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国
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H
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値
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竹

井

潔

は
じ
め
に

価
値
と
い
う
言
葉
は
、
特
に
実
社
会
に
お
い
て
は
経
済
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
価
値
と
は
元
来
、
経
済
学
に
お
け
る
交
換

価
値
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
価
値
は
様
々
な
領
域
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
価
値
の
概
念
は
見
田
宗
介
が
現
代
社
会
に
お
け
る

い
ろ
い
ろ
な
価
値
の
定
義
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
経
済
社
会
で
は
、

と
い
う
概
念
は
、
「
目
的
に
対
す
る
手
段
の
適
合
性
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
価
値
H

値
打
ち
」
と
捉
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
通
常
、
価
値

そ
し
て
価
値
は
、
状
況
、
立
場
、
時
間
、
場
所
な
ど
に
よ
っ

て
適
合
性
が
異
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

コ
ッ
プ
一
杯
の
水
で
も
炎
天
下
に
お
け
る
一
杯
と
、
通
常
の
一
杯
の
違
い
を
考
え
て
も
理
解
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
、
価
値
概
念
は
絶
対
的
で
は
な
く
、
主
体
と
客
体
(
対
象
)
と
の
関
係
的
な
概
念
で
あ
り
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
言

〉えヲ
Q

。
し
た
が
っ
て
、
経
済
社
会
で
は
、
相
対
的
な
値
打
ち
と
し
て
の
価
値
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
近
年
、

従
来
の
企
業
中
心
か
ら
消
費
者
中
心
へ
と
主
客
逆
転
現
象
が
起
こ
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
価
値
を
考
え
る
場
合
、
経
済
的
な
価
値
だ
け
で
は

な
く
、
た
と
え
ば
、
企
業
倫
理
や
情
報
倫
理
な
ど
、
社
会
的
・
倫
理
的
な
価
値
の
必
然
性
が
出
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
価
値
を
社
会
的
な
価
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値
へ
と
拡
大
し
て
い
く
と
、
倫
理
的
価
値
理
解
は
今
後
ま
す
ま
す
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
。

価
値
に
は
「
値
打
ち
」
な
ど
の
経
済
的
な
意
味
と
、

「
よ
い
、
尊
ぶ
」
な
ど
の
二
つ
の
意
味
合
い
が
あ
る
が
、
哲
学
的
な
価
値
論
で
は
、

624 

価
値
は

「
ト
A
山
身

C
」

の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、

H
・
R
-
ニ
!
パ

l
の
価
値
論
は
、
哲
学
的
な
価
値
論
の
流
れ
を
く
ん
だ
価
値
論
で
あ
る
。

H
・
R
-
ニ
!
パ

1
は、

一
九
世
紀
以
降
の
価
値
論
の
栄
枯
盛
衰
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
値
思
考
と
神
学
問
の
密
接
な
関
係
の
概
念
を
決
し

て
諦
め
な
か
っ
た
。
ニ

l
パ
1
は
唯
一
、
二

O
世
紀
で
残
っ
た
数
少
な
い
価
値
論
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
価
値
が
多
様
化
し
て
い
る
現
代
、

H
・
R
-
ニ
1
パ
l
は
現
実
の
諸
価
値
と
哲
学
的
・
神
学
的
な
価
値
を
洞
察
し
、
関
係
付
け
る
試
み
を
し
た
倫
理
学
者
で
あ
り
、
神
学
者
の

一
人
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、

H
・
R
-
ニ
!
バ

l
の
価
値
論
に
つ
い
て
、
特
に
価
値
の
中
心
の
概
念
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
い
。

1 

価
値
に
つ
い
て

価
値
と
は

ま
ず
、
価
値
に
つ
い
て
、
価
値
の
定
義
や
分
類
お
よ
び
歴
史
的
な
背
景
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ニ

1
パ
!
の
価
値
論
の
位
置
付
け
を

そ
こ
で
、
ま
ず
あ
ら
た
め
て
価
値
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
も
そ
も
、
価
値
と
は
元
来
「
経
済
学
に

(1) 

お
け
る
交
換
価
値
の
み
」
を
指
し
た
。
こ
の
交
換
価
値
の
媒
介
と
し
て
貨
幣
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ジ
ン
メ
ル
は
、
「
貨
幣
は
事

物
が
経
済
的
で
あ
る
限
り
は
事
物
の
普
遍
的
概
念
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
貨
幣
は
経
済
的
な
社
会
に
あ
っ
て
は
「
諸
事
物

(3) 

に
と
っ
て
の
中
心
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
貨
幣
を
中
心
と
す
る
価
値
論
は
経
済
的
な
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
価

し
て
お
き
た
い
。

値
は
様
々
な
領
域
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
価
値
論
の
一
つ
の
分
類
と
し
て
碧
海
純
一
は
経
験
科
学
的
価
値
論
と
哲
学
的
価
値
論
に
大
き
く
分



価値論の分類図1-1

(
4
)
 

け
て
い
る
(
図
1
1
1
)
。

碧海純一「事実と価値Jp.80を参考に作成

見
田
も
「
価
値
の
基
本
的
な
区
別
は
、
主

体
的
な
い
し
実
践
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
客
観

的
な
い
し
経
験
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
区
別

(5) 

で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
碧
海
の
見
解

と
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
価
値
の
定
義
に
つ
い
て
、
見
回
は

体
の
欲
求
を
満
た
す
、
客
体
の
性
能
」
と
定

義
し
て
い
る
。
碧
海
は

「
価
値
概
念
を
評
価

主
体
の
態
度
と
客
体
の
相
関
関
係
を
中
心
と

し
て
定
義
す
べ
き
で
あ
託
」
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
価
値
と
は
、
評
価
主
体
と
客
体

(
対
象
)
と
の
関
係
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と

は
理
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
主
婦
が
掃
除

機
を
買
う
場
合
、

そ
の
主
婦
と
掃
除
機
の
関

係
で
価
値
が
決
ま
っ
て
く
る
。
主
婦
の
欲
求

す
る
掃
除
機
の
条
件
(
価
格
、
性
能
な
ど
)

に
対
し
て
、
掃
除
機
が
見
合
う
か
ど
う
か
で

価
値
の
概
念
が
決
ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 「主
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掃
除
機
の
機
能
と
コ
ス
ト
の
関
係
か
ら
開
発
側
が
掃
除
機
の
価
値
を
客
観
的
に
高
め
て
も
、

そ
の
価
値
を
評
価
す
る
の
は
、
主
体
側
の
主
婦

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
価
値
は
、
客
観
的
な
要
素
と
主
観
的
な
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
吾
一
守
え
る
。
こ
の
主
体
者
側
の
主
観
的
な
価
値

626 

に
つ
い
て
、
特
に
価
値
意
識
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
が
、
価
値
意
識
に
つ
い
て
城
塚
登
は

(8) 

り
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
対
象
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
関
心
が
、
わ
れ
わ
れ
の
対
象
へ
の
関
わ
り
を
規
定
し
て

(9) 

い
る
と
き
、
対
象
に
価
値
と
い
う
属
性
が
付
与
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
価
値
意
識
は
そ
の
時
の
個
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
立
場
に

「
価
値
が
人
間
と
な
ん
ら
か
の
客
体
と
の
関
わ

よ
っ
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。

価
値
の
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
辞
書
に
よ
り
確
認
す
る
と
、

「
①
物
事
の
役
に
立
つ
性
質
・
程
度
。
値
打
ち
。
効
用
。
②
ょ
い
と
思
わ
れ
る

性
質
」
(
広
辞
苑
)
と
な
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
の

ι
σ
Z
は

来
は
天
秤
の
は
か
り
を
引
き
下
げ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
ま
た
、
口
三
は

(
叩
)

尊
敬
、

Z
D。
『
」
な
ど
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
価
値
に
は
「
値
打
ち
」
な
ど
の
経
済
的
な
意
味
と
、

「
価
値
が
あ
る
、
重
さ
が
あ
る
、

ふ
さ
わ
し
い
」
な
ど
を
意
味
す
る
が
、
元

「
①
価
格
、
価
値
、
代
価
、
同
】
ユ
の
め
②
ほ
ま
れ
、
名
誉
、
栄
誉
、

「
よ
い
」
、
あ
る
い
は

「
よ
い
、

尊
ぶ
」
な
ど
の
二
つ
の
意
味
合
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
金
子
武
蔵
は
、

(
日
)

を
混
同
し
て
い
る
。
価
値
論
が
混
乱
に
陥
る
の
は
、
け
だ
し
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
哲
学
的
な
価
値
論
で
は
、
価
値
は

(ロ)

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
価
値
に
は
経
済
的
な
意
味
と
哲
学
的
な
意
味
が
あ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
る

H
・
R
-
ニ
1
バ
l

「
価
値
論
は
事
柄
と
し
て
は
異
物
質
的
な
二
つ
の
も
の

「
ト
4m
与
パ
』
」

の
価
値
論
は
、
こ
れ
か
ら
み
る
よ
う
に
哲
学
的
な
価
値
論
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
。

哲
学
的
な
価
値
論
の
歴
史
的
な
背
景

そ
こ
で
、
ま
ず
哲
学
的
価
値
論
の
背
景
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
価
値
の
探
究
は
中
心
的
な
テ

1
マ
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
は
、
価
値
を
我
々
人
間
の
生
を
評
価
す
る
基
準
と
し
て
規
定
し
て
き
た
。
そ
れ
は



価値論の系譜

ロッツェの系譜
-新カント学派……ウィンデルパント，リッカート，ラスク等|

-現象学派…...・H ・..プレンターノ，シエーラー，ハルトマン等|

ニーチェの系譜
-実存主義者……ハイデ、ッガーやサルトル等

-精神分析学者…H ・H ・...フロイト等

表 1-1

プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
に
始
ま
り
、
「
神
」
、
カ
ン
ト
の
「
定
言
命
法
」
、

「
理
性
」
、
ダ

1
ウ
ィ
ン

主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
に
見
ら
れ
る
「
進
歩
」
、

ベ
ン
サ
ム
の
「
最
大
多
数
の
幸
福
」
な
ど
、
様
々

な
概
念
で
探
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
価
値
論
と
し
て
哲
学
分
野
に
お
け
る
姐
上
に
乗

て
は
、

一
九
世
紀
の
後
半
に
は
い
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

「
伝
統
的
な
価
値
観
の
動
揺
と
崩
聴
」
が
み
ら
れ
、
価
値
に
関
す
る
論
議
が
噴
出
し
だ
し

っ
た
の
は
、

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
価
値
論
に
は
大
局
的
に
捉
え
る
と
、
二
つ
の
対
極
す
る
中
心
点
が
み

ら
れ
た
。
そ
の
代
表
と
な
る
人
物
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
ロ
ッ
ツ
ェ
と
ニ

1
チ
ェ
の
二
人
で
あ
る
。

ニ
l
チ
ェ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
来
る
伝
統
的
価
値
体
系
に
た
い
し
て
、
ラ

デ
イ
カ
ル
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
つ
き
つ
け
た
。

ロ
ッ
ツ
ェ
は
、
自
然
科
学
の
勃
興
以
来
く

一方、

り
か
え
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
価
値
へ
の
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
を
意
図
し
、
伝
統
的
価
値
体
系
を
復

興
な
い
し
再
興
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
行
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ツ
ェ
と
ニ
!

チ
ェ
の
価
値
論
は
、
全
く
方
向
を
正
反
対
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ツ
ェ
の
系
譜
と
し
て
は
、

ウ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
、

リ
ッ
カ
ー
ト
、
ラ
ス
ク
等
の
新
カ
ン
ト
学
派
と
、
ブ
レ
ン
タ

1
ノ、

ハ
ル
ト
マ
ン
等
の
現
象
学
派
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
ニ

l
チ
ェ
の
系
譜
と
し
て
は
、

(U) 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
や
サ
ル
ト
ル
等
の
実
存
主
義
者
や
、
精
神
分
析
学
者
フ
ロ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
価
値

ー
ラ

l
、

論
の
系
譜
は
、

ロ
ッ
ツ
ェ
と
ニ

l
チ
ェ
と
い
う
互
い
に
対
立
す
る
二
つ
の
系
譜
を
中
心
に
、

ク
ス
主
義
の
系
譜
や
G
・
E
・
ム
ー
ア
を
は
じ
め
広
義
の
分
析
哲
学
の
系
譜
が
絡
み
合
っ
て
現
代

に
お
け
る
哲
学
的
価
値
論
の
状
況
に
至
っ
て
い
る
(
表
1
1
1
)
。

」
の
よ
〉
つ
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
伝
統
的
な
価
値
観
の
動
揺
と
崩
壊
」
が
起
こ
っ
た
の

シ
エ

マ
ノレ

H. R. Niebuhrの価値論627 



は
、
西
欧
的
合
理
性
、
実
証
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
「
脱
呪
術
化
」
が
背
景
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
も
と
づ
く
伝
統
的
価
値
観
に
お

い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
動
は
意
味
や
価
値
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
や
価
値
と
い
っ
た
も
の
を
、
実

628 

証
的
な
諸
科
学
は
、
対
象
か
ら
分
離
さ
せ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
目
で
見
え
な
い
も
の
で
は
な
く
、
目
に
見
え
る
も
の
、
量
的
に
測
定
可
能

な
も
の
、
こ
の
よ
う
な
「
事
実
」
(
皆
民
世
。
E
B
)
が
科
学
的
で
あ
り
、
客
観
性
を
持
つ
と
主
張
さ
れ
、
意
味
や
価
値
は
主
観
的
な
も
の
と

見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
九
世
紀
後
半
に
「
事
実
と
価
値
」
、
あ
る
い
は
、

「
存
在
と
当
為
」

の
分
裂
、
断
絶
が
現
わ

れ
た
。
こ
の
二
区
分
の
原
型
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
に
ま
で
遡
り
、

(
日
)

そ
し
て
、
碧
海
の
見
解
か
ら
、
古
代
以
来
、
近
世
に
い
た
る
ま
で
の
主
流
は
、

「
自
然
(
含
9
の
)
」
と

「
人
為
(
〈
。
ち
の
)
」
と
の
対
置
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

「
存
在
と
価
値
」
を
基
本
的
に
一
致
し
て
い

る
と
み
な
す
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
尚
、

(
日
)

2
5。
E
B
)
と
い
う
ス
コ
ラ
哲
学
の
有
名
な
命
題
が
あ
る
。

「
存
在
と
価
値
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
す
べ
て
の
存
在
は
善
で
あ
る
」

(。BD
σ
σ
ロω

「
価
値
」
を
感
情
の
機
能
と
み
な
し
、

ュ
1
ム
と
も
言
わ
れ
て
い
お
。
ヒ
ュ
!
ム
に
つ
い
て
は
、
「
デ
カ
ル
ト
以
来
の
主
観
|
客
観
の
図
式
を
も
っ
て
世
界
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き

た
近
代
哲
学
の
基
本
姿
勢
を
克
服
し
て
、
も
う
一
度
主
客
分
離
以
前
、
精
神
と
物
質
と
の
二
元
的
分
離
以
前
の
所
に
出
発
点
を
再
措
定
し
た

哲
学
都
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ヒ
ュ

1
ム
は

近
世
に
入
っ
て
、

「
事
実
」

と

「
価
値
」

と
の
異
質
性
を
明
確
に
指
摘
し
た
最
初
の
思
想
家
は
、

ヒ

「
事
実
か
ら
価
値
へ
の
」
推
論
が
論
理
的
に
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ

き
り
指
摘
し
た
。

ヒ
ュ
!
ム
の
一
一
元
論
は
、

カ
ン
ト
や
J
・
S
・
ミ
ル
に
影
響
し
、

む
し
ろ
二

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、

一
部
の
新
カ
ン
ト

主
義
者
(
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
1
、

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
な
ど
)
や
、
現
代
分
析
哲
学
者

(
R
・
カ
ル
ナ
ブ
、

A
・
J
・
エ
イ
ヤ

1
、
C
・

L
・
ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
ソ
ン
な
ど
)
お
よ
び
パ

1
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
や

K
・
R
・
ポ
。
ハ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
、

(
m
m
)
 

継
が
れ
る
に
至
っ
た
。

さ
ら
に
徹
底
的
な
形
で
受
け

一
九
世
紀
後
半
以
降
、
こ
の

「
事
実
と
価
値
」
に
お
け
る
一
元
論
と
二
元
論
と
の
対
決
が
急
激
な
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
要
因
と
し
て
、
碧
海
の
見
解
(
碧
海
純
一

「
事
実
と
価
値
」
司
・
三

'g)
を
参
考
に
す
る
と
、
ま
ず
価
値
を
社
会
的
・
心
理
的
な
事
実
と



し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
社
会
科
学
の
諸
分
野
に
お
け
る
実
質
的
研
究
の
進
歩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
の
要
因
と
し
て
は
、
科
学
的
・
実
証

的
な
事
実
探
求
に
よ
っ
て
一
定
の
客
観
的
評
価
基
準
が
得
ら
れ
る
と
い
う
「
科
学
万
能
主
義
」
的
な
見
解
、
す
な
わ
ち
自
然
主
義
的
一
元
論

が
勢
力
を
得
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
当
時
の
思
想
は
、
科
学
の
発
展
と
人
類
の
進
歩
と
の
「
予
定
調
和

(
B
S包
号
恥
)
」
に
対
す
る
楽

観
的
な
信
仰
が
特
徴
的
で
あ
る
が
、

そ
の
最
も
代
表
的
な
形
態
と
し
て
現
わ
れ
た
の
が
、
適
者
生
存
、
生
存
競
争
の
概
念
を
正
当
化
し
た
、

い
わ
ゆ
る
ス
ペ
ン
サ

1
の

「
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」

ロ
ッ
ツ
ェ
を
中
心
と
し
た
新
カ
ン
ト
主
義
の
運
動
は
、
こ
う
し
た

で
あ
ろ
う
。

然
科
学
万
能
」
思
想
に
対
す
る
反
省
、
伝
統
的
価
値
に
対
す
る
攻
撃
へ
の
反
撃
か
ら
出
発
し
た
と
言
え
よ
う
。
第
三
に
、
自
然
主
義
的
一
元

論
に
対
す
る
「
価
値
情
緒
鵡
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の

「
価
値
情
緒
説
」

は

A
-
1
-
エ
イ
ヤ

l
ら
に
よ
っ
て
ま
ず
精
力
的
に
提
唱
さ
れ
、

そ
れ
に
対
す
る
反
対
と
反
省
の
過
程
に
お
い
て
、

C
・
L
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
ら
に
よ
り
価
値
判
断
の
正
当
化
に
お
け
る
事
実
に
つ
い
て

の
認
識
役
わ
り
の
慎
重
な
検
討
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
価
値
論
は
、

「
事
実
と
価
値
」
問
題
に
直

面
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
ニ

1
パ
!
の
価
値
論
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
な
価
値
論
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

価
値
論
の
可
能
性

(
辺
)

と
こ
ろ
で
、
価
値
論
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
庁
価
値
に
関
す
る
学
は
可
能
か
H

と
い
う
問
い
か
け
を
行
な
い
、
価
値
哲
学
に
対
し
て
否

定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

P

価
値
に
関
す
る
学
は
可
能
か
H

に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
見
解
を
確
認
し
て
お

(
お
)

く
こ
と
に
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
彼
自
身
を
価
値
論
の
犠
牲
者
の
一
人
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

ロ
ッ
ツ
エ

「
人
間
の
尊
厳
を
唯
物
論
的
自
然
主
義
に
よ
る

で
あ
る
が
、
彼
は
一
九
世
紀
の
半
ば
か
ら
、
当
時
の
哲
学
的
論
議
ヘ
価
値
概
念
を
導
入
し
、

破
壊
か
ら
守
ろ
う
と
試
み
か
)
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
価
値
哲
学
学
派
が
ロ
ッ
ツ
ェ
の
原
理
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
結

果
と
し
て
「
高
価
な
犠
鵬
」
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
彼
ら
は
、

ロ
ッ
ツ
ェ
の
二
区
分
原
理
に
よ
り
、

「
出
会
っ
て
い
る
世
界 自
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を
価
値
の
世
界
」

か
ら
根
本
的
に
分
離
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て

(
お
)

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
価
値
は
存
在
を
も
た
ず
、
ま
た
存
在
は
価
値
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
幻
)

「
存
在
と
価
値
と
に
共
通
す
る
も
の
は
何
も
な
い
」

の

「
存
在
す
る
も
の
」

と

「
存
在
す

630 

と
の
あ
い
だ
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
存
在
す
る
も
の
」
と
「
善
な
る
も
の
」
と
の
聞
に
は
深
淵
が
大
き
く
口
を
あ
げ
て
い
る
と

(
m
m
)
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
存
在
の
う
ち
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
と
価
値
と
の
あ
い
だ
の
深
淵
を
埋
め
よ
う
と
す

(ω) 

る
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
挫
折
」
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
価
値
哲
学
に
出
会
っ
た
の
は
哲
学
の
領
域
で
は
な

(
況
)

く
、
神
学
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
価
値
哲
学
を
H

情
熱
的
に
拒
否
H

し
た
と
い
う
。

べ
き
も
の
」

ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
神
学
に
お
い
て
「
古
典
的
神
学
の
言
表
を
価
値
判
断
に
還
元
」
し

(
お
)

ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
校
に
大
き
く
影
響
し
た
。
し

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
大
学
、

た
。
そ
し
て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
派
は
、

か
し
、

「
私
た
ち
は
形
而
上
学
の
敗
北
と
、
価
値
論
の
防
衛
線
へ
の
逃
避
と
を
最
後
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
存

在
を
欲
し
た
。

そ
し
て
存
在
ー
力
と
し
て
の
存
在
の
経
験
は
実
存
的
経
験
と
な
っ
た
。

そ
の
後
の
私
の
思
惟
の
最
大
の
部
分
は
そ
こ
か
ら
生

(
鈍
)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
部
お
よ
び
神
学
部
に
お
い
て
は
、
昔
日
の
価
値
論
の
跡
が
僅
か
に
見
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と

じ
て
き
た
。
今
日
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
述
べ
、
価
値
論
が
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
に
掛
け
て
の
一
時
的
な
ブ

l
ム
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。

一
般
に
価
値
が
主
観
的
で
相
対
的
な
性
格
で
あ
り
、
評
価
す
る
主
体
に
か
か
わ
っ
て

(
お
)

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
価
値
論
者
た
ち
は
そ
の
弱
点
を
克
服
す
る
努
力
を
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
価
値
評
価
に
つ
い
て
は
「
諸
価
値

の
序
列
を
判
定
す
る
規
準
と
な
る
べ
き
ア
プ
リ
オ
リ
で
絶
対
的
な
性
格
を
そ
な
え
た
根
本
価
値
」
が
要
請
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
価
値
は

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
価
値
論
の
主
な
弱
点
は
、さ

れ
る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
価
値
を
存
在
論
的
な
間
い
か
ら
導
き
出

す
こ
と
に
啓
発
的
で
あ
っ
た
価
値
哲
学
者
は
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

1
ラ
!
と
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
と
い
旬
。
そ
し
て
彼
ら
に
よ
れ

ば
、
「
価
値
の
真
理
性
を
、
生
に
対
す
る
価
値
の
関
係
に
依
静
)
」
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
は
そ
れ
自
体
、

「
絶
対
価
値
が
発
見
」

創
造
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

「
価
値



の
位
階
」

の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

(
鈎
)

そ
の
頂
点
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
が
、

と
こ
ろ
で
、

H
・
R
-
ニ
1
パ

1
は
ニ
コ
ラ

(ω) 

「
価
値
を
抽
象
的
な
仕
方
で
本
質
と
し
、
生
へ
の
依
存
な
し
に
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
規
定
す
る
と
し
て
い
る
」
と

シ
ェ

1
ラ

1
は
価
値
と
存
在
の
関
係
に
お
い
て
、

両
者
の
完
全
な
分
離
に
は
反
対
し
て
い
る
」
と
い
う
。
シ
ェ

l
ラ
l
自
身
は
、

(
必
)

の
で
あ
る
。

「
価
値
の
存
在
か
ら
の
独
立
を
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
は
、

い
う
。
ま
た
内
山
に
よ
れ
ば
、

ハ
ル
ト
マ
ン
の

「
理
念
的
自
存
」
に
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る

こ
の
よ
う
な
価
値
哲
学
者
た
ち
の
努
力
を
考
察
す
る
と
き
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
到
達
し
た
結
論
は
、

「
評
価
に
還
元
さ
れ
う
る
相
対
的
価
値

と
、
評
価
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
別
の
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
絶
対
的
価
値
と
の
区
別
の
必
然
性
に
お
い
て
学
説
全
体
が
挫

折
し
鳩
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
絶
対
的
価
値
」
の
概
念
は
、
徹
底
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
が
受
け
入
れ
え
な
い
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
コ
価
値
に
関
す
る
学
は
可
能
か
H

は、

H

価
値
へ
の
存
在
論
的
接
近
は
可
能
か
?

H

と
い
う
問
い
と
同

(

斜

)

(

必

)

義
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
存
在
論
的
接
近
は
存
在
論
そ
の
も
の
の
限
界
内
に
お
い
て
」
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
接
近

(
必
)

を
「
学
」
と
呼
ぶ
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
。

以
上
、
価
値
論
に
対
す
る
懐
疑
主
義
的
な
主
張
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
み
た
。

一
方
、

H
・
フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、

H
・
R
-
ニ
i
パ
1
は、

九
世
紀
以
降
の
こ
の
よ
う
な
価
値
論
の
栄
枯
盛
衰
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
灯
)

な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

(
必
)

記
憶
に
と
ど
め
る
」
。
か
く
し
て
、

「
彼
は
価
値
思
考
と
神
学
問
の
密
接
な
関
係
の
概
念
を
決
し
て
諦
め

「
我
々
は
、
後
に
倫
理
的
価
値
が
ニ

i
パ
1
に
と
っ
て
新
し
い
位
置
付
け
と
し
て
現
わ
れ
出
た
こ
と
を

(
必
)

「
価
値
論
は
ニ

l
バ
1
の
神
学
か
ら
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

ニ
1
バ
!
は
唯

O
世
紀
で
残
っ
た
数
少
な
い
価
値
論
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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H
・
R
-
ニ
l
バ
!
の
価
値
概
念
の
背
景

価
値
概
念
の
形
成
|
|
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
の
結
合

ニ
1
パ
l
の
価
値
概
念
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
、

そ
の
背
景
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

H
・
R
-
ニ
!
バ

1
は
、
ト
レ
ル

チ
、
バ
ル
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
『
啓
示
の
意
味
』

の
序
文
に
お
い
て
ニ

1
パ
1
が、

「
神
学
生
た
ち

は

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
の
著
作
を
通
し
て
だ
が
、
彼
ら
が
わ
た
し
の
教
師
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

二
O
世
紀
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
、
こ
の
偉
大
な
二
人
の
指
導
者
は
度
々
正
反
対
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
の
二
人
の
主
要

な
関
心
事
を
結
合
し
よ
う
と
試
み
た
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
に
は
ト
レ
ル
チ
の
批
判
的
思
想
と
バ
ル
ト
の
建
設
的
作
業
と
は
一
体
で
あ
る
と

(1) 

思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
伺
い
知
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
啓
示
の
意
味
』
の
本
文
に
お
い
て
、

ノ1

は

」
の
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

『
啓
示
の
意
味
』

の
訳
者
で
あ
る
佐
柳
文
男
は
、

バ
ル
ト
の
結
び
つ
け
に
関
し
て
、

(2) 

「
不
可
能
な
可
能
性
と
す
る
も
の
(
吉
否
。
ωω
号
『
可
。
2
5邑
守
)
」

(
W
・
。
ハ
ウ
ク
)
、

ニ
1
パ
l
の
ト
レ
ル
チ
、

「
ま
っ
た
く
の
不
可
能
事
と

す
る
も
の
」

(
F
・ブ
l
リ)、

「
図
式
的
に
ト
レ
ル
チ
の

の」

(
H
・
フ
ラ
イ
)

バ
ル
ト
の
関
心
を
「
キ
リ
ス
ト
」
と
し
、

(3) 

の
三
つ
の
見
解
を
挙
げ
て
い
る
。

ニ
1
バ
!
が

「
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」

の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
と
す
る
も

関
心
を
「
文
化
」
と
し
、

『
啓
示
の
意
味
』
に
お
い
て
、
「
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
史
の
中
か
ら
、

(

4

)

(

5

)

 

な
い
」
と
述
べ
、
し
か
も
「
神
学
は
啓
示
か
ら
出
発
す
る
」
以
外
に
選
択
枝
の
余
地
は
な
い
と
言
う
。

ノ1

は

キ
リ
ス
ト
教
史
と
共
に
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

「
啓
示
と
は
歴
史
的
信
仰
)
」

こ
こ
で



を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
「
歴
史
的
相
対
性
を
確
信
さ
せ
ら
れ
た
神
学
」
が
啓
示
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

そ
の
啓
示
は
、
「
人
が
歴
史
的
に
規

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
制
約
さ
れ
た
視
点
に
対
し
て
自
ら
を
顕
わ
さ
れ
幻
」
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
見
て
も
、

ニ
1
パ
1
が
言
う
ト
レ
ル
チ
の
批
判
的
思
想
と
し
て
の
歴
史
的
相
対
主
義
と
バ
ル
ト
の
建
設

的
作
業
と
し
て
の
啓
示
の
意
味
を
結
合
し
た
啓
示
神
学
を
指
し
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

の
よ
う
な
啓
示
の
神
学
は
客
観
的
に
相
対
主
義
的
で
あ
る
。

ニ
l
パ
1
は
さ
ら
に
「
そ

(8) 

つ
ま
り
、
視
点
を
同
じ
く
す
る
人
々
に
対
し
て
の
み
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
」

そ
し
て
、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

ニ
l
バ
1
が
我
々
に
示
す
現
代
に
お
け
る
歴
史
的
相
対
主
義
と
啓
示
の
意
味
の
重
要
な
関
係
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
現
代
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
啓
示
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
歴
史
的
相
対
的
に
自
分
自
身
の
現
実
の
問
題
と
な

っ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

ま
た
、

ニ
1
バ
l
は
、
『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』

「
わ
た
し
は
、
神
学
者
で
あ
り
歴
史
家
で
あ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ

の
序
文
に
お
い
て
、(9) 

ル
チ
に
対
す
る
わ
た
し
の
恩
義
を
最
も
強
く
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

H
・
フ
ラ
イ
は
、

(ω) 

通
り
の
仕
方
で
相
対
主
義
を
受
け
継
い
で
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、

ニ
l
バ
!
が
ト
レ
ル
チ
か
ら

ニ
1
パ
1
は
ト
レ
ル
チ
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
、

人
々
や
運
動
の
多
様
性
と
個
性
と
に
敬
意
を
は
ら
う
こ
と
を
、

ま
た
そ
の
豊
か
な
多
様
性
を
、
あ
ら
か
じ
め
作
り
あ
げ
ら
れ
た
、
概
念
的
な

枠
組
み
に
無
理
に
あ
て
は
め
る
こ
と
を
嫌
う
こ
と
を
、
さ
ら
に
ミ
ト
ス
の
中
に
ロ
ゴ
ス
を
、
歴
史
の
中
に
理
性
を
、
実
存
の
中
に
本
質
を
追

究
す
る
こ
と
」
を
学
ん
だ
。
第
二
に
、
ト
レ
ル
チ
は
、
ニ

1
バ
l
に
、
単
に
歴
史
的
対
象
の
相
対
性
ば
か
り
で
な
く
、
「
歴
史
的
主
体
、
観

(ロ)

察
者
と
解
釈
者
の
も
つ
相
対
性
」
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
ニ

l
パ
!
は
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
的
相
対
主
義
を
「
神
学
的
、
神
中
心
的
相
対
主

(
日
)

義
の
観
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
努
力
」
し
た
。
ニ

l
パ
l
は
、
相
対
的
な
歴
史
に
関
し
、
「
有
限
な
も
の
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
、
理
性
と

同
様
、
信
仰
の
錯
誤
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
す
べ
て
の
有
限
な
人
間
や
運
動
の
相
対
的
な
歴
史
は
、
絶
対
的
な
神
の
支
配
の
下
に
あ
る

(M) 

と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
ニ
!
パ

l
が
言
う
よ
う
に
、

「
啓
示
の
神
学
」

「
宗
教
的
相
対
性
」

は
、
神
学
の

お
よ
び
「
歴
史
的
相
対
性
」
に
対
す
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と
い
う
観
点
か
ら
「
神
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
歴
史
的
限

界
が
、
神
学
は
意
識
的
に
歴
史
的
共
同
体
と
と
も
に
、
歴
史
的
共
同
体
の
中
で
出
発
す
る
こ
と
を
要
持
」
し
、

る
理
解
の
帰
結
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
歴
史
的
相
対
性
」

「
宗
教
的
相
対
性
」
の
観
点

(
日
)

か
ら
「
信
仰
の
対
象
の
本
性
を
探
求
す
る
学
と
し
て
の
神
学
の
限
界
は
特
定
の
信
仰
に
出
発
点
を
お
く
こ
と
を
要
求
」
す
る
。
そ
れ
故
に
、

(
げ
)

「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
今
日
啓
示
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ニ

1
バ
l
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
人
が
歴
史
的
、
共
同
体
的
存
在

(
時
)

と
し
て
、
ま
た
信
ず
る
者
と
し
て
以
外
に
は
神
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て

634 

「
キ
リ
ス
ト
者
が
そ
の
歴
史

と
信
仰
に
お
け
る
限
ら
れ
た
視
点
か
ら
見
る
も
の
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
神
学
の
探
究
が
可
能
と
な
る
」
の
で
あ
る
。

」
の
よ

〉つに、

キ
リ
ス
ト
教
神
学
は

「
宗
教
的
相
対
性
」

お
よ
び
「
歴
史
的
相
対
性
」

の
観
点
に
よ
り
、
啓
示
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、

ニ
l
パ
1
は
彼
自
ら
が
認
め
る
よ
う
に
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!
と
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
一
九
世
紀
の
伝
統
的
な
神
学
か
ら
出
発
す

る
。
す
な
わ
ち
、

「
神
学
の
自
己
批
判
か
ら
生
じ
た
情
況
認
識
は
現
代
の
神
学
に
ふ
た
た
び
キ
リ
ス
ト
者
共
同
体
の
信
仰
か
ら
、

し
た
が
っ

て
啓
示
か
ら
、
出
発
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
や
リ
ッ
チ
ェ
ル
が
出
発
し
た
点
か
ら
、
彼
ら
を
そ
う
さ
せ
た

(
却
)

の
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
出
発
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
ニ

1
パ
l
は
言
う
。

」
の
よ
〉
つ
に
、

ノ1

は

一
九
世
紀
の
伝
統
的
な

神
学
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
が
、

H
・
フ
ラ
イ
は
、
も
し
、

ニ
1
バ
!
が
こ
の
一
九
世
紀
の
伝
統
に
背
反
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ト
レ
ル

チ
よ
り
も
む
し
ろ
バ
ル
ト
の
初
期
の
思
想
に
よ
る
と
い
う
。
ト
レ
ル
チ
は
一
般
に
お
け
る
歴
史
に
関
す
る
知
識
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
、
認

識
論
的
な
文
化
の
哲
学
を
適
応
さ
せ
た
。
他
方
、

た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、

バ
ル
ト
は
絶
え
ず
啓
示
の
客
観
性
と
啓
示
の
意
味
の
た
め
の
歴
史
の
依
存
を
示
そ
う
と
し

(
幻
)

ニ
1
バ
1
は
ト
レ
ル
チ
よ
り
バ
ル
ト
の
取
り
組
み
に
従
っ
た
と
い
え
る
。

H
・
フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
と
文
化
に
関
し
て
考
え
て
み
る
と
、

ニ
l
バ
ー
へ
の
ト
レ
ル
チ
の
影
響
は
確
か
に
最
高
の
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

一
方
で
は
、

ト
レ
ル
チ
の
相
対
主
義
と
バ
ル
ト
の
初
期
の
二
元
論
は
一
九
世
紀
自
由
主
義
的
伝
統
の
擬
人
観

(
S
F『
中

3
5。
号
}
同
町
田
)
と
自
己
の
前
成
説

(ω
巳
H
Y
O
R
8
0
5
8同
)
を
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
す
る
た
め
に
必
至
で
努
力
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
両
者
は



「
不
可
知
論
者
」
や
キ
リ
ス
ト
者
の
文
化
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
の
分
離
と
い
う
関
係
的
理
解
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。

ニ
1
パ
1
は、

(
泣
)

キ
リ
ス
ト
と
文
化
に
お
け
る
彼
の
二
重
の
取
組
み
を
ト
レ
ル
チ
の
批
判
的
な
考
え
と
バ
ル
ト
の
建
設
的
な
作
業
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

ニ
l
バ
!
神
学
に
お
け
る
バ
ル
ト
と
ト
レ
ル
チ
の
結
合
を
、

(
幻
)

し
て
指
摘
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

佐
柳
文
男
は
、

「H
・
フ
ラ
イ
が
ニ

l
バ
l
の
神
学
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
と

つ
ま
り
ニ

1
パ
1
が
神
学
的
分
析
と
社
会
学
的
分
析
と
を
自
然
な
綴
り
合
わ
せ
方
を
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
ル
ト
か
ら
、
学
問
と
し
て
の
神
学
の
論
理
的
厳
密
さ
、
神
学
の
学
問
と
し
て
の
内
的
完
壁
さ
、
神
学
の
学
問
と
し
て

一
方
で
は
ト
レ
ル
チ
か
ら
宗
教
の
社
会
的
政
治
的
文
化
的
機
能
を
、
こ
の
両
者
を
結
合
す
る
こ
と
が
ニ
!
バ

1
の
意
図
す
る
と

の
統
合
を
、

こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
の
結
合
は

(μ) 

な
い
仕
事
」
で
あ
る
と
ニ

l
バ
l
は
言
う
。
し
か
し
、

「
不
可
能
な
可
能
性
」

で
は
な
く
、

そ
れ
は

「
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

」
の
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
の
結
合
を
、

ニ
l
バ
1
は
バ
ル
ト
の
教
義
学
と
し
て
の
神

学
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

1
や
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
伝
統
的
な
神
学
を
継
承
し
、
出
発
点
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
建
設
的
な
神
学
の
再
建
と
、
社
会
、
文
化
に
対
し
客
観
性
を
持
つ
こ
と
、

そ
れ
が
ニ

l
バ
l
の
言
う
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
の
結
合

をの
形 意
成味
しす
たる
とと

えろ
る§と
。で

あ
る

ニ
1
パ
1
は
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
の
結
合
に
お
い
て
、

H
・
フ
ラ
イ
が
い
う
よ
う
に
回
心
神
学
の
枠
組
み

リ
ッ
チ
ュ
ル
の
影
響

ニ
!
パ
!
の
価
値
論
は
、

一
九
世
紀
の
価
値
論
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
え
る
。

一
九
世
紀
の
神
学
に
お
い
て
大
き
な
分
岐
点
と

な
っ
た
の
が
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

二
九
世
紀
に
、
カ
ン
ト
の
思
考
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の

(
お
)

た
め
の
重
要
な
区
分
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
ら
疑
問
の
余
地
が
な
い
」
と
い
う
。
カ
ン
ト
の
考
え
は
プ
リ
ズ
ム
の
ご
と
く
、

」
の
こ
と
に
つ
い
て
、

H
・
フ
ラ
イ
は
、

そ
れ
を
通
し
て
、
以
前
の
す
べ
て
の
哲
学
に
関
す
る
反
省
が
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
す
べ
て
の
道
筋
が
カ
ン
ト
に
通
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(
幻
)

じ
た
。

ニ
l
パ
l
は
カ
ン
ト
を
「
全
て
の
哲
学
者
の
中
で
、
最
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
で
あ
っ
た
」

と
い
〉
つ
。
ま
た
、

「
カ
ン
ト
は
神
の
リ

ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
語
る
方
法
を
見
い
だ
し
た
。

そ
れ
は
理
論
的
理
性
よ
り
も
む
し
ろ
実
践
的
理
性
に
お
け
る
道
徳
的
的
価
値
分
野
に
お
い

636 

て
で
あ
っ
た
。
神
の
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
カ
ン
ト
自
ら
の
主
張
は
、
神
の
格
率
が
人
間
の
道
徳
的
な
経
験
を
明
瞭
に
す
る
実
践
的
な
必
要
性
に

一
九
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
で
は
、
多
く
の
作
業
が
神
の
道
徳
的
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
、
こ
の
カ
ン
ト
学
派
の
問

(m) 

題
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
宗
教
的
な
陳
述
を
彼
が
価
値
判
断
と
呼
ん
だ
こ
と
と
完
全
に
同
一
視
す
る
と
提
言
し
た
」
。

基
づ
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
カ
ン
ト
の
流
れ
を
汲
ん
だ
ロ
ッ
ツ

エ
の
二
元
論
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
影
響
を
与
え
た
。

カ
ン
ト
は
、
存
在
と
価
値
を
同
一
視
、
あ
る
い
は
、
価
値
を
存
在
で
定
義
し
よ
う
と
す

る
自
然
主
義
的
な
傾
向
に
対
し
て
、
価
値
と
存
在
の
分
離
を
企
て
た
。

(
鈎
)

る
(
巧
0
3
0
ω
山口弘ロ目。
F
F
ω
。
E
O
B
向
。
-
件
。
ロ
)
」
と
価
値
と
存
在
を
区
別
し
た
。
こ
う
し
た
二
元
論
は
、

ロ
ッ
ツ
ェ
は
、

「
価
値
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
妥
当
す
る
の
で
あ

ロ
ッ
ツ
ェ
の
同
僚
で
あ
っ
た
リ
ッ
チ

ユ
ル
に
も
影
響
を
与
え
た
。

そ
し
て
、

ニ
1
バ
1
の
価
値
論
は
カ
ン
ト
か
ら
リ
ッ
チ
ュ
ル
ヘ
、

そ
し
て
ニ

l
パ
!
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
言

え
る
。

ニ
1
パ
1
は
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
関
係
論
的
価
値
神
学
を
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
形
に
ま
で
も
っ
て
き
た
と
い
う
。
彼
の
論
述
は
、

「
神
、
罪
、
キ
リ
ス
ト
、
救
い
な
ど
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
主
張
が
、

(
但
)

認
識
」
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
の
中
で
の
み
意
味
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る

(ロ)

「
宗
教
的
判
断

(5-fzg〕

E
m
g
g円
)
は
価
値
判
断

(g]5〕

E
m
B
g
C」
で
あ
っ
て
、
「
価
値
判
断
は
単
に
経
験
だ
け
で

(
お
)

は
な
く
、
感
情
と
意
志
と
欲
求
と
を
持
つ
人
間
の
全
的
な
応
答
が
込
め
ら
れ
て
い
る
価
値
経
験
(
〈
巴

5
0与
qwRO)
を
語
る
」
と
い
う
こ

(
4
5
5
2鵠
)
を
「
存
在
判
断
」
(
∞
巳
ロ
ミ

E)
と
対
立
さ
せ
、

す
な
わ
ち
、

の

「
価
値
判
断
」

「
宗
教
的
な
判
断
は

と
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、

価
値
判
断
」

H
・
R
-
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、

(
お
)

「
我
々
が
、
事
実
と
価
値
、
存
在
命
題
(
ゆ
也
件
。
忌
包
胃

8
2
5。
ロ
)
と
道
徳
的
判
断
(
自
。

s-gtgmw件
。
)
を
区
別
す
る
の
に
慣
ら
さ
れ
る
」

で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
二
元
論
的
区
分
は
、



の
で
あ
る
。

リ
ッ
チ
ュ
ル
は
信
仰
が
価
値
判
断
を
す
る
際
に
、

(
お
)

「
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
と
い
う
救
い
」
を
基
本
的
な
前
提
で
進
め
た
。

て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
哲
学
に
お
い
て
神
学
の
基
礎
と
し
て
見
出
さ
れ
る
観
念
的
合
理
主
義
の
主
張
に
対
し
て
、

(
幻
)

関
す
る
知
識
が
、
啓
示
で
喚
起
さ
れ
る
価
値
判
断
に
お
け
る
形
を
取
る
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
明
確
に
主
張
」
を
し
た
の
で
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
神
に

こ
う
し
た
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
価
値
判
断
の
概
念
は
、

ル
タ
!
や
カ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
え
る
。
熊
沢
義
宣
に
よ
れ
ば
、
リ
ッ
チ

ュ
ル
の
価
値
判
断
は
ル
タ

l
の

「
神
が
存
在
し
、

キ
リ
ス
ト
が
受
難
し
た
と
信
ず
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
人
は
自
ら
の
至
福
の
た
め

に
神
が
存
在
し
、

キ
リ
ス
ト
が
彼
の
た
め
に
苦
し
み
、
死
に
、
十
字
架
に
か
け
ら
れ
、
酷
借
り
、
彼
の
た
め
に
彼
の
罪
を
担
っ
た
こ
と
を
確

信
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
同
じ
動
機
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
「
彼
の
同
世
代

(
扮
)

を
(
ル
タ
!
の
)
宗
教
改
革
の
光
に
照
ら
し
て
聖
書
を
読
む
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
ル
タ
1
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
と
っ
て

「
使
徒
の
時
代
以
来
為
さ
れ
て
き
た
こ
と
よ
り
も
、
は
る
か
に
福
音
を
鎖
か
ら
自
由
に
し
世
界
に
述
べ
伝
え
る
こ
と
を
為
し
え
た
偉
大
な
る

(ω) 

英
雄
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
ル
タ
!
の

(
H
U
)
 

と
に
至
上
の
喜
び
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
リ
バ
イ
パ
ル
を
し
て
い
く
こ

」
の
よ
〉
つ
に
、

リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、

ル
タ

l
に
絶
大
な
る
敬
意
を
表
し
な
が
ら
、

そ
の
価
値
判
断

の
根
本
的
な
動
機
を
ル
タ
1
に
負
う
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

H
・
R
-
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
が
、

(
位
)

生
活
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
思
考
の
慎
重
な
限
界
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
」
こ
と
と
し
、

(

州

知

)

決
し
て
信
仰
の
第
一
義
的
な
関
心
事
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
実
践
的
経
験
と
、
活
動
的
な

「
道
徳
的
価
値
そ
れ
自
体
は
、

」
の
一
面
か
ら
も
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
カ
ン
ト
に
負
っ
て
い
る
こ
と

は
窺
い
知
れ
る
。
価
値
判
断
は
単
な
る
哲
学
的
な
領
域
に
お
け
る
道
徳
的
価
値
で
は
な
く
、
信
仰
に
よ
る
宗
教
的
判
断
で
あ
り
、

こ
の
よ
〉
つ

に
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
価
値
判
断
の
概
念
は
、

(
必
)

に
負
っ
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
熊
沢
義
宣
に
よ
れ
ば
、

「
そ
の
内
容
的
動
機
に
お
い
て
、

ル
タ

i
に
負
う
と
共
に
、

そ
の
形
式
自
体
に
お
い
て
カ
ン
ト

「
カ
ン
ト
的
な
価
値
概
念
の
中
に
、

(
必
)

す
る
形
態
を
見
出
し
た
と
き
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
価
値
判
断
説
が
生
ま
れ
た
」
。

ル
タ

l
的
な
信
仰
概
念
を
表
現

」
の
価
値
判
断
は
宗
教
的
判
断
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

易」

1レ
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「
神
の
約
束
に
基
づ
い
て
人
聞
が
追
求
す
る
祝

(

日

叩

)

'

福
と
、
神
の
創
造
の
目
的
と
調
和
す
る
よ
う
に
支
配
さ
れ
て
い
る
世
界
と
の
関
連
を
取
り
扱
う
故
に
独
立
的
価
値
判
断
」
で
あ
る
と
い
う
。

ッ
チ
ュ
ル
に
お
い
て
は
、
存
在
判
断
と
は
区
別
さ
れ
た
判
断
で
あ
る
。

そ
の
価
値
判
断
は
、

638 

つ
ま
り
、
神
と
人
間
と
の
間
の
宗
教
的
認
識
に
基
づ
く
価
値
判
断
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
認
識
と
哲
学
的
認
識
と
の
違

}
中
」
品
、

l
;
 そ
の
主
体
面
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
体
面
に
お
け
る
宗
教
的
判
断
が
宗
教
的
生
の
領
域
に
お
け
る
独
立
的
価
値

判
断
と
言
え
よ
う
。
哲
学
的
認
識
は
、
存
在
論
的
形
而
上
学
上
、
対
象
を
客
観
的
な
所
与
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、

(
灯
)

認
識
主
体
に
と
っ
て
そ
れ
自
体
が
独
自
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
価
値
に
対
し
て
独
立
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」

「
宗
教
的
認
識
は
、

の
で
あ
る
。

以
上
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
宗
教
的
な
価
値
判
断
の
特
質
を
見
た
が
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
神
と
人
と
の
倫
理
的
な
関
係
に
よ
る

「
関
係
論
的
価
値
神

に
固
執
し
た
こ
と
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
や
判
断
の
価
値
評
価
的
性
格

(
同
日
)

キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
に
お
け
る
多
く
の
混
乱
し
て
い
た
点
や
混
同
し
て
い
る
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
」
の
に
役
立
つ

ニ
1
パ
l
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
こ
の
よ
う
に
、

学
」
の
前
提
を
築
い
た
と
い
え
よ
う
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

1
が
彼
の
前
に
行
な
っ
た
よ
う
に
、

宗
教
的
見
方
と
非
宗
教
的
な
見
方
と
の
聞
の
不
一
粥
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
神
学
に
お
け
る
信
仰
の
方
法
の
更
新
は
今

た
と
い
う
。
ま
た
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
こ
の
方
法
で
、

「
同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
の

一
つ
の
重
要
な
結
果
を
生
ん
だ
と
い
う
。

そ
れ
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
歴
史
的
検
証
」

へ
の
動
き
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
しh

う
の
は
、
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
基
礎
を
、
観
念
的
、
あ
る
い
は
他
の
哲
学
的
教
理
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、

(
閃
)

の
も
の
に
求
め
る
」
こ
と
が
促
進
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
的
生
そ

し
か
し
、

ニ
l
バ
1
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!
や
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
関
係
論
的
価
値
神
学
を
認
め
つ
つ
も
「
も
し
方
法
の
検
証
が
そ
の
も

た
ら
す
結
果
に
よ
っ
て
見
出
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
や
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
経
験
論
的
信
仰
の
神
学
は
、

'-AV'-

中

J
争
t

そ
の
良
い
結
果
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ
が
教
会
の
経
験
の
中
で
ひ
き
起
こ
し
た
虚
偽
と
そ
の
虚
偽
が
露
呈
し
た

彼
ら
の
誤
謬
の
ゆ
え
に
責
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
吋
」
と
い
う
。

H
・
フ
ラ
イ
は
、

ニ
l
パ
1
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

1
や
リ
ッ
チ
ュ
ル
と
い
う
偉
大
な
二
人
の
一
九
世
紀
神
学
者
を
批
評
す
る
の
は
、



(
臼
)

「
彼
ら
の
価
値
神
学
の
仕
方
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
が
然
る
べ
く
最
も
高
い
価
値
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
」
こ

と
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
神
は
、
信
仰
に
お
い
て
は
、
最
も
高
い
価
値
を
創
り
、
他
の
場
合
は
、
単
に
自
然
的
創
造
物
で
な

く
、
霊
的
な
創
造
物
と
し
て
の
人
間
の
価
値
を
創
る
。
両
者
は
ま
さ
に
、
他
の
価
値
に
お
け
る
信
仰
の
た
め
に
、
神
の
信
仰
の
観
点
を
放
棄

(
日
)

し
た
」
と

H
・
フ
ラ
イ
は
い
う
。

一方、

「ニ

l
パ
1
が
信
仰
、
宗
教
知
識
(
百
出
向
日
。

5
W
8
4己注
mσ)
、
お
よ
び
価
値
評
価

(g-SES)
を

同
一
視
す
る
と
い
う
の
は
、
多
少
事
柄
を
単
純
化
し
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

ニ
l
パ
l
が
神
学
の
方
法
に
お
い
て
、
同

(
日
)

じ
観
点
か
ら
信
仰
や
宗
教
知
識
そ
し
て
価
値
評
価
と
い
う
用
語
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
何
ら
疑
い
の
余
地
が
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と

H
・
フ
ラ
イ
は
い
〉
つ
。

ニ
1
バ
l
の
言
葉
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

「
宗
教
的
な
知
識
は
独
自
な
も
の
と
し
て
示

そ
の
こ
と
は
、

さ
れ
て
き
た
。

一
種
の
価
値
知
識
(
〈
巳

58wg三
a
m
o
)
あ
る
い
は
価
値
評
価

(g-sz。
ロ
)
で
あ
る
い
う
事

そ
し
て
、
こ
の
独
自
性
は
、

(
応
)

実
の
た
め
に
示
さ
れ
て
き
た
」
と
、

ニ
!
パ

1
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ニ

1
パ
1
は
信
仰
の
方
法
の
手
が
か
り
と
し
て
価
値
評
価
の

仕
方
を
リ
ッ
チ
ュ
ル
か
ら
受
け
継
ぎ
、

ニ
1
パ
!
の
価
値
神
学
を
形
成
し
て
き
た
背
景
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
〉
つ
に
、

ニ
i
パ
l
の
価
値
概
念
の
背
景
に
は
、

カ
ン
ト
か
ら
リ
ッ
チ
ェ
ル
と
そ
の
流
れ
を
継
承
し
、
リ
ッ
チ
ェ
ル
に
よ
る
「
宗
教

的
な
判
断
は
価
値
判
断
で
あ
る
」

と
い
う
価
値
論
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。

ニ
1
パ
1
は
、
価
値
評
価
を
信
仰
の
手
が
か
り
と
し
て
、

チ
ェ
ル
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

i
の
関
係
論
的
価
値
神
学
を
認
め
つ
つ
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
、
独
自
の
関
係
的
価
値
論
を
形
成
し
て
い

っ
た
。

リ
ツ
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3 

価
値
の
中
心

信
仰
と
価
値
の
中
心

ニ
l
パ
!
の
価
値
論
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

カ
ン
ト
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
を
受
け
継
い
で
、
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
の
結
合
、
す
な
わ
ち
歴

史
的
相
対
主
義
と
啓
示
、
言
い
換
え
る
と
文
化
と
キ
リ
ス
ト
の
統
合
を
試
み
た
独
自
の
関
係
的
価
値
論
を
展
開
し
た
と
言
え
る
。
リ
ッ
チ
ユ

ル
の
価
値
判
断
と
は
、
宗
教
的
な
判
断
で
あ
っ
た
が
、

ニ
1
パ
l
の
価
値
論
は
信
仰
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

C
・
D
-
グ
ラ
ン
ト
に
よ
れ

ば

「ニ

l
バ
1
の
信
仰
の
論
議
は
彼
が
価
値
分
析
に
お
け
る
論
理
的
段
階
を
展
開
す
る
多
く
の
観
念
の
実
存
的
で
実
用
的
な
側
面
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
信
仰
と
価
値
評
価
が
ニ

l
パ
l
に
と
っ
て
、
同
じ
人
間
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

ニ
1
パ
1
は
人
間
の
価
値
評

価
に
対
す
る
信
仰
の
減
少
が
価
値
評
価
の
ひ
ず
み
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
に
慎
重
で
あ
る
。

析
と
彼
の
価
値
理
論
は
互
い
に
非
常
に
密
接
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
信
仰
の
分

そ
こ
で
、

ニ
1
パ
l
に
お
い
て
人
間
の
信
仰
が
一
体
ど
の
よ
う
に
価
値
と
結
び
つ
く
の
か
信
仰
と
価
値
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
き
た

い。

H
・
フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、

ニ
1
パ
1
は
彼
自
身
一
九
世
紀
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
が
、
神
学
の
問
題
は

N

信
仰
H

が
際
立
っ
た
観

点
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
信
仰
は
神
と
の
関
係
を
結
ぶ
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
信
仰
は
、
ま
っ
た
く
偶
然
に
作
ら
れ
た
事
実
と
い

(2) 

う
よ
り
も
む
し
ろ
、
神
と
の
現
春
の
価
値
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
1
パ
l
は
神
と
信
仰
の
関
係
に
つ
い
て
、

ル
タ
l
の
有

名
な
大
教
理
問
答
の
言
葉
(
十
戒
の
う
ち
の
第
一
戒
)
を
引
用
す
る
。

ル
タ
l
は

二
つ
の
神
宮
向
。
仏
)
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
何
を

と二一日〉つ。

ノ1

は

意
味
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
神
(
。
。
仏
)
は
何
で
あ
る
か
?
」

と
い
う
質
問
に
答
え
て
「
信
仰
と
神
は
共
に
あ
る
」



ル
タ

1
の
大
教
理
問
答
を
参
照
し
て

(4) 

「
神
と
信
仰
は
と
も
に
一
体
で
あ
る
」

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ニ
1
パ

l
は
『
徹
底
的
唯
一
神
主
義
と
西
洋
文
化
』
の
序
文
に
お
い
て
、
神
学
の
二
重
の
課
題
は

「
神
の
理
論
」
と

「
人
間
の
信
仰
」
を

あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
重
の
課
題
は
存
在
と
価
値
と
い
う
リ
ッ
チ
ュ
ル
以
来
の
二
元
論
か
ら
く
る
も
の
と

推
察
で
き
る
。
神
と
は
、
客
観
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
信
仰
は
主
体
的
活
動
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
「
も
し
、
神
学
が
信
仰
を
理
解
し

ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
神
学
は
信
仰
の
神
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
も
し
神
学
が
神
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
神
に

(5) 

お
け
る
信
仰
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
、

ニ
1
パ

1
は
、
「
神
学
は
、
究
極
的
関
心

2
5
E巳
σ
g
D
8
5
)
が
神
に
あ
る

(6) 

と
し
て
も
、
常
に
信
仰
の
活
動
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
彼
自
身
は
後
者
の

「
信
仰
」

の
課
題
の
探
究
に
専

ニ
1
バ

1
は
、
「
信
仰
(
出
庶
民

σ己
目
。
丘
口
問
)
と
は
信
頼

(
E
5
5
可

5
件
)
と
忠
誠

(
7
)
 

(
屋
色
E
m
F
3
-
q
2
E
o
-
-
q
)
と
の
相
互
作
用
か
ら
な
る
現
象
で
あ
る
」
と
述
べ
、
人
間
の
信
仰
に
お
け
る
普
遍
的
構
造
の
洞
察
を
行
な

う
の
で
あ
る
。

念
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
信
仰
と
は
何
で
あ
る
か
。

C
・
D
-
グ
ラ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

「
信
仰
に
は
そ
れ
ぞ
れ
価
値
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
信
頼
と
忠
誠
と
い
う
二
つ
の
モ

l

メ
ン
ト
を
含
む
。
信
頼
は
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
己
の
感
覚
と
互
い
に
関
連
す
る
信
仰
の
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
で
あ
る
。
価
値
の
源

(8) 

泉
や
価
値
の
中
心
が
こ
の
モ

1
ド
に
お
い
て
実
存
的
に
忠
誠
に
優
先
し
て
個
人
を
価
値
付
け
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い

〉
つ
。
こ
の

「
彼
自
身
の
意
味
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
出
会
う
す
べ
て
の
も

「
価
値
の
源
泉
や
価
値
の
中
心
」
は
、
人
間
に
と
っ
て

の
の
価
値
の
た
め
に
依
存
す
る
)
」
の
で
あ
る
。

人
間
の
信
仰
は
、

「
あ
る
実
在
を
価
値
の
源
泉
や
忠
誠
の
対
象
と
し
て
確
信
し
、
忠
誠
を
誓
う
態
度
と
行
為
で
あ
る
」
。
こ
の
人
格
的
態
度

と
行
為
は
、

「
自
己
が
方
向
付
け
ら
れ
る
価
値
」
に
か
か
わ
る
。

でー
あ方
る!Qに
。お

そい
して
て、
、そ

信れ

「
自
己
に
付
与
す
る
価
値
」
に
か
か
わ
り
、
ま
た

lま

「
自
己
を
価
値
づ
け
る
も
の
へ
の
信
頼
」

で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
、

「
自
己
が
価
値
づ
け
る
も
の
へ
の
忠
誠
」

仰
の
二
面
性
は
ト
ル
ス
ト
イ
と
宗
教
哲
学
者
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
の
二
人
の
思
想
家
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
ニ

l
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バ
ー
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、

ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
信
仰
を

「
自
己
を
価
値
づ
け
る
も
の
へ
の
信
頼
¥

つ
ま
り
「
生
に
と
っ
て
の
価
値
の
中
心

へ
の
確
信
」

と
し
て
、
ま
た
ロ
イ
ス
か
ら
信
仰
を
「
自
己
が
価
値
づ
け
る
も
の
へ
の
忠
誠
」

と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

ニ
1
パ
1
は
こ

642 

の
よ
う
に
信
仰
を
価
値
論
的
に
捉
え
る
。

(U) 

ー
は
説
明
す
る
。

そ
し
て
前
者
の
信
頼
は
信
仰
の

「
受
動
的
側
面
」
、
後
者
の
忠
誠
は

「
能
動
的
側
面
」

と
ニ

l
パ

ト
ル
ス
ト
イ
の
告
白
は
、

「
生
き
て
い
る
自
己
が
価
値
の
中
心
か
ら
価
値
を
得
、

そ
の
た
め
に
生
き
る
、
価
値
の
中
心
に
依
存
」

し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
信
仰
理
解
で
は
、

「
価
値
の
源
泉
に
お
け
る
確
信
が
強
調
」

さ
れ
る
が
、

ロ
イ
ス
の

「
忠
誠
の
哲
学

Q
Z

E
口。
ω
。

us。
同
円
。
ヨ
犀
可
)
」
は
、
こ
の
信
仰
(
ト
ル
ス
ト
イ
の
信
仰
)
の
他
の
側
面
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

は
、
二
つ
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
道
徳
的
生
の
本
質
は
原
因

(g50)
へ
の
忠
誠
で
あ
り
、
第
二
は
真
実
の
原
因
が
忠
誠

(ロ)

自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

(
日
)

係
な
い
」
と
い
う
。

ロ
イ
ス
の
忠
誠
の
哲
学
で

ニ
!
バ

1
は
第
一
の
議
論
は
認
め
な
が
ら
も
、

「
第
二
の
議
論
は
我
々
に
と
っ
て
関

ノ1

は

(
は
)

「
信
仰
ー
忠
誠
の
分
析
が
い
か
に
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
の
忠
誠
の
哲
学
に
近
い
か
を
認
め
る
」
。

ロ
イ
ス
は
、
『
忠
誠
の

哲
学
(
吋

ZE--。
g
芸
可
。
同
円
。
ヨ
}
円
守
)
』
の
「
忠
誠
に
対
す
る
忠
誠
(
円
。
吉
田

q
S
F
3
]門
司
)
」
に
お
い
て
、
原
因
が
自
分
だ
け
で
な
く
人

類
に
と
っ
て
善
で
あ
り
、
本
質
的
な
「
忠
誠
に
対
す
る
忠
誠
」
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
は
、
自
分
の
仲
間
に
お
け
る
忠
誠
の
目
的
で
あ
り
促
進

で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
自
分
に
起
こ
る
忠
誠
を
軽
蔑
す
る
限
り
原
因
は
悪
で
あ
り
、
私
の
仲
間
の
世
界
に
お
け
る
忠
誠
の
破
壊
的
な
も
の

(
日
)

で
あ
る
。
人
間
の
原
因
は
、
こ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
「
忠
誠
に
対
す
る
忠
誠
」
を
常
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
。

ニ
l
パ
1
は
二
つ
の
容
在
問
に
お
け
る
三
番
目
の
存
在
(
岳
山

E
g
t
q
|
|こ
の
三
番
目
の
存
在
に
基
づ
い
て
と
も
に

他
の
存
在
が
互
い
に
忠
実
で
あ
る
)
が
忠
誠
自
体
の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
す
る
ロ
イ
ス
の
観
点
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
弱
。

し
か
し
な
が
ら
、

ニ
l
バ
1

は
、
忠
誠
の
三
構
造
が
常
に
三
つ
の
存
在
を
関
係
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
価
値
、
忠
誠
あ
る
い
は
信
仰
は
何
ら
か
の
存
在
で
は

な
く
、
存
在
聞
の
関
係
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

ノ1

は

「
我
々
は
ロ
イ
ス
が
行
っ
た
よ
う
に
、
忠
誠
そ
れ
自
体
で
超
越
し
た
忠
誠



の
対
象
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
ぺ
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ニ
1
パ
1
は
、
忠
誠
的
な
人
間
に
つ
い
て
、

ロ
イ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
す
訴
。

「
忠
誠
的
な
人
間
は
、
愛
し
た
り
憎
ん
だ
り

す
る
個
人
的
仲
間
だ
け
で
は
な
く
、

ま
た
単
な
る
慣
例
や
風
習
、
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
で
は
な
く
、
あ
る
社
会
的
な
原
因
、
あ
る

い
は
原
因
の
体
系
を
発
見
し
、
見
つ
め
て
い
る
人
で
あ
る
。
」

と
い
〉
つ
。

そ
し
て
、
忠
誠
的
な
人
間
は
、
原
因
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
語

る
と
い
う
。
「
あ
な
た
の
意
志
は
わ
た
し
の
意
志
、

わ
た
し
の
意
志
は
あ
な
た
の
意
志
で
あ
る
。
あ
な
た
の
な
か
に
自
分
を
失
う
の
で
は
な

(
印
)

く
、
わ
た
し
を
見
い
だ
す
。
あ
な
た
の
た
め
に
生
き
る
に
つ
れ
、
わ
た
し
は
熱
心
に
生
き
る
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
忠
誠
的
な
人

聞
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
善
の
原
因
で
は
な
く
、
悪
の
原
因
に
忠
誠
を
壁
一
一
白
う
こ
と
が
歴
史
の
中
で
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
。

そ
し
て
ニ

l
パ

ー
は
次
の
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
献
身
し
た
人
間
は
、
非
常
に
悪
い
原
因
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。

(
初
)

ま
た
、
あ
る
人
々
は
相
互
に
決
死
の
戦
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
原
因
に
忠
誠
を
誓
っ
た
り
し
た
」
。
何
故
、
献
身
し
た
人
間
は
、

悪
い
原
因
に
忠
誠
を
誓
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
1
パ
l
は
、
こ
の
よ
う
な
忠
誠
の
欠
点
に
つ
い
て
ロ
イ
ス
の
主
張
を
引

用
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
忠
誠
の
欠
点
は
ま
だ
偉
大
な
事
実
に
触
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
偉
大
な
事
実
は
、
も
し
、
あ
な
た
が
懐
疑
を

乗
り
越
え
て
、
生
き
る
べ
き
道
を
探
そ
う
と
し
、
あ
な
た
の
力
を
集
中
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
人
々
の
あ
い
だ
に
第
一
の
忠
誠
が
知
ら
れ

(
幻
)

て
以
来
、
す
べ
て
の
忠
誠
が
共
通
に
歩
ん
で
き
た
よ
う
な
道
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
ロ
イ
ス
が
主
張
し
て
い
る
が
、

(
忽
)

パ
1
は
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
簡
潔
に
「
自
己
で
あ
る
こ
と
と
忠
誠
と
は
共
に
歩
む
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
忠
誠
的
人
間
は
、

「
自
己
の

忠
誠
が
混
乱
し
、
彼
ら
の
原
因
が
多
様
化
し
、
そ
れ
へ
の
裏
切
り
が
多
く
な
っ
て
も
、
彼
ら
は
、
ま
さ
に
忠
実
性
(
虫
色
守
)
に
よ
っ
て
生

き
硲
」
の
で
あ
る
。
こ
の
忠
実
性
は
、
「
彼
ら
の
実
存
に
価
値
を
与
え
て
く
れ
る
価
値
の
中
心

(
8
E
q
え

gZ)
へ
の
確
信
と
ま
っ
た
く

(M) 

同
じ
」
で
あ
る
。
ニ

l
パ
ー
が
い
う
価
値
の
中
心
と
原
因
は
同
じ
事
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
お
)

自
己
が
価
値
づ
け
ら
れ
た
り
価
値
づ
け
た
り
す
る
同
じ
客
観
的
実
在
の
二
つ
の
名
称
で
あ
る
」
。

「
価
値
の
中
心
と
原
因
は
、

ニ
1
パ
ー
は
こ
の
よ
う
に
人
間
的
自
己
と

忠
誠
の
信
仰
関
係
が
普
遍
的
で
あ
り
、

「
信
仰
」
と
か

「
価
値
」
と
い
う
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
二
重
の
信
仰
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と

ニ
1
I
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い〉つ。以
上
、

ニ
l
バ
l
は
ト
ル
ス
ト
イ
と
ロ
イ
ス
を
取
り
上
げ
、
信
仰
と
信
頼
、
忠
誠
の
関
係
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ニ

l
パ
!
の

644 

信
仰
論
の
中
心
的
な
概
念
で
あ
り
、
信
仰
を
価
値
論
的
に
解
釈
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

ニ
l
パ
l
は
こ
の
信
仰
の
価
値
論
的
解
釈
に
よ
り

(
お
)

「
宗
教
的
信
仰
の
普
遍
性
」
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
人
聞
は
信
仰
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

有
神
論

(
P
0
2
5
)
、
無
神
論
(
旦
宮
古
口
)
と
い
う
区
分
さ
れ
た
言
葉
は
、

神

と
い
う
語
を
定
義
な
し
に
用
い
た
場
合
に
出
て
く
る
も
の

そ
こ
で
ニ

1
パ
1
は、

な
わ
ち
、
価
値
の
中
心
と
原
因
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の

(
お
)

実
存
と
は
一
致
し
な
く
な
る
」
。

で
あ
る
。

「
神
々
」
と
い
う
言
葉
で
、
信
仰
の
普
遍
化
を
試
み
る
。
こ
の

「
神
々
」

Iま

「
我
々
の
信
仰
の
神
々
、
す

「
神
々
」
と
い
う
言
葉
で
信
仰
の
対
象
を
意
味
す
る
な
ら
、

「
無
神
論
は
人
間

つ
ま
り
、
無
神
論
者
と
い
え
ど
も
「
神
々
」

と
い
う
信
仰
の
対
象
な
し
で
は
生
き
て
は
行
け
な
い
。
現
実

の
人
間
で
何
ら
か
の
価
値
へ
の
確
信
も
忠
誠
も
な
く
生
き
て
い
る
者
は
一
人
も
い
な
い
し
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
様
な
意
味

で
、
人
々
は
生
の
価
値
へ
の
人
間
的
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
神
々
を
持
ち
、
人
間
の
信
仰
の
普
遍
的
必
然
性
を
ニ

1
パ
l
は
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ニ

1
バ
l
は
信
仰
形
態
論
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ニ
1
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
の
探
究
を
信
仰
の
形
態
に
限
定
す

る
な
ら
ば
、
多
者
を
越
え
た
唯
一
者
へ
の
価
値
の
依
存
や
忠
誠
と
し
て
の
唯
一
神
主
義
は
二
つ
の
主
要
な
信
仰
形
態
聞
に
絶
え
ず
続
く
闘
争

の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
、
二
つ
の
主
要
な
信
仰
形
態
は
、
多
く
の
献
身
の
対
象
(
神
々
)
を
も
っ
多
元
主
義
と
、
多
者
(
神
々
)
の
中
の
た

(
m
m
)
 

だ
一
者
の
み
を
対
象
と
す
る
社
会
的
信
仰
で
あ
る
」
。
し
か
も
そ
の
信
仰
の
対
象
と
し
て
の

「
神
々
」

と
は
特
定
宗
教
の
神
々
に
限
定
さ
れ

で
も
あ
る
の
で
あ
持
。

る
も
の
で
は
な
く
、
個
々
人
が
そ
れ
に
依
存
し
、
ま
た
忠
誠
の
目
的
と
な
る

「
価
値
の
中
心
」

C
・
D
-
グ
ラ
ン
ト
は
、

「
価
値
の
中
心
に
関
し
て
信
仰
の
見
解
か
ら
語
る
と
き
、

ニ
1
パ
l
は
よ
り
実
存
的
で
、
主
観
的
な
見
解
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
彼
は
価
値
判
断
が
ど
う
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
人
間
が
世
界
に
住
む
の
を
可
能
に
す
る
信
仰
を
ど
の
よ
う
に
持
っ
て
い

る
か
を
分
析
す
る
。
彼
の
価
値
論
で
は
、
立
場
と
関
連
し
て

(
幻
)

中
心
は
定
義
さ
れ
る
」
と
言
う
。

「
ー
へ
の
善
」
が
最
終
的
に
定
義
さ
れ
る
と
し
、
役
立
つ
存
在
と
し
て
価
値
の

「
価
値
の
中
心
」

は
そ
の
よ
う
な
中
心
の
確
定
が

「
正
し
い
こ
と
を
決
め
る
価
値
判
断
の
一
貫
し
た
体
系



を
構
築
す
る
」

の
に
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
価
値
の
中
心
」

は
人
間
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
我
々
は

そ
し
て
、

原
因
な
し
で
、
献
身
す
る
対
象
な
し
で
、
価
値
の
中
心

(2ロ
件
。
お
え
要
。
ユ
『
)
な
し
で
、
我
々
の
意
味
の
た
め
に
頼
る
も
の
な
し
で
生
き
る

(
お
)

こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

(M) 

「
価
値
の
中
心
」
が
意
味
す
る
こ
と
に
対
す
る
別
の
用
語
と
し
て

ノ1

は

「神

(
m
a
ま
た
は

m
a
ω
)
」
を
使
用
す
る
。
逆
に
、

値 1
あパ
り !
とが
す常
る識
信的
仰Sに

は神

と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。
「
生
を
生
き
る
価

「
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
意
義
と
価
値
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
確
か
な
価
値
の
中
心
へ
の
依
碕
」
で
あ
る
。

に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
は
同
義
語
と
し
て

「
価
値
の
中
心
」

の
よ
う
な
価
値
の
中
心
は
神
と
同
義
で
あ
り
、

(
幻
)

あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
信
仰
を
も
つ
こ
と
と
、
神
を
持
つ
こ
と
は
一
つ
で
あ
り
同
じ
で

(
お
)

「
神
と
い
う
言
葉
は
、
生
の
価
値
に
お
け
る
人
間
の
信
仰
の
対
象
を
意
味
す
る
」
と
ニ

1
バ
1

ニ
1
パ
1
は
は
っ
き
り
と

は一
=
P
つ。

「
価
値
の
中
心
」
と

が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
箇
所
は
、
『
徹
底
的
唯
一
神
主
義
と
西
洋
文
化
』

に
お
い

神

て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

「
神
々
(
向
。
ιω)
と
い
う
言
葉
は
、
普
段
の
会
話
に
お
い
て
多
く
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
」
。

我
々
は
、

「
価
値
へ
の
中
心

(
g
-
5
a
B
E
q
)
へ
の
依
存
と
し
て
、
原
因
へ
の
忠
誠
と
し
て
の
信
仰
に
関
わ
っ
て
い
る
」
。

し
た
が
っ
て
、

我
々
は
「
神
々
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
我
々
が
神
々
(
向
。
巳
ω)
と
い
う
と
き
、
我
々
は
信
仰
の
神
々
、
す

(
却
)

な
わ
ち
、
価
値
の
中
心

(g-5E8Eqω)
と
原
因

(
2
5
2
)
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」
。

」
の
よ
〉
つ
に
、

ニ
l
バ
i
の
価
値
論
は
、
信
仰

の
対
象
と
し
て
の
「
価
値
の
中
心
」
が
「
神
々
」
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
価
値
の
中
心
を
汎
神
論
的
に
「
神
々
」

に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
「
価
値
の
中
心
」
と
し
て
の
神
々
に
な
り
え
る
し
、
信
仰
の
対
象
と

な
る
の
で
あ
る
。

ニ
l
パ
l
の
価
値
の
中
心
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文

E
d百
円
。

E
q
え
〈
巳
ロ
べ
で
は
、

と
い
う
言
葉
は

「
神
々

(向。色
ω)」

使
わ
れ
て
い
な
い
し
、
価
値
の
中
心
と
神
々
の
関
係
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
知
識
な
ど
が

(

却

)

(

但

)

「
神
格
化
(
仏
O
B
aご
さ
れ
、
「
神
性
信
巳
守
)
」
な
も
の
に
成
り
え
る
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

E
d百
円
。

E
q
え〈何回

-53
で

「
価
値
の
中
心
」

と
し
て

官、4
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は
、
価
値
を
形
而
上
学
的
に
「
善
」
と
し
て
捉
え
て
、
価
値
論
者
た
ち
と
価
値
論
の
対
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

E
d
5
n
g
Z
2同
〈

mw-53

で
は
、

「
神
(
。
。
ロ
)
」
と
い
う
言
葉
が
四
回
で
て
く
る
が
、

そ
れ
は
徹
底
的
唯
一
神
主
義
的
な
特
別
な
「
価
値
の
中
心
」
を
指
し
示
す
の

646 

で
あ
る
。

信
仰
形
態
と
価
値
の
中
心

ニ
l
パ
l
は
西
洋
文
化
を
、
価
値
の
中
心
と
し
て
の
神
々
あ
る
い
は
神
に
対
し
て
、
単
一
神
主
義
(
国

g。
F
0
2
5
)
、
多
神
主
義

(3-ち

任
命
日

ωB)
、
徹
底
的
唯
一
神
主
義
(
何
回
告
主
富
。

g
p
o日
ωE)
の
三
つ
の
信
仰
形
態

5
5。
5
5
)
を
提
示
す
認
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
よ

う
な
人
間
の
異
な
っ
た
信
仰
形
態
に
よ
り
、
価
値
の
中
心
と
し
て
の
神
々
が
定
義
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

ニ
1
パ
!
の
信
仰
形
態
論
で
は
、

神
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
我
々
が
信
仰
す
る
神
と
は
、

ど
の
よ
う
な
種
類
の
神
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
宗
教
的
に
重
要
な
聞
い
は
、
神
が
存
在
す
る
か
と
い
う
聞
い
で
は
な
く
、
存
在
(
宮
山
口
問

2
Z
E
m
ω
)
が
神
格
化
さ
れ
た
価
値
で
あ
る
か
ど

(
必
)

う
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
無
神
論
者
の
「
神
(
の
。
仏
)
と
呼
ば
れ
る
超
自
然
的
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
と
、
あ
る
価
値

(
必
)

の
中
心
な
し
で
、
原
因
(
の

2
8
)
に
対
す
る
忠
誠
な
し
で
生
き
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
」
。

ニ
l
バ
l
の
信
仰
形
態
論
に
お
い
て
意

味
す
る
信
仰
と
は
、
神
を
信
じ
な
い
無
神
論
者
で
あ
っ
て
も
、
神
々
を
価
値
の
中
心
(
〈
己

5
2己
q)
で
あ
る
と
確
信
し
、

そ
れ
を
原
因

(gロ
ω
め
)
と
し
て
信
じ
る
神
々
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

H
・
R
-
ニ
!
パ
ー
に
よ
る
信
仰
形
態
と
価
値
中
心
と
し
て
の
神
の
関
係
を
表

3

1

に
示
す
。

C・

D
-
グ
ラ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

ニ
l
バ
l
の
三
つ
の
信
仰
形
態
は
、
。
日
(
一
者

)
l
g
g可
(
多
者
)
、
出
巳
件
。
(
有
限

)
l
E出
邑
件
(
無

限
)
の
「
神
々
」
の
座
標
関
係
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
白
色
色
(
一
つ
の
神
)
と
し
て
の
。

5
(
一
者
)
|
出
ロ
宮

(
有
限
)
の
象
限
が
単
一
神
主
義
、
向
。
宏
(
多
く
の
神
)
と
し
て
の

5
8可
(
多
者
)
|
皆
ぽ
(
有
限
)
の
象
限
が
多
神
主
義
、
白
色
(
唯
一
の



H.R.ニーバーによる信仰形態と価値の中心

単一神主義
原始的な信仰形態。多くの神々のなかの

agod 

(Henotheism) 
一つの神を信じ，絶対化，神聖化してそ

(一つの神)
の神に忠誠をささげる信仰形態

単一神主義あるいは一つの社会的信仰の
多神主義 gods 

(Pol同leism)
崩壊のあとにもっとも多くあらわれる，

(多くの神々)
価値の多元主義的信仰形態

徹底的唯一神主義 多くの神々のすべてを超えている唯一者 God 

(Radical Monotheism) なる神を信じる徹底的唯一神の信仰形態 (唯一の神)

表3-1

神
)
と
し
て
の
。

5
(
一
者

)
1
E
E昨
(
無
限
)
で
あ
る
(
図
3
1
1
)
。

ニ
1
パ
!
の
三
つ
の
信
仰
形
態
は
こ
の
よ
う
に
各
象
限
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
特
徴
を
把
握
し
て
お
く
。

「
単
一
神
主
義
」
(
出

g。
paωB)
で、

者
の
み
を
対
象
と
す
る
社
会
的
信
仰

2
8巳
包
宮
前
)
)
」
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
は

(
必
)

「
歴
史
的
に
も
伝
記
的
に
も
原
始
的
な
信
仰
の
形
態
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
通
常
、

①
第
一
の
類
型
は

「
多
者
の
な
か
の

原
初
的
社
会
生
活
あ
る
い
は
家
族
母
体
の
な
か
の
幼
児
の
現
象
と
し
て
説
明
さ
れ

る
単
一
神
主
義
信
仰
は
、
明
ら
か
に
国
家
主
義
形
態
の
近
代
国
家
に
勢
力
を
ふ
る

っ
て
い
か
に
と
ニ

i
パ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
国
家
主
義

(ロ己目。

S
ロ
ω自
)

そ
れ
を
絶
対
化
、

で
あ
る
。
国
家
を
究
極
的
な
価
値
と
み
な
し
、

神
聖
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
国
家
に
お
い
て
、
有
限
な
価
値
の
絶
対
化
に
よ

っ
て
独
裁
政
治
や
全
体
主
義
と
い
う
単
一
神
教
の
危
険
性
が
顕
在
化
し
た
こ
と
は

歴
史
的
事
実
が
示
す
こ
と
で
あ
る
。
(
例
証
と
し
て
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
と
イ
タ

リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
戦
前
の
わ
が
国
の
国
家
神
道
な
ど
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。
)

国
家
の
代
わ
り
に
「
家
族
、
部
族
、

セ
ク
ト
共
同
体
な
ど
の
よ
り
小
さ
い
社
会
的

ユ
ニ
ッ
ト
や
、
文
明
や
人
類
な
ど
の
よ
り
大
き
い
社
会
的
ユ
ニ
ッ
ト
が
価
値
の
中

(
必
)

心
ま
た
は
忠
誠
の
原
因
と
な
る
」
。
ま
た
、
忠
誠
を
尽
く
す
対
象
と
し
て
、
会
社

な
ど
の
営
利
組
織
な
ど
も
、

そ
の
従
業
員
に
と
っ
て
絶
対
的
な
価
値
を
持
っ
た
場

合
に
、
十
分
こ
う
し
た
単
一
神
主
義
の
対
象
と
な
り
え
る
。

ニ
1
バ
ー
は
こ
の
単
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信仰の形態の分類図3-1

|無限 Gnfinite)

< Infinite and many> 

論理的に不可

(Radical Henotheism) 

< Infinite and one> 

徹底的単一神主義

(Radical Henotheism) 多
者

(
B
S可
)

一
者
(
。

5) < finite and many> 

多神主 義

(Polytheism) 

< finite and one> 

単一神主義

(Henotheism) 

有限 (finite)

C. DAVID GRANT “GOD The CENTER of VALUE" p.51) 

一
神
主
義
を
「
社
会
的
信
仰
」

と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
単

神
主
義
は
多
者
の
な
か
の
一
者
だ
け
を
絶
対
化
す
る
と
き
に

648 

ペ
ル
グ
ソ
ン
的
に
い

(
必
)

え
ば
「
あ
る
閉
鎖
的
社
会

(ω
。
E
O
巳
g
a
g巳
。
守
)
」
に
な

は
一
つ
の
「
社
会
的
信
仰
」
と
な
り
、

二
つ
の
文
明
は
国
家
よ
り

(
ぬ
)

大
き
な
共
同
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
閉
鎖
社
会
に
と
ど
ま
る
」

り
得
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

の
で
あ
り
、
国
家
、
民
族
、
階
級
、
文
明
、
宗
教
、
科
学
、

経
済
等
、
多
く
の
も
の
の
な
か
の
一
つ
だ
け
を
価
値
の
中

心
、
忠
誠
の
対
象
(
。
号
。

Z
2円
)
と
す
る
の
が
単
一
神
主
義

で
あ
る
。

②
第
二
の
類
型
は
「
多
神
主
義
」

(E笠
宮
町
B
)
で
あ
る
。

(修正引用

献
身
の
多
く
の
対
象

(
5
8可。
Z
R
Z
)
を
持
つ

義

(
Z
E
E
-
b
)
」
で
あ
る
。

「
多
元
主

「
こ
の
多
元
主
義
は
、
歴
史

的
に
も
ま
た
今
日
の
情
況
で
も
、
単
一
主
義
の
社
会
的
信
仰

が
崩
壊
し
た
後
、
最
も
多
く
現
わ
れ
る
。
国
家
ま
た
は
他
の

閉
鎖
社
会
へ
の
確
信
が
喪
失
し
た
時
、
信
仰
に
よ
っ
て
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
は
、
多
様
な
価
値
の
中
心
を
頼
み

と
し
、
彼
ら
の
忠
誠
を
多
く
の
原
因
に
分
散
し
て
し
ま
う
の

(
見
)

で
あ
る
」
と
ニ

1
パ
1
は
言
う
。
こ
の
よ
う
に
「
多
神
主
義
」



は
、
歴
史
的
に
は
単
一
神
主
義
あ
る
い
は
一
つ
の
社
会
的
信
仰
の
崩
壊
の
あ
と
に
も
っ
と
も
多
く
あ
ら
わ
れ
る
信
仰
形
態
で
あ
り
、
価
値
の

多
元
主
義
と
言
え
る
。
人
々
は
「
閉
鎖
的
社
会
」
に
た
い
す
る
確
信
が
く
ず
れ
た
あ
と
に
、
多
く
の
「
価
値
の
中
心
」
を
持
ち
、
価
値
の
多

様
化
が
起
こ
っ
て
く
る
。
(
例
証
と
し
て
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
戦
前
と
戦
後
の
変
化
が
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
典
型
的
な
単

一
神
主
義
か
ら
多
神
主
義
へ
の
移
行
で
あ
る
。
)
そ
こ
で
は
、
人
々
が
自
ら
の
価
値
を
自
ら
選
択
し
て
多
く
の
価
値
と
目
的
の
た
め
に
生
き

そ
し
て
、
ニ

1
パ
l
は
、
「
最
も
批
判
的
で
自
意
識
の
強
い
人
々
の
間
で
、
共
同
体
的
信
仰
の
消
滅
が
孤
立
化
し
た
自
己

(
臼
)

を
価
値
の
中
心
と
原
因
に
す
る
た
め
に
、
社
会
の
代
わ
り
に
自
己
を
立
て
る
努
力
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
例

る
よ
う
に
な
る
。

は
快
楽
主
義
(
開
立
の
ロ
ユ

8
2
5
)
と
実
存
主
義
(
開
比

z
g
E
-
2
5
)
な
ど
で
あ
る
。
快
楽
主
義
は
快
|
不
快
の
感
情
に
中
心
を
求
め
る
。
実

い
ず
れ
の
場
合
も
、
「
快
楽
主
義
と
実
存
主
義
は
、
神
々
に
見
捨
て
ら
れ
、
孤
独
で
あ

り
な
が
ら
し
か
も
生
を
維
持
し
続
け
る
人
々
の
聞
に
生
き
る
、
信
仰
の
か
す
か
な
生
き
残
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
戸
。
こ
の
よ
う
な
多
神

存
主
義
の
場
合
は
、
自
己
の
中
に
中
心
を
求
め
る
。

主
義
は
、
価
値
相
対
主
義
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
な
り
、

そ
の
反
動
と
し
て
単
一
神
主
義
に
も
ど
ろ
う
と
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

③
第
三
の
類
型
は

「
徹
底
的
唯
一
神
主
義
」
(
宮
島

g一
宮

g♀
宮
町
自
)
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
形
態
は
、
「
事
実
と
し
て
よ
り
は
希
望
と
し

て
、
現
実
と
し
て
よ
り
は
可
能
性
と
し
て
こ
れ
ま
で
西
洋
で
は
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
危
機
の
時
代
に
は
、
現
実
と

(
日
)

し
て
、
自
然
な
社
会
的
信
仰
と
多
神
主
義
を
修
正
し
て
き
た
」
と
ニ

l
バ
1
は
い
う
。
西
洋
史
に
お
い
て
こ
の
信
仰
は
、
ど
の
時
代
、
ど
の

地
域
に
お
い
て
も
、
ラ
イ
バ
ル
(
他
の
二
つ
の
信
仰
形
態
)
と
争
っ
て
き
た
。

ほ
ん
の
歴
史
の
瞬
間
と
個
人
的
な

そ
し
て
、
こ
の
信
仰
は
、

実
存
の
浄
化
さ
れ
た
合
間
に
だ
け
し
か
勝
利
し
て
き
て
い
な
い
(
初
期
キ
リ
ス
ト
教
、
中
世
の
教
会
社
会
、
初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
あ
る
い
は
敬
慶
な
一
九
世
紀
の
時
代
に
み
ら
れ
た
も
の
な
ど
)
。
ま
た
、
我
々
は
、
唯
一
神
主

義
が
、
現
実
に
は
常
に
単
一
神
主
義
あ
る
い
は
多
神
主
義
と
混
合
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
出
す
。
歴
史
に
お
け
る
、
単
一
神
主
義
と

多
神
主
義
の
振
り
子
の
よ
う
な
動
き
に
お
い
て
、
人
間
の
求
め
る
安
易
な
欲
求
は
、

そ
の
多
く
が
社
会
的
忠
誠
を
伴
っ
た
閉
鎖
社
会
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
唯
一
神
主
義
が
そ
れ
自
体
を
完
全
に
具
現
化
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
希
望
と
し
て
、
あ
る
い
は
可
能
性
と
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そ
れ
故
ニ

1
パ
l
は
、
徹
底
的
唯
一
神
主
義
と
呼
ぶ
。
徹
底
的
唯
一
神
主
義

「
価
値
の
中
心
は
閉
鎖
社
会
で
も
そ
の
社
会
の
原
理
で
も
な
く
、
存
在
そ
れ
自
身
の
原
鴎
」
で
あ
り
、
「
多
数
の
な
か
の
一
つ

の
存
在
で
は
な
く
、
多
者
を
超
越
し
た
唯
一
者

3
5
5
8
2
5。
Eお
)
」
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
徹
底
的
唯
一
神
主
義
の
神
と
は
、

多
く
の
神
々
を
超
え
て
い
る
一
者
、
唯
一
者
な
る
神
で
あ
る
。
そ
の
神
は
、
す
べ
て
の
存
在
の
創
造
者
で
あ
り
、
す
べ
て
存
在
し
て
い
る
も

し
て
の
唯
一
神
主
義
は
ま
さ
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
。

に
と
っ
て
、

650 

の
の
根
源
で
あ
る
。

そ
し
て
す
べ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
に
価
値
づ
け
る
、
価
値
の
根
源
で
も
あ
る
。

徹
底
的
唯
一
神
主
義
の
信
仰
は

「
自
己
と
す
べ
て
の
存
在
の
意
義
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
存
在
の
源
泉
を
信
頼
す
る
。

そ
の
信
仰
は
、
私

が
存
在
す
る
が
故
に
価
値
付
け
ら
れ

(g-5色
、
あ
な
た
が
存
在
す
る
が
故
に
愛
さ
れ
、
何
で
も
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
愛
さ
れ
る
価
値
が

あ
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
又
、

そ
の
信
仰
は
、
存
在
し
て
い
る
も
の
が
、
存
在
の
原
理
(
℃
江
口
。
目
立
ゆ
え
宮
山
口
問
)
で
あ
り
ま
た
価
値
の
原

理
(
匂
ユ
号
室
。
。
才
色

5)
で
あ
る
唯
一
者
に
、

そ
の
起
源
と
存
在
と
を
得
て
い
る
多
く
の
中
の
一
つ
と
し
て
実
在
す
る
が
故
に
す
べ
て
が
善

(
日
)

で
あ
る
(
巧
}
E
Z
S門
戸

ωLω
向
。
。
仏
)
と
い
う
確
信
で
あ
る
」
。
こ
の
信
仰
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
関
わ
っ
て
い
る
唯
一
者
と
の
関
係
で
あ
り
、

存
在
の
原
理
と
価
値
の
原
理
と
は
、
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
切
り
離
す
と
し
た
ら
、
徹
底
的
な
唯
一
神
主
義
に
は
な
ら
な
い
。

「
存
在
の
原
理
は
価
値
の
原
理
と
一
致
し
て
お
り
、
価
値
の
原
理
は
存
在
の
原
理
と
一
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
徹
底
的

そ
れ
ゆ
え
に
、

唯
一
神
の
も
と
で
は
、
す
べ
て
の
存
在
は
徹
底
的
に
相
対
化
さ
れ
、
神
の
前
に
徹
底
的
に
平
等
で
あ
り
、
価
値
付
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。

在
の
み
を
価
値
の
中
心
と
す
る
単
一
神
主
義
は
否
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
徹
底
的
唯
一
神
の
前
で
は
、
す
べ
て
の
存
在
は
自
己
を
絶
対
化
で
き
な
い
相
対
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。
そ
れ
故
に
あ
る
存

そ
し
て
、
徹
底
的
唯
一
神
主
義
は
社
会
的
信
仰
の

「
閉
鎖
的
社
会
」

で
は
な

く
、
徹
底
的
な
「
開
か
れ
た
社
会
」

(
8
8
8
8巳
oq)
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
信
頼
す
る
信
仰
と
し
て
の
徹
底
的
唯
一
神
主
義
に

て
の

「
忠
誠
に
対
す
る
忠
誠
」
で
は
な
く
、
内
在
す
る
と
同
時
に
超
越
す
る
忠
誠
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
も
の
と
し

(ω) 

「
す
べ
て
の
存
在
へ
の
忠
誠
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
忠
誠
は
忠
誠
へ
の
忠
誠
で
は
な
く
、
存
在
へ
の
忠
誠
で
あ
る
。
閉
鎖
社

ロ
イ
ス
の

お
け
る
忠
誠
は
、

会
で
の
限
定
し
た
存
在
に
対
し
て
で
は
な
く
、
聞
か
れ
た
社
会
で
の
隣
人
と
し
て
、
仲
間
と
し
て
の
す
べ
て
の
存
在
に
対
す
る
忠
誠
で
あ



る
。
忠
誠
の
原
因
は
二
重
性
を
持
っ
て
い
る
。

一
つ
は
存
在
の
原
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
存
在
の
領
域
で
あ
る
。
そ
し
て
存

在
の
原
理
は
一
つ
の
原
因
と
し
て
存
在
の
領
域
を
持
っ
て
い
る
。
徹
底
的
唯
一
神
主
義
は
存
在
の
領
域
全
体
を
含
ま
な
い
、
存
在
の
原
理
そ

れ
自
体
に
な
り
え
な
い
絶
対
的
な
も
の
を
否
定
す
る
。

そ
れ
と
同
時
に
相
対
的
に
す
べ
て
の
存
在
を
畏
敬
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
徹
底
的
唯

一
神
主
義
の
偉
大
な
二
つ
の
モ
ッ
ト
ー
に
対
応
す
る
。
「
わ
た
し
は
主
で
あ
り
あ
な
た
の
神
で
あ
る
。
あ
な
た
は
私
の
前
に
ほ
か
の
神
々
を

も
っ
て
は
な
ら
な
い
」
そ
し
て
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
善
で
あ
る

(
5
3
3と

三
)
」
。
と
い
う
こ
と
で
あ
認
。

ニ
l
パ
!
の
三
つ
の
信
仰
類
型
を
見
た
が
、
と
く
に
ニ

1
パ
!
の
唯
一
神
主
義
の
根
本
的
意
義
は
単
一
神
主
義
と
対
比
す
る
こ
と

ニ
1
パ
1
自
身
「
唯
一
神
主
義
の
主
要
な
ラ
イ
バ
ル
は
、
社
会
的
信
仰
、
あ
る
い
は
単
一
神
主
義
で
あ
碍
」
と
述
べ
て
い

以
上
、

で
明
確
に
な
る
。

る
。
西
谷
幸
介
は
、

そ
の
点
「
唯
一
神
信
仰
は
永
続
的
自
己
革
命
の
原
理
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
原
理
主
義
的

神
政
政
治
の
よ
う
に
唯
一
神
教
を
ド
グ
マ
化
し
唯
一
神
の
地
位
を
人
間
に
す
ぎ
な
い
統
治
者
が
自
己
占
有
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
あ
る
い
は

ま
た
、
こ
の
信
仰
を
倫
理
化
し
制
度
化
す
る
努
力
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
政
治
的
・
社
会
的
・
文
化
的
諸

形
成
物
自
体
が
絶
対
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
批
判
す
る
た
め
に
は
批
判
者
自
身
も
ま
た
か

(
臼
)

の
普
遍
神
の
前
に
立
ち
自
己
相
対
化
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
徹
底
的
唯
一
神
主
義
は
社
会
的
信
仰

を
絶
対
化
さ
れ
、
単
一
神
主
義
に
な
る
こ
と
を
徹
底
的
に
警
自
戒
す
る
。

お
わ
り
に

ニ
l
バ
l
の
価
値
論
に
つ
い
て
価
値
の
中
心
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。

ニ
i
パ
!
の
価
値
概
念
の
形
成
は
、

ト
レ
ル
チ
、

命、
L
v
k
l

ノ
ノ
1
1

の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

ニ
1
バ
!
の
価
値
概
念
の
背
景
に
は
、

カ
ン
ト
か
ら
リ
ッ
チ
ェ
ル
と
そ
の
流
れ
を
継
承
し
、
リ
ッ
チ
ェ
ル
に
始
ま
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る

「
宗
教
的
な
判
断
は
価
値
判
断
で
あ
る
」

と
い
う
価
値
論
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。

ニ
1
バ
l
は
、
価
値
評
価
を
信
仰
の
手
が
か
り
と
し

て
、
リ
ッ
チ
ェ
ル
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
の
関
係
論
的
価
値
神
学
を
認
め
つ
つ
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
、
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
の
結
合
に

652 

お
い
て
、

H
・
フ
ラ
イ
が
い
う
よ
う
に
回
心
神
学
の
枠
組
み
を
形
成
し
た
独
自
の
関
係
的
価
値
論
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、

ニ
l
バ
l
の
価
値
論
は
信
仰
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
。
信
仰
と
は
信
頼
と
忠
誠
と
の
相
互
作
用
か
ら
な
る
現
象
で
あ
る

カヨ

ニ
1
バ
!
は
信
仰
を
「
自
己
を
価
値
づ
け
る
も
の
へ
の
信
頼
」

と
し
て
、

ま
た
信
仰
を
「
自
己
が
価
値
づ
け
る
も
の
へ
の
忠
誠
」

と
し

て
解
釈
す
る
。

ニ
1
パ
1
は
こ
の
よ
う
に
信
仰
を
価
値
論
的
に
捉
え
る
。

そ
し
て
ニ

1
パ
1
は
価
値
づ
け
る
も
の
を

「
価
値
の
中
心
」

と

し
、
汎
神
論
的
に
「
神
々
」

に
規
定
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
「
価
値
の
中
心
」

と
し
て
の

神
々
に
な
り
え
る
し
、
信
仰
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

ノ1

は

「
価
値
の
中
心
」

へ
の
信
仰
の
形
態
と
し
て
、
単
一
神
主
義
、
多

神
主
義
、
徹
底
的
唯
一
神
主
義
の
三
つ
の
信
仰
形
態
を
提
示
す
る
。
徹
底
的
唯
一
神
主
義
は
、
社
会
的
信
仰
を
絶
対
化
さ
れ
、
単
一
神
主
義

ま
た
、
虚
無
的
な
多
神
主
義
に
陥
る
こ
と
に
対
し
て
徹
底
的
に
警
告
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
価
値
が
多
元
化
し
て
い

に
な
る
こ
と
を
、

る
現
代
社
会
に
お
い
て
、

「
何
が
価
値
の
中
心
で
あ
る
か
」

と
い
う
問
い
に
ニ

1
パ
l
の
関
係
的
価
値
論
は
答
え
る
も
の
で
あ
る
。



注

1
.
価
値
に
つ
い
て

(1)
吉
田
正
昭
『
価
値
の
心
理
学
的
研
究
』
日
本
心
理
学
会
編
、
一
九
六
七
、
東
京
大
学
、
三
頁

ま
た
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
価
値
と
い
う
言
葉
に
一
一
通
り
の
言
葉
が
あ
っ
て
、
あ
る
と
き
は
あ
る
特
定
の
対
象
物
の
効
用
を
あ
ら

わ
し
、
あ
る
と
き
は
そ
の
所
有
か
ら
生
じ
る
他
の
財
貨
に
対
す
る
購
買
力
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
前
者
が
使
用
価
値
、
後
者
が
交
換
価
値
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
経
済
学
は
主
と
し
て
「
交
換
価
値
」
を
取
り
上
げ
、
効
用
概
念
か
ら
価
値
の
概
念
を
説
明
し
た

の
は
マ
ー
シ
ャ
ル
以
降
の
新
古
典
派
の
経
済
学
で
あ
る
。
(
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』
中
央
公
論
、
一
九
七
八
、
四
九
l
五
O
頁
)

(2)
ジ
ン
メ
ル
『
貨
幣
の
哲
学
』
居
安
正
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
九
、
五
七
九
頁

(3)
同
書
二
四
四
頁

(4)
碧
海
純
一
「
事
実
と
価
値
」
、
岩
波
講
座
哲
学
医
『
価
値
』
岩
波
書
底
、
一
九
六
八
、
八

O
頁

(5)
見
田
宗
介
著
『
価
値
意
識
の
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九
六
六
、
一
四
頁

尚
、
見
田
宗
介
は
、
現
代
に
お
け
る
価
値
の
諸
定
義
の
例
と
し
て
主
要
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
の
で
参
考
に
付
し
て
お
く
。
(
見
田
宗
介
著

『
価
値
意
識
の
構
造
』
一
一

O
l
二
三
頁
)

〈
現
代
に
お
け
る
価
値
の
諸
定
義
〉

①
〔
問
。

F
k
r
一
九
五
六
年
〕
あ
る
対
象

l
|・
物
質
的
あ
る
い
は
非
物
質
的
な
、
「
実
在
の
」
あ
る
い
は
「
想
像
上
の
」

l
l
に
た
い
し
て
、
一

個
人
あ
る
い
は
集
団
が
抱
い
て
い
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
態
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
対
象
が
何
ら
か
の
選
択
に
価
す
る
も
の
と
し
尊

重
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
そ
の
態
度
の
持
主
の
行
動
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
価
値
は
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」

(ωZ己
仏
)
あ
る
い
は
「
べ
し
」

(
。
区
間
宮
)
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
。

②

P
E
E
P
一
九
四
五
年
〕
一
連
の
状
況
に
共
通
し
て
存
在
し
、
個
人
の
内
面
的
反
応
を
呼
び
起
こ
し
う
る
す
べ
て
の
要
素
(
そ
の
よ
う
な
要
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素
U

「
価
値
」
に
よ
っ
て
よ
び
起
こ
さ
れ
る
内
面
的
反
応
が
「
態
度
」
)
。

③
〔

E
C島
}
5
r
p
一
九
五
一
年
〕
行
為
者
に
と
っ
て
可
能
な
、
行
為
の
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
、
手
段
・
目
的
の
中
か
ら
選
択
す
る
に
あ
た
っ
て

影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
、
の
ぞ
ま
し
き
も
の
に
関
し
て
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
が
抱
い
て
い
る
、
明
示
的
あ
る
い
は
暗
黙
の
、
概
念
で

あ
る
。

③

a

〔
向
上
〕
価
値
は
、
単
な
る
「
好
み
」
望
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
望
ま
し
き
も
の
の
概
念
に
も
と
づ
い
た
、
好
み
づ
け
行
動
に
限

定
さ
れ
る
。

④
〔
昌
広
E
弓

g
ι
E
R
r
Z
F
P
σ
一
九
四
八
年
、
一
九
五
三
年
〕
あ
る
特
定
の
、
客
体
あ
る
い
は
客
体
の
種
類
は
、
主
体
に
と
っ
て
、
多
少

と
も
持
続
的
に
、
魅
力
的
あ
る
い
は
反
発
的
な
も
の
と
な
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
客
体
は
、
正
の
価
値
、
ま
た
は
正
の
カ
セ

ク
シ
ス
、
す
な
わ
ち
、
感
動
を
よ
び
お
こ
し
て
引
き
つ
け
る
力
、
を
獲
得
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
負
の
価
値
、
ま
た
は
負
の
カ
セ
ク
シ

ス
、
す
な
わ
ち
、
嫌
悪
を
よ
び
お
こ
す
力
、
を
獲
得
し
た
と
か
、
わ
れ
わ
れ
は
言
う
。

④

a

〔
向
上
〕
(
価
値
)
は
、
あ
る
意
味
で
は
(
カ
セ
ク
シ
ス
)
お
よ
び
(
ヴ
ァ
レ
ン
ス
)
と
同
意
語
で
あ
り
、
他
の
意
味
で
は
(
カ
セ
ク
シ
ス

を
そ
そ
が
れ
た
実
体
)
お
よ
び
(
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
も
っ
客
体
)
と
同
意
語
で
あ
る
。

⑤
〔
富
ミ
ユ
ω
w
h
・
一
九
五
六
年
〕
行
動
的
価
値
(
。
胃

gzsszo)
生
活
体
が
あ
る
種
の
対
象
を
、
他
の
も
の
よ
り
も
好
む
傾
向
、
な
い
し
性

向。

⑥
〔
冨
。
弓

F
n・
一
九
五
六
年
〕
観
念
的
価
値

(gDg古
色

gEσ)
上
記
の
行
動
の
う
ち
、
「
結
果
に
た
い
す
る
予
期
あ
る
い
は
予
見
」
に
よ
っ

て
方
向
づ
け
ら
れ
た
好
み
づ
け
行
為
の
場
合
(
に
か
ぎ
ら
れ
る
)
。

⑦
〔
早
向
。
弓

F
n・
一
九
五
六
年
〕
客
観
的
価
値

Z
Z
R
H
S
-
5
)
そ
れ
が
実
際
に
好
ま
れ
、
あ
る
い
は
、
好
ま
し
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
(
客
観
的
に
)
好
ま
し
い
(
ま
た
は
「
の
ぞ
ま
し
い
」
)
も
の
。

⑧
〔

zza・
一
九
四
三
年
〕
価
値
を
付
与
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
事
物
や
人
聞
が
、
あ
る
特
定
の
条
件

の
も
と
で
帯
び
る
特
性
(
℃
円

8
2
q
)
な
い
し
性
能

Eg--q)
で
あ
る
〔
し
た
が
っ
て
、
価
値
は
、
「
名
詞
的
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
、
形
容

詞
的
」
で
あ
る
〕
。

⑨
〔
司

R
gロ
タ
叶
一
一
九
五
一
年
〕
一
つ
の
状
況
の
中
で
も
、
行
為
者
は
本
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
を
と
り
う
る
が
、
そ
の
中
で
ど
れ
を
選
ぶ
か

を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
、
標
準
な
い
し
基
準
と
し
て
役
に
立
つ
よ
う
な
、
共
有
シ
ン
ボ
ル
体
系
の
中
の
要
素
は
価
値
と
よ
ば
れ
う
る
。
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⑩
〔
回

gm-0・
σ
一
九
二
二
年
〕
価
値
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
何
に
宿
っ
て
い
よ
う
と
、
満
足
の
永
久
的
可
能
性
で
あ
る
。

⑪
〔
牧
口
常
三
郎
、
一
九
二
二
年
〕
価
値
と
は
人
間
が
実
在
に
た
い
し
て
吸
引
し
合
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
を
、
き
ら
っ
て
反
発
し
あ
っ

て
い
る
か
の
関
係
状
態
で
あ
る
。

⑪

a

〔
向
上
〕
価
値
は
評
価
主
体
と
対
象
と
の
関
係
概
念
で
あ
る
。

⑪
b

〔
向
上
〕
価
値
と
は
目
的
に
た
い
す
る
手
段
の
関
係
に
立
っ
て
、
実
在
が
(
物
質
的
で
も
精
神
的
で
も
)
そ
の
目
的
を
達
成
せ
し
む
る
力

の
総
称
を
い
う
。

⑫
〔
回
答
日
l
回
ω巧
q
F
一
八
八
六
年
〕
主
観
的
意
味
に
お
け
る
価
値
と
は
、
主
体
の
幸
福
の
目
的
に
た
い
す
る
一
財
、
ま
た
は
一
複
合
財
の

重
要
性
(
回
包

gEDm)
で
あ
る
。
客
観
的
意
味
に
お
け
る
価
値
と
は
、
何
ら
か
の
客
観
的
効
果
を
も
た
ら
す
た
め
の
財
の
力
、
も
し
く
は

能
力
で
あ
る
。

⑬

a

〔
同
上
〕
価
値
は
人
間
に
た
い
す
る
財
の
重
要
性
で
あ
る
。

⑬
b

〔
向
上
〕
そ
れ
が
な
け
れ
ば
与
え
ら
れ
な
い
は
ず
の
効
用
の
条
件
と
し
て
の
一
財
、
ま
た
は
一
複
合
財
が
、
主
体
の
幸
福
目
的
の
た
め
に

有
す
る
重
要
性
。

⑭
〔
冨

g
m
R
σ
一
八
七
一
年
〕
価
値
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
満
足
の
さ
い
に
具
体
財
ま
た
は
定
量
の
財
の
処
分
に
も
と
づ
い
て
わ
れ
わ
れ

の
欲
望
が
満
足
さ
れ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ら
の
財
の
わ
れ
わ
れ
に
た
い
す
る
重
要
性
で
あ

守

G
。

⑮
〔

E
F
n・
ロ
・
国
・
〕
価
値
は
財
が
人
間
目
的
の
要
求
に
役
立
つ
能
力
の
程
度
で
あ
る
。

⑮
〔
〉
σ
E
P
ロ
二
九
五

O
年
〕
価
値
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
物
、
事
件
、
行
為
、
個
人
な
ど
を
、
承
認
l
不
承
認
(
名
古

Eg--ー

ι-835g-)

の
尺
度
の
上
に
判
断
す
る
さ
い
の
、
基
準
の
役
割
を
実
際
上
お
わ
さ
れ
て
い
る
観
念
な
い
し
態
度
で
あ
る
。
こ
こ
で
承
認
あ
る
い
は
非
承

認
は
、
道
徳
的
、
審
美
的
、
快
楽
的
、
あ
る
い
は
、
何
か
他
の
次
元
に
よ
る
も
の
で
あ
り
う
る
。

⑫
〔
匡

-32・
の
二
九
五
四
年
〕
価
値
と
は
社
会
化
さ
れ
た
人
間
の
側
に
お
け
る
共
通
の
関
心
の
対
象
で
あ
る
。

⑮
〔
∞

2
Z
F
回
二
九
五

O
年
〕
(
価
値
と
は
)
何
ら
か
の
欲
求
の
対
象
で
あ
る
。

⑮
〔
Z
包
巴
w

一
九
五
一
年
〕
や
り
が
い
言
。
ユ
}
ヨ

E
8
2
ω
)
に
関
す
る
概
念
。

⑫
〔
E
2
F
・
一
九
五
三
年
〕
道
徳
的
義
務
の
規
定
に
関
す
る
観
念
も
し
く
は
表
明
。
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⑫
、
⑫
(
口
。

E
・∞
-
C
一
九
五
一
年
〕
望
ま
し
い
も
の
(
母
包
含
E
E
E
)
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が
あ
る
時
に
願
望
あ
る
い
は
選
択
す
る
も
の
、

を
価
値
と
定
義
し
よ
う
。

調
査
に
お
い
て
は
、
価
値
は
、
回
答
者
が
、
自
分
が
望
ん
で
い
る
と
の
べ
る
も
の
と
、
操
作
的
に
定
義
さ
れ
る
。

⑫
、
⑫
、
⑧
〔
ラ
ラ
ン
ド
哲
学
用
語
辞
典
〕

A

(
主
観
的
に
は
)
事
物
が
あ
る
主
観
(
主
体
)
も
し
く
は
一
群
の
主
観
(
主
体
)
に
よ
っ
て
多
少
な
り
と
も
尊
重
さ
れ
欲
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

存
在
す
る
、
そ
の
事
物
の
特
質
。

B

(客
観
的
に
は
)
事
物
が
多
少
な
り
と
も
尊
重
に
あ
た
い
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
、
そ
の
事
物
の
特
質
。

C

(
客
観
的
に
で
は
あ
る
が
仮
説
的
な
資
格
で
)
事
物
が
あ
る
何
ら
か
の
目
的
を
満
足
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
害
す
る
、
そ
の
事
物
の
特
質
。

⑫
〔
ロ
ヨ
話
予
行
一
九
二
九
年
〕
す
べ
て
、
行
為
の
統
制
に
お
い
て
正
当
な
権
威
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
。

⑫
〔
城
塚
登
、
一
九
五
九
年
〕
価
値
と
は
人
間
の
人
間
的
な
生
存
と
自
己
展
開
と
に
た
い
す
る
必
要
性
、
不
可
欠
性
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
〔
吋
日
戸
。
B
S
S門日
N
S
E
R
E
w
m，
一
一
九
一
八
|
二

O
年
〕
社
会
的
価
値
(
ま
た
は
、
単
に
「
価
値
」
)
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
の
は
、

あ
る
社
会
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
近
づ
き
う
る

(RBωω50)
経
験
的
内
容
を
も
ち
、
同
時
に
、
活
動
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
は
、

活
動
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
何
ら
か
の
デ

l
タ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
食
料
品
、
道
具
、

貨
幣
、
一
篇
の
詩
、
大
学
、
神
話
、
科
学
理
論
な
ど
は
社
会
的
価
値
で
あ
る
。
:
:
:
社
会
的
価
値
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
然
物

(
B
E
E
-

F
E
m
)
と
対
照
さ
れ
る
。
自
然
物
も
(
経
験
的
)
内
容
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
自
然
の
一
部
分
と
し
て
、
人
間
活
動
に
と
っ
て
の
意
味
は
も

っ
て
い
な
い
の
で
、
「
価
値
な
し
」

(gzo-2ω)
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

⑫
〔
N
S巳
R
E
w
p
一
九
三
四
年
〕
客
観
的
に
意
味
を
も
ち
、
い
っ
さ
い
の
心
理
学
的
主
体
か
ら
独
立
し
た
客
体
と
し
て
、
:
:
:
の
価
値
。

諸
価
値
は
、
そ
れ
ら
が
自
身
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
か
ら
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
道
で
は
な
い
。
諸
価
値
の
価
値
論
的

(
良
吉
宮
位
。
包
)
な
意
義
は
、
活
動
の
進
行
に
お
け
る
、
他
の
諸
価
値
と
の
関
係
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
心
理
学
的
主
体
と
の
関
係

に
は
依
存
し
て
い
な
い
。

⑩
〔

F
3・
F
一
九
二
六
年
〕
何
ら
か
の
関
心
の
対
象
。

⑪
〔
伊
『
吋
F
F
一
九
五
四
年
〕
(
関
心
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
価
値
の
中
心
的
な
特
質
は
)
起
動
的
あ
る
い
は
支
配
的
な
期
待
で
あ
る
。

⑨
〔
わ
ωぎ
口
、
巧
・
守
一
一
九
五
九
年
〕
(
③
の
修
正
と
し
て
)
価
値
は
、
望
ま
し
き
も
の
の
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
シ
ン
ボ
ル
上
の
望
ま
し
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い
も
の
に
対
す
る
一
組
の
好
み
づ
け
反
応
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
。

⑮

(

冨

z--R』
・
同
一
一
九
五
八
年
〕
望
ま
し
い
と
い
う
性
質
(
満
足
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
性
質
)
。

(6)
同
書
一
七
頁

(7)
碧
海
純
一
「
事
実
と
価
値
」
、
岩
波
講
座
哲
学
医
『
価
値
』
岩
波
書
底
、
一
九
六
八
、
七
一
頁

(8)
城
塚
登
「
価
値
意
識
の
構
造
」
金
子
武
蔵
編
『
価
値
』
理
想
社
、
一
九
七
二
、
一
八
五
|
一
八
六
頁

(9)
同
書
一
九
四

l
一
九
五
頁

(
日
)
玉
川
直
重
著
『
新
約
聖
書
ギ
リ
シ
ャ
語
辞
典
』
キ
リ
ス
ト
教
新
聞
社
、
二

0
0
0

尚
、
三
与
は

M
d
S
N
a
s札
口
片
足
。
さ
ミ
ミ

s…
5
8
恩師
E
S
S
H
w
a
-
g
ι
喜
の

q
g
E司

門
戸

O
E
n
F
d司
冨
・
回
・
何
一
回
開
冨
〉

Z
∞
E
E
Z
E
D
m

n。
白
日
出
口
可
に
よ
れ
ば
、
「
戸
岳
mwRd。
HAFWJvロ⑦州話。ュ
σ
g
g
m凶旬。吋
ω
。ロ・目・
0

・waag片
山

ω
貯の件目。
p
j
a
g
B司自
ω
山氏。
p
i
6
s
z
m
w民。
p
i
d。ロ。ロ「喜一
N

・

(。巳可
ω
降
雪
国
。

B
・)門
F
o
g
-
5
丘町
W
F
E
F
dュ
g
¥
:ぜロ
R
F
g
m
w
uュ
2
・3

」
と
な
っ
て
い
る
。

(
日
)
金
子
武
蔵
編
『
価
値
』
理
想
社
、
一
九
七
二
、
五
頁

(
ロ
)
小
倉
士
山
祥
編
『
価
値
の
哲
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
、
三
頁

(
臼
)
城
塚
登
「
価
値
意
識
の
構
造
」
金
子
武
蔵
編
『
価
値
』
理
想
社
、
一
九
七
二
、
一
八
三
頁

(
日
)
岩
波
講
座
哲
学
医
『
価
値
』
一
九
六
八
、

i
頁

(
日
)
碧
海
純
一
「
事
実
と
価
値
」
岩
波
講
座
哲
学
医
『
価
値
』
、
一
九
六
八
、
七
三
頁

(
時
)
内
山
稔
「
シ
ェ

1
ラ
1
に
お
け
る
価
値
と
存
在
」
金
子
武
蔵
編
『
価
値
』
理
想
社
、
一
九
七
二
、
一
七
頁

(
刀
)
前
掲
書
、
碧
海
純
一
、
七
三
頁

(
回
)
泉
谷
周
三
郎
「
ヒ
ュ

1
ム
」
清
水
書
院
、
一
九
九
一
、
九
頁

(
印
)
前
掲
書
、
碧
海
純
一
、
七
三
l
七
四
頁

(
却
)
モ
ナ
ド
ロ
ジ

1
(
E
O
B号
目
。
阿
佐
)
l
l
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
(
単
子
)
に
関
す
る
形
而
上
学
説
を
指
す
。
最
高
の
モ
ナ
ド
が
神
で
あ
り
、
最

下
位
の
モ
ナ
ド
が
物
質
で
あ
る
。
モ
ナ
ド
は
神
の
意
志
に
よ
っ
て
創
造
な
い
し
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
「
予
定

調
和
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
(
参
考
・
山
崎
正
一
、
市
川
浩
編
『
現
代
哲
学
事
典
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七

O
)

(
幻
)
価
値
情
緒
説
l
l
「
事
実
と
価
値
」
に
関
す
る
問
題
を
徹
底
的
に
検
討
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

1
パ
!
や
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
価
値
情
緒
説
」
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の
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
価
値
情
緒
説
を
最
も
単
万
直
入
な
言
及
は

A
・
J
・
エ
イ
ヤ
l
の
「
言
語
・
真
理
・
論
理
」
の
「
倫
理
学
お
よ
び
神
学

の
批
判
」
に
見
出
せ
る
。
「
情
緒
」
と
い
う
意
味
は
「
表
現
的
」

(
a
u
B留
守
σ)
と
「
喚
起
的
」

(
2
2主
語
)
と
い
う
両
義
性
を
持
つ
。
エ
イ
ヤ
ー

は
前
者
に
重
点
を
置
き
、

C
・
L
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
は
後
者
に
重
点
を
置
い
た
。
(
碧
海
純
一
「
事
実
と
価
値
」
八
九
|
九

O
頁
)

(
幻
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
水
垣
渉
訳
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
第
二
巻
』
白
水
社
、
一
九
七
八
、
一
二

O
ー
一
二
八
頁

(
お
)
同
童
三
二

O
頁

(M)
同
書
一
二

O
頁

(
お
)
同
室
竺
二

O
頁

(
お
)
同
書
一
二

O
頁

(
幻
)
同
書
一
一
二
頁

(
お
)
同
書
士
二
頁

(
却
)
同
書
二
二
頁

(
初
)
同
書
士
二
頁

(
泊
)
同
書
二
二
頁

(
幻
)
同
書
二
二
頁

(
お
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
思
想
の
流
れ
を
汲
む
リ
ッ
チ
ル
の
思
想
は
、
ラ
ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
と
社
会
的
福
音
運
動
に
よ
っ
て
ア
メ
リ

カ
へ
移
植
さ
れ
た
。
(
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
H
』
白
水
社
、
一
九
九
七
、
九
四
頁
)
し
た
が
っ
て
、
当
然
H
・
R
-
ニ
1
パ
1
は

リ
ッ
チ
ル
の
影
響
を
受
け
た
と
い
え
る
。

尚
、
東
方
敬
信
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
由
主
義
神
学
は
大
き
く
「
福
音
的
自
由
主
義
」
と
「
近
代
的
自
由
主
義
」
に
分
け
ら
れ
る
。

前
者
は
、
「
倫
理
的
社
会
的
自
由
主
義
」
と
「
形
而
上
学
的
自
由
主
義
」
に
分
か
れ
る
。
と
く
に
「
倫
理
的
社
会
的
自
由
主
義
」
は
ラ
ウ
シ
ェ
ン

プ
ッ
シ
ュ
が
代
表
者
で
あ
り
、
カ
ン
ト
ー
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
影
響
の
も
と
で
、
道
徳
的
経
験
に
意
味
と
価
値
を
見
出
し
福
音
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
述
べ

伝
え
た
。
「
近
代
的
自
由
主
義
」
は
「
倫
理
的
社
会
的
近
代
主
義
」
と
「
経
験
的
近
代
主
義
」
に
分
か
れ
る
。
ニ

l
パ
l
の
恩
師
で
あ
る

D
・

C
-
マ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
は
こ
の
立
場
で
あ
り
、

H
・
R
-
ニ
1
パ
l
は
こ
の
流
れ
か
ら
で
て
き
た
。
(
東
方
敬
信
『
H
・
リ
チ
ャ

l
ド
・
ニ

l
パ
l

の
神
学
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
一
九
八

O
、
二
六
|
一
一
二
頁
)
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尚
、
ニ

1
パ
i
は
ラ
ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
国
・
担
。

E
E
Z
o
t
z『
F
S
S立
g
b
E
R
包
・
出

-
E
n
E
E
Z
o
t
z宵
ω足
当
ωEC

回
ORFW
吋
}
話
回
。
ロ

ω
E
3・2ω
円。

BUmsuJZ04司ペ。「
w
w
S印
FH}・

AEAFEhω
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
出
・
担
。
}
百
三

z-oσ
ロ
FFMJ言

岡
山
ミ
h
乱
。
選
。
¥
C
ミ

S
K
Aさ
ミ

sw出向凶号
q
h仲
間
。
戸
田
町
凶
弓

q
H，。
RFσ
。。

E
・
HUω
吋

wu・H
E
参
照
。

(
但
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
水
垣
渉
訳
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
第
二
巻
』
白
水
社
、
一
九
七
八
、
二
一
二
頁

(
お
)
同
書
一
二
二
頁

(
お
)
同
書
一
二
二
頁

(
幻
)
同
書
一
二
二
頁

(
犯
)
同
書
一
二
二
頁

(
拘
)
同
書
二
三
一
頁
。
尚
、
「
価
値
の
位
階
」
は
キ
リ
ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
シ
ェ

1
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
す
べ

て
の
人
に
妥
当
す
る
客
観
的
な
価
値
世
界
は
価
値
の
位
階
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
価
値
は
、
精
神
価
値
・
生
命
価
値
・
快
適
価
値
・
有
用

価
値
、
さ
ら
に
精
神
価
値
の
最
上
位
の
聖
価
値
を
分
け
る
と
五
段
階
と
な
り
、
高
低
に
よ
る
序
列
が
そ
こ
に
与
え
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化

を
支
配
し
て
き
た
最
高
価
値
は
「
聖
価
値
」
で
あ
り
、
文
化
は
こ
れ
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
。
(
金
子
晴
勇
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
文
化
』

教
文
館
、
一
九
九
九
、
二
三

l
二
四
頁
)

(
却
)
出
・
同

-zoσ
吾吋
¥
d
H
o
n
o
D買
え

5
5
3
古
河
応
急
ミ
ミ
s
s
s選
。
ミ

S
Sミ
P
N
H
3・
Z
2
5
F
E
H
d
o『
日

3
2
3
5
σ
。。
F
S
G
0・

同
)
・
一
{
(
)
C

(4)
内
山
稔
「
シ
ェ

l
ラ
1
に
お
け
る
価
値
と
存
在
」
金
子
武
蔵
編
『
価
値
』
理
想
社
、
一
九
七
二
、
一
四
頁

(
必
)
同
書
一
四
頁

(
必
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
水
垣
渉
訳
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
第
二
巻
』
白
水
社
、
一
九
七
八
、
一
二
三
頁

(
叫
)
同
書
二
三
二
頁

(
必
)
同
書
一
二
三
頁

(
必
)
同
書
二
三
ニ
頁

(
釘
)
国
自

ω巧
・
中
止
¥
斗
FodHg-om可
。
同
国

-E各自・
ι
Z
E
v
c
F
F
W
W
E
g
g
s
h
b
E
3
a・
3
己

H
N
E
5
9
5可
z
g
J問
。
畏
出
回
弓

q
h仲
間
。
戸
支
出

(必

)
F
E
-
b
-
s
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(
宕
)

Ibid.
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p.69-70 
。沼市W

C
'
l
'
出
・
出
・
l
\
~
て
ー
な
事
担
露
骨
~
E
;
;
現
ræ~民

(....-1) 
H. Ri

chard N
i
e
b
u
h
r
，
 

T
h
e
 M
e
a
n
i
n
g
 ofRevelation

，
 

N
e
w
Y
o
r
k
，百

le
Macmillan Publishing Co.

，
 1960

，
 

p.xi zf
盤

M
.
R. 
A
J
~
ド
。

(C'l) 
P
a
u
c
k
 W

i1
h
e
l
m
，
 FR

O
M
 L
U
T
H
E
R
 T

O
 T
I
L
L
I
C
H
:
 T
h
e
 R
ゆ

rmers
a
n
d
 Their Heirs

，
 edited b

y
 M
a
r
i
o
n
 P
a
u
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H
a
r
p
e
r
 &

 R
o
w
，

 

Publishers
，
 

Inc.1984
，
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∞
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国
・
出
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l
\
~
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室
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位
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訴
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題
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1
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'
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1
 <兵

回
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(
司
)

H. Ri
chard N

i
e
b
u
h
r
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M
.
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(∞) 
Ibid.
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p.16 

(
也
)

Ibid. 

(
ド
)

Ibid. 

(
∞
)
 
Ibid. 

(
∞
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chard N
i
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b
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h
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n
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o
r
c
h
b
o
o
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p
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A
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T
h
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e
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u
h
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n
d
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a
m
s
e
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o
r
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o
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(幻

)
F
E
-
-
U・ω
c

(
時
)
呂
志
・

(四

)
F
E
-
b・
2

(
却
)
冨
・
戸
田
)
・

8

(
紅
)
司
・
開
-
w
U
・也
N

(辺

)
-
z
p
w
℃・∞

ω
E
m
v
h
F

(
お
)
前
掲
書
、

H
・
R
-
ニ
1
パ
1
、
佐
柳
文
男
訳
『
啓
示
の
意
味
』
司
・

500

(M)
冨
・
同
-
w
U
・
也
・
尚
、
古
屋
安
雄
は
、
ニ

l
パ
l
が
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
を
結
ぶ
の
が
現
代
神
学
の
課
題
で
あ
る
と
見
て
い
る
と
言
い
、
「
バ
ル
ト
を

知
ら
ぬ
ト
レ
ル
チ
、
ト
レ
ル
チ
を
無
視
す
る
バ
ル
ト
、
そ
れ
は
共
に
現
代
神
学
と
し
て
は
不
適
当
な
神
学
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
バ
ル
ト
の
前

提
で
あ
り
、
バ
ル
ト
は
ト
レ
ル
チ
の
帰
結
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
古
屋
安
雄
「
H
・
リ
チ
ャ

1
ド
・
ニ

1
パ
l
の
神
学
」
『
神
学
』
畑
、
東

京
神
学
大
学
、
神
学
会
編
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
三
、
七
八
頁
)

(
お
)
司
・
開
-
w
U
・∞h
F

(
お
)
司
・
開
-
w
H
}

・]{吋

(幻

)
g
E・

(
お
)
同
・
冨
・
4
『

-n-b-HH∞

(

m

m

)

(

リ・ロ包円四

(
U
E
P
Cミ
同
封
筒
町
内
ミ
ミ
ミ
芯
宮
町
、

S
宮
内
叫
討
さ
さ
也
、

S
H
P二
出
向
。
向
。
匂
ミ
同
・
足
。
宮
、
札
忌
S
Sメ
叶

O
M
a
s
n
Fユω民
自
己
口
町

q
a
q
H】足
ωω

3
2当
。
ュ
F
巴∞
P
℃
-
H
E
N
-

以
降
の

-n・0
・
〈
・
と
略
す
。

(
初
)
山
下
正
男
「
価
値
研
究
の
歴
史
」
、
『
価
値
』
岩
波
書
底
、
一
九
六
八
、
一
四
頁

熊
沢
義
宣
に
よ
る
と
、
ロ
ッ
ツ
ェ
は
「
形
相
の
世
界
」
か
ら
「
価
値
の
世
界
」
を
分
離
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
価
値
、
無
価
値
と
い
う
事
柄

は
、
物
自
体
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
た
だ
精
神
が
感
情
に
よ
っ
て
経
験
す
る
快
、
不
快
の
形
式
に
お
い
て
の
み
春
在
し
、
理
性
は
価

値
感
情
に
お
い
て
の
み
独
立
の
経
験
手
段
を
も
つ
こ
と
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
よ
る
。
(
熊
沢
義
宣
「
A
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
お
け
る
神
学
的
思
惟

構
造
の
問
題
(
上
)
」
『
神
学
』
沼
、
東
京
神
学
大
学
神
学
会
編
、
新
教
出
版
社
、
一
九
五
六
、
八
二
頁
)

(
出
)
冨
・

-wb-Hmw
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(
M
M
)
F
E・

(お

)
F
E・

(
泊
)
尚
、
熊
沢
義
宣
に
よ
れ
ば
、
価
値
判
断
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ル
マ
ン
や
カ
フ
マ
ン
が
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
先
立
っ
て
使
用
し
て
い
る
。
ヘ
ル
マ
ン
は
、

匂
な
同
止
を

ssssb.ぎ
な
さ
さ
き
さ
込
S
ミ
ミ
ミ
札
N

ミ
'
切
さ
客
室
内
w
E
S
に
お
い
て
価
値
判
断
と
い
う
語
を
用
い
た
。
ま
た
、
カ
フ
マ
ン

も
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
先
立
っ
て
、

b
g
司
号
室
号
、
忌
唱
す
忌
忌
さ
同
止
を

3
・
5
出
に
お
い
て
価
値
判
断
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
。
(
熊
沢
義
宣

「A
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
お
け
る
神
学
的
思
惟
構
造
の
問
題
(
上
)
」
東
京
神
学
大
学
神
学
会
編
『
神
学
』
新
教
出
版
社
、
一
九
五
六
・
一

O
、

八

四
l

八
五
頁
)

(
お
)
出
c
m
F
問。
ωω
冨
R
Eロ
古
島

h
M凶

U旬
。
『
h
h
o
b同
同
弓
M
J
同
町
。
h
o
c
R
Z。
巧
ペ
。
長

(UFMEg
∞のユ
σロ
q.ω
印。ロ
ω・
5ω
吋ゐ・

5ω
・尚、

H
・
R
-
マ
ッ
キ

ン
ト
ッ
シ
ュ
は
、
事
実
と
価
値
の
区
別
を
次
の
よ
う
に
比
較
さ
れ
得
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
「
イ
エ
ス
は
カ
ル
ヴ
ァ
リ
で
死
ん
だ
」
は
単
な
る

歴
史
家
が
為
し
得
る
単
純
な
事
実
の
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
我
々
は
、
イ
エ
ス
の
血
に
よ
っ
て
蹟
わ
れ
た
」
は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
派
の
言
い
方

(
E
Z岳
ロ
g

R
「邑
ω)
で
、
「
独
立
し
て
い
る
価
値
判
断
(
古
島
3
3
P
E
〈
包

5
古色
m
O
B
g
C
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
個
人
的
な
確
信

Q
q
ω
。

s-

g
ロ
i
a
c
D
)
」
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
な
価
値
判
断
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

H
・
R
-
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
は
、
事
実
と
価
値
に
つ
い
て
、
「
我
々

の
経
験
で
は
、
事
実
と
価
値
は
決
し
て
離
れ
て
存
在
し
て
い
な
い
」
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
両
者
は
思
考
に
お
い
て
の
み
、
分
離
で
き
る
か
否
か
と

い
う
複
雑
な
全
体
と
し
て
一
緒
に
提
示
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

(
F
E
-
-
1
8ム
E)

(お

)FE--HV・
5AF

(
幻
)
目
立

pwH)・
5ω

(
お
)
熊
沢
義
官
一
「
A
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
お
け
る
神
学
的
思
惟
構
造
の
問
題
(
上
)
」
『
神
学
』
盟
、
東
京
神
学
大
学
神
学
会
編
、
新
教
出
版
社
、

六
、
八
一
頁

(
鈎
)
出
口
問
FHUωω
冨
R
Eロぎ
ω
F
。
℃
・
岳
-b・5
∞

(
川
叩

)
H
t
E・

(HU)HEP-
℃
・
口
同

(位

)
F
5・

(必

)
E
E・

一
九
五
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(
叫
)
熊
沢
義
宣
、
前
掲
書
、
八
一
頁

(
必
)
同
書
八
二
頁

(
必
)
同
書
八
四
頁
。
尚
、
熊
沢
義
官
一
に
よ
れ
ば
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
宗
教
的
な
価
値
判
断
は
、
第
一
に
キ
リ
ス
ト
の
「
啓
示
的
価
値
」
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
啓
示
の
事
実
と
し
て
の
史
的
イ
エ
ス
に
固
執
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
史
的
イ
エ
ス
の
有
す

る
啓
示
と
し
て
の
完
全
性
は
彼
の
有
す
る
信
仰
的
自
覚
と
、
そ
れ
が
我
々
に
対
し
て
有
し
て
い
る
価
値
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
第
二
に
、
「
聖
書
の
価
値
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
書
の
み
を
資
料
と
し
て
、
そ
の
価
値
を
基
準
と
し
て
聖
書
の
真
理
性
を
明
白
に
す

る
こ
と
を
神
学
の
課
題
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
神
の
国
」
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
、
人
格
と
い
う
概
念
と
神
と
い
う
概
念
の
一
致

を
は
か
り
、
「
神
の
人
格
性
」
か
ら
「
神
の
愛
」
を
導
き
だ
し
、
さ
ら
に
神
の
愛
の
方
向
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
神
の
国
」
の
概
念
を

導
き
出
し
た
。
(
熊
沢
義
官
一
「
A
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
お
け
る
神
学
的
思
惟
構
造
の
問
題
(
下
)
」
『
神
学
』
盟
、
東
京
神
学
大
学
神
学
会
編
、
新
教

出
版
社
、
一
九
五
七
、
二
一
!
三
七
頁
)
こ
の
「
神
の
国
」
は
カ
ン
ト
的
で
あ
り
「
道
徳
性
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
大
木
英
夫
『
終
末
論
』
紀
伊
国
屋
書
庄
、
一
九
九
四
、
二
一
四
一
二
五
頁
)

(U)
同
書
七
四
頁

(必)冨・同・油田)・

5

(却

)
F
E・

(印

)
F
E・

(日

)
H
E
p
b・5
b
c

(
位
)
何
回
斗
)
・
∞
∞

(日

)
H
F
E
-
L
Y∞∞

(日

)
F
E
-
w
同)・∞也

(
日
)
国
・
盟
各
R
ι
z
-
o
σ
c
F
F
A包
5
d
E。
弓
吉
弘
同
4
5。-。
m
F
Jロ
吋
宮
司
ミ
N
h

ミ
ミ
河
内
百
九
E
s
h
同h
門官、
3
3
n
p
a・』・印・∞
w-oF
同・円

-n∞-F。
5
・国
-
H
N

・

z
-
o
t
z
F
F
Z
O認
可
。
長
一
国
自
.
℃
q
h
w
∞
B
p
q
p
H
C
ω
J
1
w
同)・
HHN
・
以
降
〈
・
叶
・
け
と
略
す
。

H. R. Niebuhrの価値論663 



的
.
垣
坦
~
モ
ト
Q

寸MWW

(r-4) 
G. C. O. V.

，
 

p
.43

 

(C¥:I) 
F.E.

，p.68 

(
的
)

Ibid. 

(
叩
)

M
.
 R
，
 

p.18 

(
∞
)
 
H. Ri

chard N
i
e
b
u
h
r
，
 

Radical Monotheism a
n
d
 Western Culture

，
 

W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
/
J
o
h
n
 K
n
o
x
 Press

，
 1993

，
 

p.12. ~
盤
R
.
M
.
W
.
C

..-\J笹
い。

(
∞
)
 
Ibid.

，
 

p.15 

(
ド
)

H. Richard N
i
e
b
u
h
r
，
 

Faith on earth
，
 

Yale University Press
，
 

N
e
w
 he
a
v
e
n
 a
n
d
 L
o
n
d
o
n
，
 1989

，
 

p
.48. 
~
盤
F
.
O
.
E

..-\J~い。

(
∞
)
 
G. C. O. V.

，
 

p
.44

 

(
∞
)
 
R. M

.
 W
.
 C.

，
 

p.17 

(~) 
Ibid.

，
 

p.16 

(~) 
Ibid.

，
 

p.18 

(
出
)

Ibid.
，

 
p.21 

(
口
)

Ibid. 

(
ヨ
)

G. C. O. V.
，

 
p
.45

 

(
巳
)

J
 

osiah R
o
y
c
e
，
 The Philosothy 01 Loy

，αlity
，百

le
Macrnillan C

o
r
n
p
a
n
y
，
 1920

，
 

p.118-119. ~
盤
，

P.
L...-¥J笹ド。

(
出
)

G. C. O. V.
，

 
p
.45

 

(
口
)

F. 
O. E.， 

p.60 

(~) 
R. 

M
.
 W
.
 C.

，
 

p.21
・22

(~) 
P. 1.， 

p
.43

 



(却

)
F
E
-
w唱

-
A
片
山

(幻
)
H
F
E
-
-
H
V
-
A
F
A山

(
辺
)
同
・
冨
・
4
『

-pw
℃-
N
N

(お
)
H
F
E
-
-
匂
-
N
N

(M)
呂
志
・

(お
)
H
t
E・

(
お
)
国
・
国
各
時
門
一
Z
0
.
E
F
F
4包
F
E
の。

ι
Z
E
E
。
。
弓
古
河
・
冨
・
巧

-n-b-HH∞
・
以
降
司
・
。
・
。
・
と
略
す
。

(幻
)

H

N

・
冨
・
巧

-n-b・ピ

(
お
)
思
広
・

(
m
m
)
5
5・

(
初
)
信
仰
と
価
値
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

C
・
D
-
グ
ラ
ン
ト
に
よ
り
、
ニ

l
パ
!
の
信
仰
分
析
と
価
値
分
析
の
間
の
類
似
性
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
信
仰
と
価
値
は
、
と
も
に
二
つ
の
実
体
の
関
係
が
決
定
さ
れ
る
何
ら
か
の
三
番
目
の
も
の
に
よ
る
三
構
造
を
持
っ
て
い

る
。
存
在

B
に
と
っ
て
存
在
A
の
価
値
は
、
価
値
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
最
終
的
に
存
在

B
と
同
様
に
寄
在
A
が
い
か
に
価
値
の
中
心
と
見
な

さ
れ
る
寄
在
C
に
と
っ
て
善
で
あ
る
か
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
自
己

B
へ
の
自
己

A
の
忠
誠
は
、
ニ

1
バ
l
が
「
原
因
」
か
「
価
値
の
中
心
」

と
称
す
る
三
番
目
の
存
在
に
対
す
る
、
自
己

A
と
自
己

B
そ
れ
ぞ
れ
の
忠
誠
の
仕
方
に
よ
る
。
こ
の
価
値
の
中
心
と
原
因
は
、
「
自
己
が
価
値
づ

け
ら
れ
た
り
、
価
値
あ
る
存
在
の
た
め
に
個
人
が
生
き
る
た
め
の
客
観
的
実
在
の
二
つ
の
名
称
」
(
戸
冨
・
巧

-n・匂
-
N
N
)

で
あ
る
。
第
二
に
、
ニ

l
パ
1
が
信
仰
と
価
値
の
両
方
の
構
造
を
含
む
三
番
目
の
存
在
を
呼
ぶ
の
に
「
価
値
の
中
心
」
と
い
う
同
じ
用
語
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
信
仰
と
価
値
と
の
彼
の
考
え
に
お
け
る
密
接
な
関
係
を
示
す
の
で
あ
る
。
(
の
・
(
V

・C
・〈
-b・
怠
)

(
出
)
の

-n・0
・〈
-LV-AFAW

(
詑
)
国

-
E岳山「門

-zogFFE町
内
ミ
ミ
ミ

S
Eへ
古
河
・
冨
・
4
司

-n-b-H3・
以
降
(
V

・C
・
〈
・
と
略
す
。

(
お
)
明
・
の
・
の
よ
℃
・
一
戸
∞

(
泊
)
ニ

i
パ
!
は
「
価
値
の
中
心
」
を
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
客
観
的
な
存
在

(
Z
E
m
)
と
し
て
の
価
値
の
中
心
が
J
巳

5

の
め

E
qへ
、
主
観
的
な
価
値
の
中
心
が

E
S
E
O
B
。
才
色

5
3
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ニ

1
パ
l
は
こ
の
こ
と
を
彼
自
身
は
っ
き
り
と
は
定
義
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し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

C
・
D
-
グ
ラ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
に
関
し
、
「
も
し
ニ

1
パ
l
が

J
m
L
5
8
E
q
ω
ョ
と
ぷ
g
g
g
丘
〈
己
5
3
を
あ
い

ま
い
に
使
用
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
観
念
上
に
現
れ
る
が
一
方
は
客
観
的
で
、
も
う
一
方
は
主
観
的
で
あ
る
二
つ
の
異
な
っ
た
見
解
は
あ
や
う
く

な
る
に
違
い
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
の
・
(
V

・C
・〈
-b・
当
)

(
お
)
司
・
。
・
。
-LYHH
∞

(お
)
H
F
E・

(幻

)
H
E
P
-
℃

-
H
S

(犯

)
H
E
P
-
H
)・
HNC

(
m
m
)

同・冨・
4
『

-n-b・立

(
川
叩
)

(

V

・C
・J

1

・w也
-HHH

(
M
M
)
5
5・

(
位
)
同
・
冨
・
巧

-n-wH)・
巳
・
ニ

1
パ
l
の
信
仰
の
三
類
型
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
文
化
の
三
類
型
論
〔
他
律
文
化
、
自
律
文
化
、
神
律
文

化
〕
に
対
応
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
(
参
考
|
|
古
屋
安
雄
『
大
学
の
神
学
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
三
、
一
九
O
|
二
O
六
頁
)

(
州
知
)
国
-
E各自・
ι
z
-
o
g
F円
¥
4
ω
E
O
吋

F
g
q
自
己

dE)-
。qwww
山
口
同
出
馬
宅
ミ
ミ
ミ
ミ
~
窓
会

s
s
h
w官
、
3
a
n
p
o巳・』・

ω
・∞
w
-
o
F
同・「

P
F
S
F
国
・
同

Z
円。

σロ
F
F
Zゆ巧

J

円
。
円
}
内
一
回
日
活
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「
除
回

gHFqωwHmvω
、吋・

HYHHAF

(
必
)
同
・
冨
・
4
司

-n-bN印

(
必
)
思
広

-b・ピ

(必
)
H
E
P
-
H
)・N印

(
U
)
H
E
P
-
℃

-N吋

(必

)
F
E
-
-
H
}・N
印

(紛

)
H
E
p
b
-
N吋

(印

)
H
F
E
・
「
我
々
の
文
明
社
会
も
閉
じ
た
社
会
で
あ
る
」
(
ベ
ル
グ
ソ
ン
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
平
山
高
次
訳
、
岩
波
文
庫
、

頁
)

(日

)
F
E
-
-
℃

-NhF

666 

一
九
五
三
、
三
六



(臼

)
F
E
-
b
-
N
∞

(日

)
F
E・

(弘

)
H
E
P
-
℃
-
N
m
v

(日

)
-
z
p
b・巴

(
日
)
目
立
与
・

(貯

)
F
E・ニ
1
パ
1
の
「
多
者
を
超
越
し
た
唯
一
者
」
と
い
う
言
葉
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
神
を
超
え
る
神
」
と
い
う
言
葉
と
重
な
る
。
(
パ
ウ
ル
・

テ
リ
ッ
ヒ
『
生
き
る
勇
気
』
大
木
英
夫
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
五
、
二
八
一
l
l

二
八
七
頁
)

(
回
)
同
・
冨
・
巧

-puH)・ωN

(
m
J
)
F
E・

(ω)
同
・
冨
・
巧

-pw
司・
ωω

(
臼
)
目
立
己
-
w
H
}

・ω吋

(
臼
)
同
・
冨
・
巧
-n-b・ロ

(
臼
)
西
谷
幸
介
「
『
単
一
神
教
』
再
考
」
、
『
宗
教
研
究
』
三
三

O
号
、
二

O
O
一
・
二
二
六
一

O
頁
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