
に
、
三
谷
も
ま
た
そ
の
自
己
省
察
の
営
為
を

と
お
し
て
、
自
己
に
と
っ
て
の
「
或
る
「
他
者
」
」
を
見
る
。
だ
が
そ
の
探
索
の

姿
勢
と
探
索
の
結
果
見
出
さ
れ
た
世
界
と
は
、
高
倉
の
場
合
と
は
い
さ
さ
か
異
な

(9) 
る
。
人
は
す
べ
て
己
れ
に
代
る
べ
き
個
を
も
た
ぬ
「
独
自
な
る
一
人
」
で
あ
り

「
独
一
な
る
価
値
」
で
あ
る
。
し
か
し
一
歩
を
進
め
て
そ
の
内
容
を
検
索
す
る
と



き
、
そ
こ
に
は
は
た
し
て
徹
頭
徹
尾
、
自
己
の
所
有
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
か
。

そ
も
そ
も
自
己
の
出
生
そ
れ
自
身
が
、
自
己
一
個
の
独
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

自
己
の
身
体
そ
の
も
の
さ
え
、
自
己
の
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い
。
「
余
一
個
は
余

自
身
に
と
っ
て
も
謎
で
あ
る
。
」
そ
し
て
そ
う
し
た
謎
と
し
て
の
「
余
自
身
の
根

祇
」
を
彼
は
、
「
余
自
身
に
と
っ
て
も
、
知
ら
れ
ざ
る
或
る
者
」
、
「
不
思
議
な
る

或
る
力
」
、
「
或
る
「
他
者
」
」
で
あ
る
と
い
う
(
全
一
・
訂
)
。
自
己
自
身
の
根
祇

が
自
己
に
と
っ
て
も
謎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
我
一
個
の
内
容
」
は
、
そ
れ

正

に
先
立
つ
人
類
何
万
年
の
歴
史
を
と
お
し
、
幾
多
の
他
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
類
の
認
識
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
自
己
の
内
部
に
「
我
が
意

志
に
抗
す
る
或
る
他
力
」
(
同
前
)
を
体
験
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

隆

の
力
と
は
、

そ
の
前
に
、
「
我
ら
は
敬
慶
な
る
感
情
を
以
て
拝
脆
せ
ざ
る
を
え
な

ノi、
'ロー

い
」
(
阿
部
)
と
い
う
力
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
徹
底
他
者
を
神
と
し
、
そ
の
力
を

畏
怖
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
ー
!
こ
れ
が
三
谷
の
世
界
の
基
底
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
自
分
を
絶
し
て
他
な
る
も
の
」
と
し
て
の
神
と
の
出
会
い

は
、
彼
自
身
、
「
そ
こ
で
始
め
て
私
は
大
人
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
画

期
的
な
転
向
で
あ
っ
た
」
(
全
二

-
m
|
即
)
と
懐
古
し
て
い
る
よ
う
に
、
確
か

に
三
谷
の
内
的
軌
跡
に
お
い
て
信
仰
的
原
体
験
に
比
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、
「
我
は
最
早
或
る
わ
た
く
し
な
る
も
の
で
な
く
し
て
、
普
遍
的
な
る
も

の
、
私
宝
で
な
く
し
て
、
普
遍
価
で
あ
り
、
世
の
宝
で
あ
る
。
か
く
て
の
み
自
己

一
個
が
真
に
尊
い
。
そ
の
独
創
が
貴
い
」
(
全
一
・
お
)
な
ど
と
い
う
表
現
に
み

ら
れ
る
も
の
は
、
深
い
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
な
お
あ
る
種
の
普
遍
的
理

念
を
希
求
す
る
教
養
主
義
的
姿
勢
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
徹
底
他
者
の
力
に
圧
倒

さ
れ
た
者
の
個
的
な
体
験
の
世
界
が
一
層
知
実
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
他
者

の
力
に
つ
い
て
の
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

三
谷
が
自
己
の
内
奥
に
お
い
て
「
面
接
」
す
る
「
自
分
を
絶
し
て
他
な
る
者
」

と
は
彼
に
と
っ
て
、
単
に
至
高
至
善
の
者
の
内
な
る
投
影
と
し
て
言
い
尽
さ
れ
る

存
在
で
は
な
く
、
同
時
に
人
と
し
て
の
自
由
な
道
徳
的
意
志
の
活
動
を
阻
む
と
こ

ろ
の
理
不
尽
な
力
の
主
で
も
あ
っ
た
。
義
人
は
至
誠
が
必
ず
貫
か
れ
る
こ
と
を
信

じ
つ
つ
勇
躍
独
往
す
る
。
だ
が
こ
の
「
至
誠
至
純
の
躍
進
」
は
、
「
全
く
理
由
な

し
に
阻
止
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
人
間
の
理
解
力
を
以
て
し
て
は
、
理

解
し
得
る
や
う
な
理
由
な
し
に
阻
ま
れ
る
の
で
あ
る
」
。
至
誠
の
貫
徹
を
信
じ
る

者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
圧
倒
的
な
他
者
の
抵
抗
阻
止
」
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
力

で
あ
り
、
そ
の
力
の
下
に
は
「
最
も
自
由
に
し
て
溌
刺
た
る
わ
れ
」
さ
え
も
、
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「
見
る
か
げ
も
な
く
崩
れ
」

つ
い
え
去
る
。
こ
れ
こ
そ
自
己
に
と
っ
て
の
最
も

「
痛
烈
深
刻
な
る
他
者
他
力
の
体
験
」
な
の
で
あ
る

(
以
上
全
二
・
抑
l

釦
)
。
こ

こ
で
は
、
至
誠
の
貫
徹
へ
の
意
志
と
そ
れ
を
阻
止
す
る
力
と
の
対
立
措
抗
が
、

しミ

わ
ゆ
る
内
な
る
善
悪
、
霊
肉
の
葛
藤
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
す
な
わ
ち
、
至
誠
の
貫
徹
を
阻
止
す
る
力
と
は
、

い
わ
ゆ
る
霊
に
二
元
的
に

対
立
す
る
と
こ
ろ
の
肉
に
属
す
る
デ
モ
ニ
ッ
シ
ユ
な
力
で
は
な
く
、
同
じ
く
「
圧

倒
的
他
者
」
か
ら
発
す
る
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
(
あ
た
か

も
ヨ
ブ
記
の
世
界
の
よ
う
に
)
至
誠
の
貫
徹
を
促
す
力
も
そ
れ
を
妨
げ
る
力
も
共

に
「
徹
底
他
者
」
の
側
に
属
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
三
谷
に
お
け
る
「
自
己
を

絶
し
て
他
な
る
者
」
と
は
、
植
村
正
久
を
支
え
た
道
念
・
正
義
の
根
源
と
し
て
の

神
と
も
、
高
倉
徳
太
郎
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
岬
吟
す
る
自
我
を
解
放
す
る
神
と
も
異

(5) 



な
り
、

い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
分
別
を
絶
し
、
善
悪
の
彼
岸
に
立
つ
存
在
で
あ

る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
者
の
力
は
ま
さ
に
人
間
の
知
的
道
義
的
判

断
を
絶
す
る
が
故
に
「
圧
倒
的
な
他
者
」
の
力
と
し
て
迫
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
他
力
」
と
は
、
語
の
慣
用
の
意
味
に
従
え
ば
、
自
己
救
済
を
め
ざ

す
者
が
己
れ
を
捨
て
て
絶
対
帰
投
す
べ
き
他
者
の
力
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な

意
味
で
の
他
力
は
、
決
し
て
人
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
永
遠
や
至
高
に
導
く
力
で
は
あ

り
得
な
い
。
で
は
そ
う
し
た
い
わ
ば
理
不
尽
な
力
の
下
に
置
か
れ
た
個
に
と
っ
て
、

自
己
に
徹
し
、
理
想
の
自
己
を
実
現
す
る
道
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
探
ら
れ
た
の

治、

正

自
己
を
凝
視
す
る
個
に
と
っ
て
、
こ
の
圧
倒
的
他
者
の
力
を
体
験
す
る
こ
と
は
、

隆

「
最
も
深
刻
な
る
抵
抗
の
経
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
又
最
も
強
烈
に
斯
の
抵
抗
す

谷

る
者
の
実
在
と
実
力
と
を
思
い
知
ら
し
め
」
(
全
二

-m)
ら
れ
る
経
験
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
実
在
と
そ
の
力
と
は
、
自
己
の
全
存
在
を
圧
す
る
力
と
し
て
人
を
戦

懐
さ
せ
る
。
自
己
は
そ
の
力
の
前
に
己
れ
の
無
力
を
悟
り
、
す
べ
て
を
投
げ
打
つ

て
こ
れ
に
畏
服
す
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
理
不
尽
な
力
の
前
に
投
げ

出
さ
れ
た
自
己
は
、
決
し
て
為
す
す
べ
も
な
く
立
ち
諌
む
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

よ
う
な
他
者
の
力
を
体
験
し
た
者
は
、
か
え
っ
て
自
己
の
思
慮
や
工
夫
に
よ
ら
ず
、

他
者
の
側
か
ら
の
偉
力
に
牽
引
さ
れ
て
生
き
る
者
と
な
る
。
そ
う
し
た
生
の
極
致

を
三
谷
は
、
イ
エ
ス
そ
の
人
の
生
涯
、
と
り
わ
け
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
か
ら
十
字
架
に
至

る
最
後
の
足
跡
の
中
に
み
る
。

「
彼
(
イ
エ
ス
)
自
身
は
能
ふ
べ
く
ん
ば
此
苦
き
杯
を
免
れ
度
い
と
願
っ
た
。

然
し
神
の
意
志
は
十
字
架
に
あ
っ
た
。
故
に
彼
は
神
の
意
志
に
従
っ
て
十
字
架
に

上
っ
た
。
そ
の
一
生
を
通
じ
て
イ
エ
ス
は
神
に
強
ひ
ら
れ
た
る
人
で
あ
っ
た
。
彼

(6) 

は
神
の
側
よ
り
不
可
抗
の
偉
力
の
彼
を
牽
く
こ
と
を
感
じ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
不

可
抗
の
他
力
に
充
た
さ
る
、
の
感
を
経
験
し
た
。
」
(
全
一
・
臼
)

か
く
イ
エ
ス
は
他
力
の
牽
引
に
自
ら
を
任
せ
切
る
こ
と
に
お
い
て
神
意
そ
の
も

の
を
具
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
学
問
や
芸
術
の

世
界
に
お
い
て
も
、
偉
大
と
い
わ
れ
る
仕
事
は
す
べ
て
、
「
此
他
力
の
強
大
な
る

牽
引
を
感
じ
、
そ
れ
に
ひ
か
れ
て
そ
の
他
力
の
衷
に
自
力
を
没
し
得
た
る
人
」

(
全
一
・
臼
)
に
よ
っ
て
の
み
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
、

真
に
徹
底
他
者
を
体
験
し
た
者
に
の
み
聞
か
れ
る
、
究
極
の
生
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
至
誠
の
貫
徹
を
阻
止
す
る
も
の
を
も
含
む
「
圧
倒
的
他
者
」
の
力
は
ま
た
、

三
谷
に
と
っ
て
神
の
愛
を
開
示
す
る
力
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
消
息
は
次
の
よ
う
に
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表
白
さ
れ
る
。

「
然
し
何
故
か
さ
う
し
た
経
験
が
人
を
ほ
ん
た
う
に
強
く
す
る
。
深
刻
に
自
己

よ
り
も
大
な
る
者
に
立
脚
せ
し
め
る
。
手
痛
く
神
に
投
げ
放
た
れ
打
ち
す
え
ら
れ

て
、
人
は
始
め
て
絶
対
的
に
神
の
愛
護
を
信
じ
、
徹
底
的
無
条
件
的
に
神
意
に
服

従
す
る
や
う
に
な
る
。
」
(
全
二
・
犯

i
m
)

こ
こ
に
苦
難
の
意
義
が
あ
る
、
と
彼
は
い
う
。
こ
こ
で
は
究
極
的
実
在
者
の
愛

は
、
も
ろ
も
ろ
の
苦
境
や
自
己
の
非
力
に
た
い
す
る
苦
闘
か
ら
自
己
を
救
い
出
す

力
の
中
に
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
自
己
の
非
力
を
知
ら
し
め
自
己
を
徹
底
的
に
打

ち
砕
く
力
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
切
の
私
を
絶
し
て

働
く
も
の
の
力
は
、
信
仰
主
体
の
側
に
、
あ
ら
ゆ
る
私
的
な
契
機
を
捨
て
去
る
姿

勢
を
求
め
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
愛
に
真
に
応
じ
得
る
生
き



方
と
は
、
実
践
的
に
は
「
私
」
の
放
棄
、
「
棄
私
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
愛

と
自
己
と
は
到
底
両
立
し
な
い
。
愛
を
選
ぶ
か
自
己
を
建
て
る
か
。
そ
の
い
づ
れ

か
一
つ
を
択
ん
で
、
他
を
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
全
一
・
却
)

「
げ
に
愛
へ
の
第
一
歩
は
私
を
捨
て
る
事
で
あ
る
。
」
(
同
前
)

の
で
あ
る
。

し
か
し
彼
の
い
う
棄
私
と
は
単
に
我
執
を
捨
て
る
こ
と
で
は
な
い
。
他
者
へ
の

愛
も
ま
た
、
他
者
の
「
私
」

へ
の
固
執
、
そ
れ
へ
の
奉
仕
で
あ
る
限
り
、
「
徹
底

的
に
己
れ
を
絶
し
た
る
も
の
」
へ
の
愛
と
は
な
り
得
な
い
。
「
愛
は
愛
せ
ん
と
す

る
者
の
自
己
を
棄
つ
る
事
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
愛
せ
ら
れ
ん
と
す
る
者
に

於
て
も
、
そ
の
自
己
に
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
口
」
(
全
一
・
必
|

正

川
町
)
人
は
自
己
を
と
り
ま
く
あ
ら
ゆ
る
「
己
」
と
い
う
障
壁
を
倒
し
た
の
ち
に
、

隆

初
め
て
愛
を
も
っ
て
他
者
に
接
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

谷

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
愛
は
当
然
、
「
感
情
の
問
題
」
で
は
な
く
「
意
志
」

で
あ
る
。
彼
は
、
イ
エ
ス
の
説
く
愛
を
さ
え
単
な
る
感
傷
、
情
緒
の
レ
ベ
ル
で
受

け
と
め
る
「
多
く
の
基
督
者
」
が
い
る
と
難
じ
つ
つ
、
愛
の
根
本
で
あ
る
棄
私
は

「
敢
て
冒
し
て
一
己
を
す
て
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
敢
為
で
あ
り
、
断
行
で
あ
り
、

冒
険
で
あ
る
」
(
全
一
・
印
)

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
愛
の
理
解
に
、

カ
ン
ト
的

な
厳
格
主
義
の
反
映
を
読
み
と
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
の
主
張
が
単

な
る
カ
ン
ト
倫
理
学
の
人
生
論
的
な
言
い
代
え
に
過
、
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
た
と

え
カ
ン
ト
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
心
の
深
み
に
お
い
て
体
認
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
最
初
の
結
婚
生
活
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う

な
率
直
な
述
懐
か
ら
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
生
来
病
弱
で
あ
っ
た
一
一
一

谷
は
一
大
決
心
を
も
っ
て
結
婚
を
「
敢
行
」
し
た
が
、
彼
が
か
ね
て
結
婚
生
活
に

期
待
し
た
も
の
は
、
「
妻
と
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
自
己
を
神
と
人
と
の
前
に
献
上

す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
結
婚
に
よ
っ
て
「
従
来
よ
り
も
一
層
濃
や
か
に
隣
人
達
を

か
へ
り
み
る
や
う
に
な
れ
る
つ
も
り
」
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
現
実
は
彼
の
予
想

に
反
し
、
結
婚
に
よ
っ
て
自
ら
の
す
べ
て
の
愛
が
「
或
る
一
人
」
に
よ
っ
て
占
領

さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
、
ユ
事
実
が
彼
を
狼
狽
さ
せ
た
。
現
実
の
結
婚
生
活
は
彼
に

と
っ
て
、
棄
私
の
敢
行
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
我
執
を
深
化
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
は
ナ
イ
l
ヴ
な
三
谷
の
心
に
は
「
容
易
な
ら
ぬ
痛

棒
」
、
「
痛
烈
な
る
幻
滅
」
(
以
上
、
全
二
・
即

l
m
)
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

伊
藤
整
は
絶
対
者
不
在
の
精
神
的
土
壌
に
お
け
る
愛
の
虚
偽
性
を
別
扶
し
、
わ

れ
わ
れ
日
本
人
は
「
他
者
を
自
己
と
同
一
視
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
、
あ
り
得
な

い
こ
と
へ
の
努
力
の
中
に
は
虚
偽
を
見
出
す
の
だ
」
と
の
べ
一
切
D

そ
う
で
あ
れ
ば
、
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そ
の
他
者
を
も
超
絶
し
た
「
徹
底
他
者
」
を
対
象
と
す
る
愛
の
み
に
真
実
の
愛
を

見
る
と
い
う
三
谷
の
主
張
は
、
現
実
の
日
本
に
お
い
て
い
か
な
る
浸
透
力
を
持
ち

得
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
自
己
凝
視
か
ら
徹
底
他
者
と
の
出
会
い
を
経
て

棄
私
の
敢
行
へ
と
い
う
三
谷
の
世
界
の
基
底
は
ほ
ぼ
押
さ
え
得
た
と
思
う
。
そ
こ

で
次
に
、
法
思
想
関
係
の
著
作
に
み
ら
れ
る
三
谷
の
人
倫
関
係
の
と
ら
え
方
の
考

察
に
移
り
た
い
。

以
上
の
記
述
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
谷
の
信
仰
と
思
索
の
原
点
は
神
の

前
に
独
存
す
る
個
で
あ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
、

(7) 



「
信
仰
の
道
は
独
り
旅
の
道
で
あ
る
。
神
の
前
に
は
独
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
:
:
:
信
仰
と
は
我
ら
各
自
が
独
り
と
神
と
の
関
係
に
於
い
て
、
身
親
し
く

彼
に
槌
り
ま
つ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(
全
四
・
お
)

こ
れ
は
、
そ
の
前
後
の
文
脈
に
、
「
神
の
前
に
は
団
体
は
な
い
」
と
か
、
神
信

頼
は
教
会
や
牧
師
に
代
理
と
し
て
や
っ
て
も
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
な
ど
と

あ
る
よ
う
に
、
直
接
に
は
制
度
組
織
に
依
存
す
る
信
仰
の
あ
り
方
へ
の
疑
義
と
し

て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
強
力
な
集
団
帰
属
意
識
を
持
ち
、

自
他
の
相
互
依
存
関
係
を
支
え
と
し
て
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
間
で

「
信
仰
の
道
は
独
り
旅
の
道
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
き
、
人
は
そ
こ
に
、

正

そ
う
し
た
日
本
的
人
倫
関
係
を
敢
え
て
断
ち
切
る
道
を
選
び
取
っ
た
者
の
、
あ
る

隆

種
の
自
覚
的
姿
勢
を
感
じ
と
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

谷

と
こ
ろ
で
一
方
わ
れ
わ
れ
は
、
三
谷
の
世
界
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
主
張
に
も

出
会
う
。
「
人
間
は
此
世
に
独
り
あ
る
の
で
は
な
い
、

一
人
は
他
の
千
万
人
と
相

関
連
し
つ
つ
生
き
て
い
る
、
社
会
を
離
れ
て
個
人
は
な
い
よ
(
天
達
文
子
宛
書
簡

よ
り
)
三
谷
が
「
個
人
独
存
の
生
活
と
は
仮
説
的
空
想
に
過
ぎ
な
い
」
(
全
二
・

即
)
と
し
、
人
と
人
と
が
互
い
に
自
他
を
人
格
と
し
て
尊
重
し
つ
つ
共
生
す
る
こ

と
、
三
谷
の
言
葉
で
言
え
ば
「
人
と
人
と
相
生
き
る
」
こ
と
に
人
間
存
在
の
本
来

的
な
あ
り
ょ
う
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
少
し
く
三
谷
の
世
界
を
知
る
人
々
に

は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
人
と
人
と
相
生
き
る
」
と
は
ど
の

よ
う
な
生
き
方
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の
こ
と
と
神
の
前
に
独
り
立
つ

こ
と
と
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
少

し
く
吟
味
し
て
み
た
い
。

「
人
と
人
と
相
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
主
張
は
、
主
と
し
て
法
や
国

(8) 

家
を
論
じ
た
文
章
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
『
法
と
国
家
』
第
一
部
(
講
義
)
第
一

章
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。

「
人
が
人
に
な
る
の
は
人
と
人
と
相
生
活
す
る
か
ら
で
あ
る
。

.. 

何
故
な
ら
ば
、
人
と
人
と
相
生
く
と
は
、
人
々
互
に
自
他
を
人
間
と
し
て
相
尊

び
つ
つ
生
活
す
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
若
し
生
れ
落
ち
た
る
ま
、
の
人
間
一
個
を

し
て
砿
野
に
野
獣
と
の
み
相
生
き
し
め
た
な
ら
ば
、
彼
は
長
じ
て
野
獣
ら
し
く
な

る
で
あ
ら
う
。
人
が
人
に
な
る
の
は
人
と
人
と
相
生
き
る
か
ら
で
あ
る
、
人
と
相

生
き
て
自
他
を
人
と
し
て
相
尊
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
人
と
人

と
か
く
相
生
き
る
と
こ
ろ
が
即
ち
社
会
で
あ
る
。
知
る
べ
し
、
人
の
人
ら
し
き
生

活
は
唯
社
会
生
活
の
裡
に
の
み
あ
る
こ
と
を
。
」
(
全
三
・
組
)
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す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
三
谷
に
お
け
る
自
己
の
独
価
値
の
根
源
は
カ
ン
ト
を

想
起
さ
せ
る
人
格
概
念
に
お
か
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
そ
れ
は
、
個
我
に
と
っ
て

ア
プ
リ
オ
リ
な
所
与
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
価
値
は
他
者
と
の
共
生
と

い
う
場
に
お
い
て
初
め
て
現
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
は
他
者
と
あ
る
こ
と
に
お

い
て
初
め
て
、
人
と
し
て
の
尊
貴
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
三
谷
に
お

け
る
人
間
存
在
の
真
実
相
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
う
し
た
尊
貴
性
を
認
め
あ
う
生
活

は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
求
め
ら
れ
た
の
か
。

「
ま
こ
と
に
人
が
人
と
し
て
生
き
る
時
、
一
吉
ひ
か
へ
れ
ば
人
格
的
に
生
活
す
る

時
、
そ
の
時
に
の
み
人
間
本
来
の
生
活
が
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
」
(
全
三
・

日
)
そ
し
て
三
谷
は
、
そ
う
し
た
「
人
間
本
来
の
生
活
」
を
具
体
化
す
る
場
を
法

学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
「
国
家
」
に
求
め
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
国
家
に



は
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
た
め
の
生
活
必
須

条
件
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
国
家
の
基
本
的
な
役
割
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
人
の
肉
体
的
生
命
、
其
生
活
資
料
、
並
び
に
其
生
活
地
」
(
全
三
・
お
)

と
い
う
、
人
間
生
活
に
と
っ
て
の
基
礎
的
条
件
を
成
員
に
保
障
す
る
と
い
う
機
能

で
あ
り
、
そ
れ
を
果
た
す
の
が
法
律
の
役
目
で
あ
る
口

し
か
し
な
が
ら
国
家
生
活
の
機
能
は
こ
う
し
た
現
実
的
な
生
活
条
件
の
整
備
に

尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
更
に
重
要
な
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
る

D

そ

れ
は
「
生
活
目
的
そ
れ
自
身
」
を
主
題
と
す
る
生
活
で
、
人
格
同
士
の
「
相
依
相

存
的
」
な
生
の
交
渉
は
、
現
実
問
題
の
域
を
超
え
て
そ
の
よ
う
な
側
面
に
触
れ
て

正

く
る
と
き
に
最
も
活
気
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
「
か
う
し
た
滋
刺
た
り
親

隆

密
た
る
活
交
渉
が
、
国
家
と
称
せ
ら
る
、
生
活
廓
内
に
お
い
て
、
む
し
ろ
其
核
心

ノ弘、

ロー

た
り
生
命
た
る
こ
と
を
我
ら
は
見
て
居
る
」
(
全
三
・
初
)
。
そ
し
て
三
谷
は
、
そ

う
し
た
意
味
で
の
国
家
を
論
ず
る
こ
と
が
狭
義
の
国
家
学
に
は
収
ま
り
き
れ
ぬ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
あ
え
て
自
ら
の
国
家
論
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
な
目
的
共
同
体
的
国
家
観
に
も
と
づ
く
国
家
像
を
彼
自
身
の
信
の
立
場
か
ら
提

示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

国
家
の
本
質
に
つ
い
て
三
谷
は
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
国
家
と
は
人
格
と
人
格

と
相
生
き
相
営
み
出
づ
る
生
活
の
名
で
あ
る
。
我
ら
が
国
家
を
生
き
出
で
る
の
で

あ
る
。
故
に
国
家
の
根
祇
は
生
き
営
む
こ
と
で
あ
る
:
:
:
故
に
国
家
に
関
す
る
根

祇
的
問
題
は
人
格
的
活
動
の
問
題
で
あ
る
」
(
全
三
・
訂
)
。
国
家
が
人
格
の
共
生

に
よ
っ
て
生
き
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
家
秩
序
の
問
題
は
そ

の
ま
ま
倫
理
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
法
も
ま
た
、
道
徳
と
同
じ
く
規

範
的
性
格
を
帯
び
た
も
の
と
な
る
。
法
は
単
に
分
離
を
本
質
と
す
る
個
を
権
力
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
た
め
の
手
だ
て
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
礎
は
正
義

へ
の
意
志
に
あ
り
、
主
体
の
自
由
に
も
と
づ
く
道
守
に
よ
っ
て
初
め
て
生
き
た
も

の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
人
格
同
士
の
相
依
相
生
を
真
に
実
質
化
す

る
た
め
に
は
、
各
人
各
様
の
判
断
を
許
容
す
る
道
徳
の
み
に
依
存
し
て
は
、
社
会

生
活
の
実
際
は
具
体
的
な
統
一
を
欠
い
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
社
会
生

活
が
真
に
人
格
の
共
生
と
し
て
の
実
を
あ
げ
得
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
具
体

的
統
一
の
実
質
を
定
め
、
そ
れ
が
形
に
お
い
て
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

を
な
す
の
が
法
の
役
割
で
あ
る
口
「
人
と
人
と
の
自
由
な
る
生
活
の
現
実
な
る
実

現
は
、
法
の
実
現
に
よ
っ
て
の
み
具
体
的
な
る
を
得
る
。
自
由
は
法
を
倹
っ
て
後

は
じ
め
て
具
体
的
に
実
施
せ
ら
れ
得
る
」
(
全
三

-m)
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の
で
あ
る
。

ま
た
三
谷
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
個
人
の
尊
貴
性
、
人
格
の
尊
重
と
い
う
公

理
を
社
会
組
織
の
根
抵
に
据
え
た
こ
と
を
功
績
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
基
盤
で
あ

る
「
我
」
の
内
容
を
問
題
に
す
る
。
西
欧
近
代
が
重
ん
じ
る
「
我
」
は
、
彼
に
よ

れ
ば
「
一
個
の
私
」
に
過
ぎ
ず
、
「
故
に
近
代
的
と
は
屡
々
主
我
的
と
い
ふ
に
等

し
い
」
。
そ
の
よ
う
に
論
じ
つ
つ
三
谷
は
、
そ
う
し
た
個
我
を
基
盤
と
す
る
西
欧

近
代
の
社
会
観
を
「
原
子
論
的
社
会
観
」
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
。
ル
ソ

i
や
ホ
ッ

ブ
ス
ら
の
社
会
契
約
説
は
、
国
家
生
活
の
根
祇
に
規
範
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
点
に
大
な
る
功
績
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
社
会
契
約
説
の
前
提
し
た
る

自
我
は
自
億
な
自
我
で
あ
っ
た
。
故
に
そ
れ
は
契
約
に
よ
っ
て
自
己
を
拘
束
し
な

が
ら
、
又
い
つ
で
も
其
拘
束
を
破
り
棄
て
兼
ね
ま
じ
き
自
我
で
あ
っ
た
。
此
処
に

凡
て
の
社
会
契
約
説
の
弱
点
が
あ
る
」
(
以
上
全
三
・
側
、
問
)

(9) 

の
で
あ
る
。
す



で
に
み
た
よ
う
に
人
格
の
共
生
に
人
間
存
在
の
実
相
を
み
る
三
谷
に
と
っ
て
は
、

分
離
を
本
質
と
す
る
個
は
い
か
な
る
意
味
で
も
社
会
的
結
合
の
基
盤
と
は
な
り
え

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
三
谷
に
お
い
て
社
会
的
団
結
の
究
極
的
な
原
理
は

ど
こ
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
、
国
家
を
究
極
的
に
基
礎

づ
け
る
も
の
と
し
て
据
え
ら
れ
た
の
が
彼
の
「
信
仰
の
論
理
」
で
あ
っ
た
。

国
家
問
題
が
直
ち
に
倫
理
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
倫
秩
序
を
基
礎
づ
け

る
「
権
威
」
そ
の
も
の
の
質
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
現
実
の
国
家

の
成
員
で
あ
る
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
「
個
性
価
」
を
も
っ
人
格
で
あ
り
、
従
っ
て
各

人
の
立
て
る
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
人

正

間
的
権
威
に
よ
っ
て
規
制
し
、
画
一
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

隆

し
か
し
な
が
ら
、
「
若
し
人
に
あ
ら
ず
し
て
、
而
も
人
類
の
す
べ
て
を
支
配
す
べ

谷

き
目
的
意
志
者
が
あ
り
、
斯
る
意
志
者
が
人
生
の
目
的
の
究
極
の
確
立
者
で
あ
る

と
す
れ
ば
」
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
神
に
於
い
て
人
生
目
的
の
解
決
を
見
出
す

と
す
れ
ば
」
ど
う
か
。
そ
こ
に
お
い
て
各
自
は
も
は
や
独
自
の
意
志
を
自
由
に
生

き
る
個
我
で
は
な
く
、
「
徹
底
他
者
」
の
牽
引
力
の
下
に
そ
の
聖
目
的
に
服
従
す

る
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
「
た
ダ
神
意
に
於
い
て
徹
底
的
に
超
個
人
的
な
る

権
威
を
見
出
し
、
こ
の
権
威
の
客
観
的
規
制
に
服
す
べ
く
神
に
強
要
せ
ら
る
、
時

に
於
い
て
の
み
、
:
:
:
そ
の
時
に
の
み
堅
固
不
動
の
国
が
確
立
す
る
」
。
個
我
中

心
主
義
と
原
子
論
と
を
完
全
に
克
服
し
得
る
究
極
の
結
合
原
理
は
、
そ
の
よ
う
な

「
神
の
国
の
結
び
」
に
の
み
求
め
ら
れ
る
。
人
格
同
士
の
真
に
自
由
な
相
依
相
存

の
生
活
は
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
か
く
し
て
「
国
家
の
究
極
の
基

礎
づ
け
は
宗
教
に
於
い
て
の
み
全
き
を
得
る
」
(
以
上
全
三
・
ロ

l
ω
)
こ
と
と

(ロ)

な
る
の
で
あ
る
。

、‘，，ノハU
唱
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〆，z
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さ
て
三
谷
が
構
想
し
た
こ
の
よ
う
な
目
的
共
同
体
の
、

い
わ
ば
イ
デ
ア
と
も
い

う
べ
き
原
風
景
は
、
彼
が
法
学
と
と
も
に
そ
の
研
究
に
打
ち
込
ん
だ
ア
ウ
グ
ス
チ

ヌ
ス
の
「
神
の
国
」
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
そ
の
著
『
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ

ス
』
に
お
い
て
、
『
神
の
国
』

の
一
節
、
「
人
は
一
人
に
造
ら
れ
た
れ
ど
一
人
の

ま
、
に
置
か
れ
た
ら
ず
、
人
間
ほ
ど
そ
の
惇
徳
の
故
に
不
和
に
し
て
、
そ
の
天
性

に
於
て
社
交
的
な
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
い
う
、
「
神
の
都
に

於
て
も
人
は
孤
独
に
神
と
の
み
相
対
す
る
の
で
は
な
く
て
人
と
人
と
神
の
も
と
に

国
を
な
し
て
相
生
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
天
上
に
於
て
も
社
会
的
生
活
者
な
の

で
あ
る
」
(
全
一
・
釦
、

m)。

三
谷
が
自
ら
の
国
家
観
に
託
し
た
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
究
極
の
理
念
的
結
合
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を
め
ざ
す
行
程
と
し
て
現
実
の
国
家
を
と
ら
え
か
え
し
、
か
っ
そ
の
意
義
を
肯
定

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
神
の
国
の
た
め
の
道

場
と
し
て
の
み
初
め
て
地
の
国
の
意
義
を
深
刻
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
地

上
現
世
の
人
間
生
活
は
そ
れ
自
体
と
し
て
究
極
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。

地
を
超
え
現
世
を
超
ゆ
る
生
命
の
故
に
、
そ
れ
へ
の
備
へ
と
し
て
の
意
義
に
ょ
っ

て
初
め
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
義
づ
け
は
深
遠
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
地
上
生
活
は
地
上
以
上
の
根
拠
と
目
的
と
を
与
へ
ら
れ
る
」
(
全
二
・

加
)
の
で
あ
る
。
だ
が
三
谷
の
構
想
す
る
よ
う
な
神
の
国
の
結
合
は
、
彼
の
い
う

「
徹
底
棄
私
」
を
具
現
し
た
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
境
位
を
め
ざ
す
行
程

に
あ
る
個
を
構
成
単
位
と
す
る
集
団
に
お
い
て
の
み
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
現
実

に
は
そ
の
よ
う
な
結
合
の
実
現
は
、
た
だ
無
限
の
彼
方
に
期
待
さ
れ
る
に
過
ぎ
な



い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
教
会
の
よ
う
な
信
仰
共
同
体
を
導
く
理
念
と
し

て
は
有
効
性
を
も
っ
と
し
て
も
、
理
念
的
な
も
の
へ
の
棄
私
の
服
従
に
よ
る
結
合

を
現
実
の
国
家
の
上
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
三
谷
自
身
も
危
慎
す
る
よ
う
に
、
か

え
っ
て
国
家
を
し
て
反
自
由
主
義
的
な
宗
教
的
権
力
国
家
に
陥
れ
る
危
険
を
は
ら

む
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
危
う
さ
は
事
実
、
現
実
の
国
家
と
そ
の
法
を
め
ぐ
る
三
谷
自
身
の
理

解
に
も
内
在
し
て
い
た
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
人
格
同
士
の
自
由
な
相
依
相
存
的

生
活
は
、
道
徳
と
と
も
に
、
法
の
道
守
に
よ
っ
て
初
め
て
具
体
的
に
実
現
す
る
と

さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
そ
の
法
律
が
予
想
す
る
人
間
と
は
、
「
常
に
必
ず
何
時
代
何

正

国
乃
至
何
民
族
に
属
す
る
所
の
此
某
彼
某
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
な
る
没
歴
史
的

隆

没
個
性
的
人
間
類
に
属
す
る
一
個
体
で
は
な
い
」
(
全
三
・
瑚
)
。
そ
れ
は
、
「
抽

谷

象
的
に
考
へ
ら
れ
た
る
個
人
と
其
没
歴
史
的
な
る
集
合
で
は
な
く
て
、
現
実
な
る

歴
史
的
社
会
環
境
の
裡
に
棲
息
す
る
個
性
的
個
人
と
、
こ
の
個
人
に
よ
っ
て
営
ま

れ
つ
、
あ
る
歴
史
的
社
会
」
(
同
瑚
)
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の

法
の
実
践
の
場
と
し
て
最
高
位
の
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
国
家
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
国
家
生
活
の
実
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
性
や
民
族
性
を
離
れ
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
日
本
の
国
法
に
お
い
て
「
最
大
の
公
価
値
」
を

要
請
す
る
も
の
は
、
「
太
古
よ
り
現
在
に
及
び
て
変
ら
ざ
る
此
国
の
歴
史
的
同
一

性
」
(
岡
山
州
)

で
あ
る
。
日
本
の
刑
法
に
お
い
て
大
逆
罪
や
朝
憲
素
乱
罪
が
犯
罪

の
首
位
に
置
か
れ
る
の
は
、
そ
の
歴
史
的
同
一
性
を
危
う
く
す
る
も
の
は
国
法
に

と
っ
て
の
最
大
の
公
敵
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

国
家
に
つ
い
て
の
三
谷
の
基
本
的
見
解
は
、
全
体
を
も
っ
て
個
に
優
先
さ
せ
る

全
体
中
心
的
な
国
家
観
に
あ
っ
た
。
「
国
家
は
そ
の
存
在
に
於
て
各
個
に
優
先
す

る
存
在
で
あ
る
。
個
先
づ
在
り
て
然
る
後
こ
の
個
が
集
ま
っ
て
国
家
を
成
す
の
で

は
な
い
。
国
家
先
づ
あ
り
、
然
る
後
こ
の
国
家
の
成
員
た
る
各
個
が
あ
る
の
で
あ

る
。
即
ち
国
家
に
関
す
る
限
り
、
全
部
は
先
に
し
て
部
分
は
後
で
あ
る
。
国
家
は

そ
れ
自
体
に
於
て
独
立
の
歴
史
的
個
性
者
で
あ
る

(
国
体
)
。
そ
の
成
員
た
る
個

に
対
す
る
関
係
に
於
て
国
家
は
株
式
会
社
や
ク
ラ
ブ
と
全
く
異
な
る
。
」
(
全
三
・

紛
)
国
家
と
は
「
歴
史
的
個
性
的
生
命
の
主
」
で
あ
り
、
歴
史
に
お
い
て
は
そ
れ

は
「
超
個
体
的
全
体
た
る
主
体
的
生
命
」
(
全
三
・
防
)
と
し
て
個
に
先
行
し
、

部
分
と
し
て
の
個
は
こ
の
全
体
の
有
機
的
構
成
員
と
し
て
の
み
歴
史
の
う
ち
に
意

義
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
「
国
体
の
尊
貴
な
る
所
以
」
(
同
組
)
も
ま
た
そ
こ
に
由

来
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
超
個
的
全
体
と
し
て
の
国

-182-

家
に
属
す
る
個
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
全
体
へ
の
没
我
的
服
従
と
い
う
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

繰
り
返
し
言
え
ば
、
三
谷
が
そ
の
国
家
哲
学
に
お
い
て
法
に
期
待
し
た
も
の
は
、

人
と
人
と
の
自
由
な
相
依
相
存
的
生
活
の
実
現
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
右
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
国
家
が
法
を
通
し
て
そ
の
構
成
員
に
課
す
も

の
は
、
も
は
や
「
徹
底
他
者
」
の
意
志
で
も
人
類
的
普
遍
妥
当
性
を
も
っ
価
値
概

念
で
も
な
く
、
極
論
す
れ
ば
、
単
な
る
「
歴
史
的
特
殊
的
所
与
」
と
し
て
の
国
家

の
利
益
(
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
)
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
谷
の
こ
う
し
た
主
張
が
、
太
平
洋
戦
争
下
と
い
う
時
代
状

況
の
中
で
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
共
同
体

の
基
盤
と
し
て
は
「
徹
底
他
者
」
の
促
し
に
よ
っ
て
生
き
る
人
格
と
は
別
個
の
原

、、‘，ノ
t
B
i
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理
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
国
家
哲
学
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
た
、
人
格
性
の
価
値

は
国
家
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
視
点
は
、
法
と
国
家
の
現

実
に
関
す
る
場
面
で
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
言
い
か
え

れ
ば
、
「
神
の
国
」
の
庁
イ
デ
ア
H

と
現
実
の
国
家
問
題
と
を
い
か
に
結
び
つ
け

る
か
と
い
う
、
至
難
で
は
あ
る
が
そ
れ
こ
そ
が
三
谷
の
国
家
学
に
最
も
期
待
さ
れ

る
作
業
は
未
完
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

正

三
谷
は
そ
の
信
仰
著
作
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
純
粋
な
「
信
仰
の
論
理
」
を
提

隆

示
し
た
。
そ
の
「
徹
底
他
者
」
と
そ
れ
へ
の
「
棄
私
」
的
服
従
の
主
張
は
、
日
本

谷

キ
リ
ス
ト
教
史
の
上
で
も
稀
に
見
る
純
度
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
「
信
仰
の
論
理
」
の
歴
史
化
と
い
う
最
も
重
要
な
作
業
が
(
恐
ら
く
は
そ

の
あ
ま
り
の
純
粋
さ
の
故
に
)
未
完
に
終
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史

の
良
き
遺
産
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
そ
の
理
由
が
探
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
を
三
谷
の
個
性
や
教
養
主
義
に
共
通
す
る
一
種
の
庁
ひ
よ
わ
さ
。

に
帰
す
だ
け
で
は
、
そ
こ
か
ら
は
何
の
解
決
も
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
谷
に
お
け
る
「
信
仰
の
論
理
」
の
歴
史
化
が
未
完
に
終
っ
た
理
由
を
問
う
こ

と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
そ
の
最
も
基
本
的
と
思
わ
れ

る
一
点
を
あ
げ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
三
谷
の
世
界
に
お
け
る
伝
統
や
「
自
然
」
へ

の
関
心
の
欠
如
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
、
人
が
真
に
人
格
と
な
る

の
は
人
格
同
士
が
あ
い
尊
び
つ
つ
生
き
る
ゆ
え
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

人
と
人
と
の
相
依
相
存
的
生
活
は
真
空
の
中
で
営
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的

(12) 

社
会
的
現
実
の
下
で
自
然
の
制
約
の
下
に
営
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
と

人
と
の
相
生
相
活
か
ら
編
み
出
さ
れ
る
も
の
が
、
時
に
は
人
格
に
と
っ
て
負
の
価

値
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
伝
統
や
自
然
は
、
単
に
人

格
価
値
を
受
け
入
れ
る
外
的
条
件
!
器
ー
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お

い
て
人
格
価
値
が
真
に
受
肉
す
る
「
場
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
信

仰
の
論
理
」
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
新
し
い
価
値
を
そ
う
し
た
「
場
」
に
受
肉
さ

せ
る
方
向
こ
そ
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
も
し
も
先
述
の
よ

う
に
、
現
実
の
国
家
を
「
神
の
国
」
へ
の
行
程
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
家
の
現
実
は
、
彼
の
師
内
村
が
な
し
た
よ
う
に
、
絶
え
ず

「
徹
底
他
者
」
の
光
に
照
ら
し
て
問
わ
れ
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
し
か

-181-

る
に
三
谷
に
お
い
て
は
逆
に
、
歴
史
的
社
会
的
条
件
が
、
具
体
的
な
内
容
の
吟
味

を
経
ぬ
ま
ま
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
所
与
と
さ
れ
、
個
に
は
そ
の
法
の
課
す
も
の
へ

の
ひ
た
す
ら
な
服
従
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
の
所
与
の
最
高
の
も
の
が
現
実

の
国
家
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
三
谷
の
世
界
は
近
代
日
本
が
た
ど
っ
た
道
に
た
い
す

る
批
判
原
理
と
し
て
機
能
し
う
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら

戸

N

E

O

J

匂
ト
v湯

浅
泰
雄
氏
は
、
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
が
近
代
日
本
の
挫
折
と
運
命
を
共
に
し

た
こ
と
を
論
じ
た
一
書
の
中
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
近
代
国
家
の
論
理
を
超
克
し
た
立
場
に
至
り
得
る
か
」
、
言
い
か
え
れ

ば
、
「
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
道
具
と
な
ら
な
い
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
」



(M) 

と
い
う
問
い
を
提
起
さ
れ
て
い
る
。
三
谷
が
め
ざ
し
た
も
の
は
和
辻
の
よ
う
な

「
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
異
な
る
が
、
各
国
が
そ
の
歴
史
的
個
性
を
も

っ
て
世
界
歴
史
の
営
み
に
参
百
丁
す
る
こ
と
に
国
家
の
存
在
意
義
を
認
め
て
い
た
こ

と
に
お
い
て
、
和
辻
の
倫
理
学
が
め
ざ
し
た
方
向
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
と
い
う
(
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
)
課
題
の
困
難
さ
を
、

わ
れ
わ
れ
は
三
谷
の
世
界
に
も
改
め
て
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
三
谷
は
純
化
徹
底

し
た
「
信
仰
の
論
理
」
を
近
代
日
本
に
向
け
て
提
示
し
た
。
だ
が
そ
の
論
理
の
模

を
現
実
の
国
家
と
い
う
土
壌
に
打
ち
込
む
と
い
う
作
業
は
未
完
に
終
っ
た
。
そ
し

正

て
そ
の
理
由
の
最
大
の
も
の
は
、
三
谷
に
お
け
る
伝
統
と
「
自
然
」
へ
の
関
心
の

隆

欠
如
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

谷

〈
付
記
〉

お
わ
り
に
今
回
の
論
文
に
三
谷
隆
正
を
取
り
上
げ
た
機
縁
に
つ
い
て
一
言
し
た

た
め
て
お
き
た
い
。

私
が
初
め
て
通
読
し
た
三
谷
の
著
書
は
岩
波
文
庫
版
の
『
幸
福
論
』

で、

九

九
二
年
度
の
全
学
礼
拝
奨
励
担
当
者
へ
の
ね
ぎ
ら
い
と
し
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
中
に
聖
句
と
と
も
に
、
「
全
学
礼
拝
で
の
ご
奉
仕
を
心
よ
り
感
謝
し
て
」

と
書
か
れ
た
金
井
信
一
郎
先
生
の
署
名
入
り
の
紙
片
が
は
さ
ん
で
あ
っ
た
。
金
井

先
生
の
ご
退
職
を
記
念
す
る
論
集
へ
の
寄
稿
論
文
の
テ
i
マ
と
し
て
三
谷
を
選
ぶ

こ
と
を
思
い
た
っ
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
私
事
に
わ
た
る
が
、
私
の
亡
父
が
、
三
谷
が
岡
山
の

六
高
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
こ
ろ
に
同
校
の
学
生
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
知
つ

た
こ
と
に
あ
る
。
生
前
折
に
ふ
れ
て
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
父
を
最
晩

年
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
導
い
た
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
六
高
時
代
に
触
れ
た
と
い

う
カ
ン
ト
哲
学
の
、
我
流
の
人
生
論
的
転
用
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
父
に
と
つ

て
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
人
間
の
力
の
有
限
性
を
見
定
め
て
信
の
世
界
に
身
を
任

せ
る
契
機
と
な
っ
た
ら
し
い
。
理
系
の
学
生
で
あ
っ
た
父
が
実
際
に
三
谷
の
馨
咳

に
接
し
た
か
ど
う
か
は
今
と
な
っ
て
は
知
る
由
も
な
い
が
、
三
谷
に
漂
う
西
欧
的

な
教
養
主
義
の
香
り
は
、
同
じ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
過
し
た
父
も
間
違
い
な
く
吸
っ
て

あ
る
。

い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
そ
の
思
想
の
一
端
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
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A Glimpse of the Thought and Christian Faith of 

Takamasa MIT ANI 

Hiroko UNUMA 

Takamasa MITANI， a Christian thinker and a of philosopher of law in modern Japan， in-

quired into the Being which gives the u1timate basis for his seH， and found that“the Deity" as 

the Absolute Other in the depth of one's soul gives transcendental value to personality. 

On the basis of sucha spiritual experience， he sought to put this “logic of faith" into practice 

in dialy life and also tried to systematize it in his philosophy of law. Contrary to his intention， 

however， his logic of faith was finally overwhelmed by that of politicallogic of modern Japan. 

Key words; SeH， Personality， Absolute Other， Philosophy of Law， N ation， N ationalism 
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