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現
代
世
界
の
歴
史
神
学
的
考
察

ーー
大
木
神
学
に
お
け
る
終
末
論
を
中
心
と
し
て

松

本

周

本
論
考
で
は
大
木
神
学
に
お
け
る
歴
史
神
学
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
な
る。

歴
史
神
学
と
は
換
言
す
れ
ば
神
学
的
歴
史
観
或
い

は
歴
史
的
世
界
観
で
あ
る。

そ
し
て
大
木
神
学
の
中
心
構
造
の
理
解
に
あ
た
っ
て、

歴
史
神
学
は
必
要
不
可
欠
な
位
置
を
占
め
て
い
る。

そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
全
体
の
論
述
に
よ
っ
て
答
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
が 、

予
備
的
に
方
向
性
を
示
せ
ば
大
木
神
学
に
お
け
る
聖
書
正
典

論
と
現
代
社
会
倫
理
と
は
歴
史
神
学
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る。

よ
り
具
体
的
に
表
現
す
れ
ば 、

大
木
神
学
の
社
会
倫
理
学
的
テ
!

ゼ
で

あ
る
日
本
国
憲
法
擁
護
論
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
世
界
史
的
位
置
づ
け 、

ま
た
宗
教
的
基
盤
へ
の
接
続
を
歴
史
神
学
的
考
察
に
よ
り
論
理
面
か

ら
裏
打
ち
す
る
こ
と
に
な
る。

歴
史
神
学
的
観
点
か
ら
デ
モ
ク
ラ
タ
イ
ゼ
1

シ
ョ
ン
(
民
主
化)

の
世
界
史
的
動
向
が
論
証
さ
れ、

ま
た
そ

れ
と
聖
書
的
使
信
が
歴
史
神
学
を
通
し
て
結
合
さ
れ
る。

し
た
が
っ
て
本
論
考
を
通
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
歴
史
神
学
的
基
礎
付
け
も
明
確

に
さ
れ
る
こ
と
と
思
う 。

本
稿
で
は
大
木
神
学
に
お
け
る
歴
史
神
学
の
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に 、

ま
ず
終
末
論
の
分
析
か
ら
着
手
す
る
こ

と
と
し
た
い 。
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第一
節
社
会
史
的
背
景

「
終
末
論」

と
は
元
来 、

ユ
ダ
ヤ
l

キ
リ
ス
ト

教
伝
統
に
お
い
て
「

終
わ
り
の
と
き
の
教
説」

を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る。

こ
の

極
め
て
キ
リ
ス
ト

教
的
用
語
の
日
本
社
会
一

般
へ
の
普
及
に
は、

大
木
の
著
作
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た。

同
時
に
非
キ
リ
ス
ト

教
的

な
日
本
社
会
で
は、

語
の
意
味
が
著
し
く
曲
解
さ
れ
人
口
に
贈
炎
し
た
側
面
が
あ
っ
た。

そ
こ
で
大
木
終
末
論
の
内
容
分
析
に
先
立
っ
て、

『
終
末
論
的
考
察』

刊
行
前
後
の
社
会
的
状
況
を
終
末
論
と
の
関
わ
り
で
術
搬
し 、

ま
た
そ
の
作
業
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
日
本
的
な
終
末

理
解
の
特
徴
を
も
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
い 。

『
中
央
公
論』

誌
上
で
大
木
が
終
末
論
に
関
わ
る
諸
論
文
を
掲
載
し
た
の
は
一

九
六
六
年
か
ら
一

九
七
O
問、

ま
た
『

終
末
論』
(
紀
伊
園

屋
書
庖)

出
版
が
一

九
七
二
年
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
期
間
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
社
会
問
題
と
し
て、

学
生
運
動
の
過
激
化
と
公
害
問
題
の

二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き 、

ま
た
そ
れ
ら
を
日
本
社
会
の
終
末
論
受
容
背
景
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る。

学
生
運
動
は、

例
え
ば
毛

沢
東
「

造
反
有
理」

の
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
知
ら
れ
る
中
国
の
文
化
大
革
命
(
一

九
六
六
年
開
始)

の
影
響
な
ど 、

左
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
そ
の

思
想
的
基
調
と
な
し
た。

東
大
安
田
講
堂
占
拠
と
警
察
機
動
隊
に
よ
る
封
鎖
解
除
が
六
九
年 、

さ
ら
に
銃
武
装
爆
弾
使
用
へ
と
過
激
化
し
た

赤
軍
派
に
よ
る
七
O
年
よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件 、

七
二
年
あ
さ
ま
山
荘
事
件 、

七
四
年
に
は
三
菱
重
工
ビ
ル
爆
破
な
ど
テ
ロ
事
件
が
連

続
し
た。

そ
し
て
こ
れ
ら
反
体
制
運
動
に
お
い
て
は、

虚
構
ま
た
欺
臓
と
し
て
戦
後
民
主
主
義
が
批
判
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た。

ま
た、

公
害
問
題
も
時
を
合
わ
せ
て
社
会
的
に
広
く

認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

六
五
年
新
潟
で
第
二
水
俣
病
発
生 、

六
七
年
富
山
の

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の
原
因
を
鉱
業
排
水
と
研
究
者
が
発
表 、

同
年
四
日
市
公
害
訴
訟
提
訴 、

六
八
年
厚
生
省
に
よ
る
水
俣
病
の
公
害
病
認

定 、

七
O
年
東
京
杉
並
区
で
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
発
生
な
ど
が
続
い
た。

こ
ち
ら
は
近
代
化
特
に
工
業
化
が
も
た
ら
し
た
文
明
的
疾
病
と
認
識



さ
れ、

戦
後
復
興
以
来
の
高
度
経
済
成
長
に
お
け
る
負
の
側
面
の
露
呈
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
た。

公
害
問
題
を
受
け
て、

近
代
化
ヘ

の
否
定
的
言
表
ま
た
自
然
回
帰
的
主
張
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

当
時
社
会
問
題
化
し
た
こ
れ
ら
二
つ
の
事
象
を
考
え
合
わ
せ
る
と、

次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る。
一

つ
は
工
業
化
と
民

主
化
に
関
係
す
る
前
述
の
問
題
に
よ
り、

近
代
化
動
向
に
対
し
て
悲
観
的
見
方
が
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る。

こ
の
点
は
近
代
化
の
世
界
史
的

動
向
を
テ
ー

ゼ
と
す
る
大
木
神
学
に
と
っ
て
弁
証
を
要
す
る
課
題
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る。

も
う
一

つ
は、

制
度
破
壊
と
し
て
の
左
翼
運

動 、

自
然
破
壊
と
し
て
の
公
害
問
題
と、

ど
ち
ら
の
事
象
も
破
滅
意
識
を
強
調
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る。

そ
の
こ
と
が

大
衆
の
終
末
論
受
容
の
際
に 、

世
界
破
滅
的
終
末
観
を
強
め
る
作
用
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た。

終
末
論
流
行
が
キ
リ
ス
ト

教
神
学
的
背
景

れ か
た ら
の で
で あ
あ る
るI よ

り
は

オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
未
来
学
か
ら
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
類
破
滅
的
終
末
論
へ
の
転
換
と
し
て
受
け
と
ら

日
本
社
会
の
こ
う
し
た
一

般
的
理
解
の
ゆ
え
に 、

文
化
史
の
記
述
で
は
相
当
に
世
俗
化
・

浅
薄
化
し
た
題
材
を
取
り
上
げ
て、

年
以
降
を
「

終
末
論
プ
l

ム」

と
す
る
も
の
が
多
い 。

例
え
ば

二

九
七
三
年
の
宗
教
関
連
書
と
し
て
は
:
:
:

キ
リ
ス
ト

教
的
な
題
材
や
用

一

九
七
三

語
を
取
り
入
れ
た
書
籍
は
多
い 。

終
末
論
は
そ
の
代
表
格
で
あ
り、

ま
さ
に
こ
の
七
三
年
に
小
松
左
京
『
日
本
沈
没』

が
大
ヒ
ッ
ト
し
て

い
る」

な
ど
と
紹
介
さ
れ
る。

こ
こ
で
は
終
末
論
の
キ
リ
ス
ト

教
的
背
景
が
察
知
さ
れ
て
い
な
が
ら、

出
版
部
数
と
い
う
表
層
的
現
象
に
目

を
奪
わ
れ、

そ
の
本
来
的
起
源
の
発
見
に
失
敗
し
て
い
る。

終
末
論
と
は
元
来 、

日
本
社
会
に
は
異
質
な
用
語
で
あ
り
思
考
様
式
で
あ
っ

て、

自
然
発
生
な
い
し
は
内
発
的
に
日
本
社
会
に
登
場
す
る
語
で
は
な
い 。

そ
れ
は
終
末
論
の
本
来
的
意
味
を
熟
知
し
た
キ
リ
ス
ト

教
的
知

性
に
よ
っ
て
日
本
に
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば 、

存
在
し
得
な
い
性
質
の
用
語
で
あ
る。

そ
し
て
こ
の
語
の
日
本
社
会
一

般
へ
の
登
場
は
一

九
六

七
年
の
大
木
「

現
代
世
界
の
神
話
的
考
察」

論
文
に
端
を
発
し 、

そ
の
後
『

中
央
公
論』

誌
上
一

連
の
終
末
論
論
文
に
よ
っ
て、

終
末
論
的

認
識
に
基
づ
く

現
代
文
明
批
評
す
な
わ
ち
終
末
論
的
考
察
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る。
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第
二
節
自
己
絶
対
化
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
克
服
の
論
理

大
木
神
学
の
終
末
論
的
思
惟
の
現
代
史
的
意
義
を
確
認
す
る
た
め、
ま
ず
は
当
時
の
社
会
的
現
象
で
あっ
た
学
生
運
動
の
問
題
提
起
を
論

じ
た、
「
否
定
の
論
理
と
終
末
論」
(一
九
六
九
年)
論
文
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い。
大
木
は

に、
あ
ま
り
に
深
刻
な
宗
教
的
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
お」
と
し、
こ
の
社
会
破
壊
的
運
動
の
神
学
的
解
明
を
試
み
る。
注
目
さ
れ
る
の

「
今
日
の
状
況
は、
意
識
す
る
こ
と
な
し

は
運
動
の
思
想
的
中
核
に
あ
る
「
否
定
の
論
理」
に
つ
い
て
で
あ
り、
「〈
否
定
の
論
理〉
と
は
預
言
者
的
知
性
の
論
理
で
あ
る。
し
か
も
こ

(5)
 

の
論
理
に
と
ら
え
ら
れ
て、
い
っ
た
い
そ
の
人
々
は
そ
れ
を
正
し
く
運
用
で
き
る
だ
ろ
う
か」
と
指
摘
す
る。
そ
こ
で
疑
問
と
共
に
表
明
さ

れ
る
の
は
「〈
否
定
の
論
理〉
は
自
己
否
定
を
含
ん
で
い
る。
自
分
の
特
権
も
将
来
も
か
な
ぐ
り
捨
て
て
対
象
に
立
ち
向
か
う」
と
い
っ
た、

こ
の
論
理
が
全
否
定
の
方
向へ
と
徹
底
さ
れ
た
際
に
生
じ
る
事
態へ
の
懸
念
で
あ
る。
「
預
言
者
的
否
定
の
論
理
か
ら
見
れ
ば、
す
べ
て
の

『
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト』
(
制
度)
と
し
て
の
教
会
や
神
殿
は
罪
で
あ
託」
故
に、
制
度
の
否
定
と
解
体
が
志
向
さ
れ
る
が、
そ
の
先
に
は
何
が

残
る
か
と
い
う
批
判
的
問
い
で
あ
り
「『
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト』
の
完
全
な
否
定
は、
徹
底
し
た
個
人
主
義
と
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
生
み
出
す
ば

か
り
で
あ
ろ
党」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る。

し
た
が
っ
て
現
状
制
度
批
判
的
な
否
定
の
論
理
と
共
に
「
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
の
腐
敗
を
批
判
し
た
あ
と
に、
人
間
の
社
会
的
生
の
必
然
性

に
則っ
た
不
可
欠
の
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
と
は
何
か
と
い
う
探
究
の
必
要
に
心
を
開
い
て
お
は」
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る。
と
こ
ろ
が
学
生

運
動
の
論
理
で
は
形
成
力へ
の
転
化
は
不
可
能
で
あ
る。

「〈
否
定
の
論
理〉
の
行
使
の
シ
ン
ボ
ル
を
ゲパ
棒
に
求
め
た

そ
の
点
を
大
木
は

時、
〈
否
定
の
論
理〉
の
も
つ
自
己
否
定
の
輝
き
は
薄
れ
て
ゆ
き、
自
己
批
判
と
は
自
己
が
引
き
受
け
る
も
の
で
な
く、
他
者
に
強
要
す
る

(ω)
 

も
の
と
変っ
て
し
まっ
た」
と、
論
理
の
他
者
否
定
|
自
己
肯
定へ
の
変
質
を
指
摘
す
る。
さ
ら
に
そ
の
変
質
は
「
自
己
否
定
の
裏
口
が
開



け
て、

つ
ま
り
自
己
肯
定
の
罪
が
侵
入
す
る
の
で
あ
る。
そ
の
時
か
ら〈
否
定
の
論
理〉
は
内
に
偽
善
性
を

そ
こ
か
ら
全
然
異
質
の
も
の、

帯
び
外
に
凶
暴
性
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
こ
の
内
な
る
偽
善
性
が
自
覚
さ
れ
な
い
場
合、
自
己
絶
対
化
や
倣
慢
の
罪

(日)

を
犯
す
よ
う
に
な
る」
と
の
結
末ヘ
至
る
と
論
じ
ら
れ
る。

ト
ー
タ
ル
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
否
定
の
徹
底
が、
周
囲
の
すべ
て
に
要
求
さ
れ
た
挙
旬、
か
えっ
て
徹
底
的
に
自
己
の
み
が
肯
定
さ
れ
正

義
化
さ
れ
る。
自
己
否
定
主
張
の
壮
大
な
る
自
己
肯
定へ
の
変
質
は、
当
時
の
運
動
に
顕
著
に
見
出
さ
れ
た
特
徴
で
あ
る
が、
同
時
に
広
く

人
間
性一
般ヘ
普
遍
妥
当
す
る
指
摘
で
あ
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い。
そ
こ
で
「
人
間
に
お
け
る
深
刻
な
悲
惨
は、
人
間
の
生
の

必
然
的
要
求
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り、
そ
し
て
た
し
か
に
生
存
の
権
利
と
思
う
こ
と
が
い
つ
の
ま
に
か
エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
転
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
〈
否
定
の
論
理〉
の
問
題
は、
こ
の
転
化
の
問
題
を
糾
弾
す
る
こ
と
に
お
い
て
厳
し
く
あ
る
が、

(ロ)

こ
の
転
化
よ
り
人
間
を
救
い
出
さ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る」
と
指
摘
さ
れ
る。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
可
能
に
す
る
の
が

終
末
論
的
思
考
の
特
質
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら
思
惟
主
体
が
政
治
状
況、
社
会
状
況、
歴
史
世
界
と
い
っ
た
現
実
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
限

り、
真
に
徹
底
し
た
自
己
批
判
的
思
惟
は
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
自
己
を
客
観
視
し、
相
対
化
す
る

視
点
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。

そ
れ
は
人
間
が
不
可
避
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

そ
の
視
点
と
は
換
言
す
れ
ば
超
越
次
元
の
視
点
で
あ
り、

る
歴
史
世
界
さ
え
も
そ
の
終
局
か
ら
ト
ー
タ
ル
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
把
握
し
直
さ
れ
る
故
に、
終
末
論
的
視
点
と
な
る
の
で
あ
る。

そ
れ
で
は
自
己
相
対
化
的
視
点
か
ら
定
位
さ
れ
た
「
否
定
の
論
理」
は
如
何
な
る
形
態
と
し
て
存
在
し
得
る
の
か。
大
木
は、
次
の
よ
う

に
述べ
て
い
る。

預
言
者
的
否
定
の
論
理
は
「
自
己
否
定」
を
含
む。
預
言
者
は
自
国
の
民
の
罪
を
さ
ば
く。
し
か
し
彼
は、
こ
の
「
自
己
否

定」
を
と
お
し
て
神
の
座
に
つ
く
の
で
な
く、
罪
あ
る
民
の
中
の
ひ
と
り
な
の
で
あ
る。
そ
の
さ
ば
き
は
自
分
を
除
外
す
る
も

の
で
は
な
い。
民
の
罪
は
自
分
の
罪
で
も
あ
る。
こ
こ
に
〈
否
定
の
論
理〉
を
と
お
し
て
の
連
帯
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る。
こ
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れ
を
自
己
否
定
の
方
向
へ
と
一

段
と
深
め
て
い
け
ば 、
「

他
者
の
罪
を
に
な
う」

と
い
う
在
り
方
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う 。

そ

し
て
他
者
に
向
け
ら
れ
た
さ
ば
き
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け 、

他
者
に
は
ゆ
る
し
を
注
ぐ
の
で
あ
る。

こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト

の
十

字
架
の
死
に
お
い
て
預
言
者
的
精
神
は
貫
徹
さ
れ
か
つ
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る。

預
言
者
的
否
定
の
論
理
が
暴
露
し
た
罪
は、

ゆ
る
し
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
の
で
あ
的。
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さ
ば
き
に
よ
っ
て
で
は
な
く 、

大
木
は
否
定
の
論
理
を
徹
底
化
し
た
結
論
と
し
て
以
上
の
よ
う
に
語
る
が 、

こ
の
論
理
展
開
に
は
表
層
言
辞
に
現
れ
て
い
な
い
逆
説
の
内

包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い 。

そ
の
逆
説
の
言
語
化
を
試
み
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う 。

真
の
自
己
否
定
は、

自

己
を
「

神
の
座」

す
な
わ
ち
自
己
絶
対
化
に
で
は
な
く 、

否
定
的
自
己
の
相
互
連
帯
へ
と
至
ら
せ
る。

化
の
論
理
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら、

そ
の
地
点
ま
で
は
自
己
否
定
の
徹
底

さ
ば
き
か
ら
ゆ
る
し
へ
の
移
行
は
単
な
る
論
理
的
発
展
で
は
な
く 、

逆
説
的
転
換
で
あ
る。
一

体
エ

ゴ
イ
ズ
ム
的
罪
と
分
ち
難
く

結
び
つ
い
た
自
己
が 、

い
か
に
し
て
ゆ
る
し
の
主
体
に
成
り

得
る
で
あ
ろ
う
か。

罪
と
不
分
離
な
自
己
に
向
け

ら
れ
た
自
己
否
定
の
論
理
は
終
局
的
に
自
己
破
滅
へ
と
至
ら
ざ
る
を
得
な
い 。

或
い
は
自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的
罪
を
自
覚
し
つ
つ 、

自
己
破

壊
を
経
ず
に
な
さ
れ
る
他
者
へ
の
ゆ
る
し
は、

自
己
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
の
徹
底
的
追
及
を
回
避
す
る
た
め
に
他
者
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
追
及
を
断
念

す
る
隠
蔽
的
行
為
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う 。

そ
う
で
あ
れ
ば 、

さ
ば
き
か
ら
ゆ
る
し
へ
の
転
換
は
人
間
内
在
的
に
は
不
可
能
性

で
あ
る。

も
し
そ
れ
が
可
能
と
な
り

得
る
と
す
れ
ば 、

徹
底
的
に
否
定
さ
れ
た
自
己
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
を
許
容
さ
れ

て
い
る
と
い
う
救
済
的
恩
寵
に
よ
る
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

し
た
が
っ
て
さ
ば
き
か
ら
ゆ
る
し
へ
の
転
換
は、

先
立
っ
て
ゆ
る
さ
れ
た

自
己
に
し
て、

は
じ
め
て
他
者
に
ゆ
る
し
を
注
ぎ
得
る
と
い
う
神
学
的
可
能
性 、

わ
け
で
も
キ
リ
ス
ト

論
的
可
能
性
と
し
て
の
み
生
じ
る
の

で
あ
る。

そ
れ
故
に
大
木
は
「

〈
否
定
の
論
理〉

を
自
己
否
定
の
方
向
に
徹
し
た
と
き
の
シ
ン
ボ
ル
は
十
字
架
な
の
で
あ
見」
と
述
べ
る。

さ
ば
き
か
ら
ゆ
る
し
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
否
定
の
論
理
は
全
存
在
否
定
と
い
う
虚
無
へ
の
転
落
を
免
れ、

歴
史
形
成
的
論
理
へ
と
転
換
さ

れ
る。
「

人
聞
は
こ
の
〈
ゆ
る
し〉

の
中
で
し
か、

本
当
に
悔
い
改
め
(
H
自
己
批
判)

を
な
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か。

歴
史
を
そ
の
将
来



の
成
就
に
向っ
て
い
だ
き
上
げ
る
力
は
〈
審
判〉
で
は
な
く〈
愛〉
で
あ
的」
と
論
じ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る。
以
上
の
動
き
は
換
言
す
れ
ば、

さ
ら
に
は
他
者
肯
定
倫
理
へ
の
志
向
と
し
て
逆
説
的
に
表
現
さ
れ
得
る。

そ
し
て
終
末
論
的
思
惟
か
ら
生
じ
る
倫
理
に
つ
い
て、
大
木
は
「
現
代
に
お
け
る
終
末
論
的
倫
理
は
〈
ト
レ
レ
i
シ
ヨ
ン〉
で
あ
碍」
と
提

自
己
否
定
の
究
極
的
徹
底
化
に
よ
る
肯
定
さ
れ
た
自
己
の
発
見、

示
す
る
の
で
あ
る。
こ
れ
は
終
末
論
的
考
察
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
擁
護
論
で
あ
る。
そ
れ
は
「
否
定
の
論
理」
主
唱
者
た
ち
の
虚
妄
論
を

思
想
的
に
克
服
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
擁
護
論
で
あ
り、
生
存
権
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
主
張へ
の
堕
落
を
神
学
的
に
克
服
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
擁
護

論
で
あ
る。
な
ぜ
終
末
論
的
思
想
が
寛
容
の
倫
理
に
帰
結
す
る
の
か、
そ
れ
は
否
定
の
論
理
の
徹
底
が
自
己
相
対
化
を
も
た
ら
し、
ま
た
そ

れ
故
に
異
質
他
者
の
受
容
を
可
能
と
す
る
か
ら
で
あ
る。
し
た
が
っ
て
「
歴
史
の
中
で
は、
誰
し
も
が
絶
対
的
真
理
を
保
持
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
り、
そ
の
真
理
を
永
久
に
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る。
自
己
絶
対
化
で
は
な
く、
む
し
ろ
相
対
化
の
徹
底
で

あ
犯」
と
い
う
倫
理
的
態
度
を
生
じ
さ
せ
る。
そ
れ
は
ま
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
相
対
主
義
で
は
な
く、
相
互
の
討
論
に
よっ
て
絶
え
ず
自
己

の
主
張
を
批
判
的
吟
味
に
付
し、
そ
れ
を
通
し
て
真
理
へ
と
近
接
し
て
行
こ
う
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
的
運
動
形
態
と
な
る。
ま
た

こ
の
形
態
ゆ
え
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
「
絶
え
ざ
る
悔
い
改
め」
或
い
は
「
宗
教
改
革
の
宗
教
改
革」
の
社
会
制
度
化
と
い
う
神
学
的
色
彩
を

帯
び
る
の
で
あ
る。

尚、
本
節
の
論
旨
に
関
係
し
て、
関
根
清
三
に
よ
る
大
木へ
の
批
判
を
検
討
し
て
お
き
た
い。
そ
の
批
判
の
要
点
は、
大
木
の
思
想
が
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
と
真
に
相
対
峠
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る。
関
根
は
直
接
的
に
は
『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学
基
礎
論
上・
下』

(一
九
九
四
年)
に
対
す
る
書
評
の
形
で、
こ
の
批
判
を
公
に
し
た。
同
書
に
お
け
る
大
木
の
和
辻
倫
理
学
と
の
思
想
的
対
決
を
背
景
と
し

て、
関
根
は
「
和
辻
が
既
に
批
判
し
去っ
た
当
の
も
の
(
聖
書
の
時
代
に
遡
る
『
古
い』
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
神)
を、
そ
の
批

判
の
当
否
を
検
討
し
な
い
ま
ま
自
明
の
前
提
と
し
て
再
び
持
ち
出
す
だ
け
で
は
和
辻
批
判
と
し
て
の、

(問)

え
た
『
新
し
い』
倫
理
学
と
し
て
の、
説
得
力
を
持
た
な
い」
と
言
う。

さ
ら
に
は
現
代ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
踏
ま

つ
ま
り
大
木
の
思
想
は
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
無
の
思
想
が
提
起

す
る
深
淵
な
問
題
を
回
避
し
て
お
り、
伝
統
的
な
人
格
的
有
神
論
の
復
興
を
試
み
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る。
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ら
に
関
根
は、
大
木
の
思
想
に
は
「
和
辻
の
見
抜
い
て
い
た
神
の
無
性へ
の、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
し
た
よ
う
な
意

味
で
の、
人
格
的
な
神
の
具
体
性
と
措
抗
すべ
き
無
敵
な
神
の
無
制
約
性へ
の、
洞
察
が
欠
け
て
い
的」
と
も
述べ
る。
果
し
て
こ
の
よ
う
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な
批
判
が、
大
木
神
学
思
想
の
核
心
を
揺
る
が
す
問
い
と
成
り
得
る
だ
ろ
う
か。
む
し
ろ
関
根
の
批
判
の
側
に、
大
木
神
学
が一
貫
し
て
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
思
想
と
の
対
決
克
服
を
志
し
て
い
る
こ
と
へ
の
認
識
の
欠
如
が
あ
る
の
で
は
な
い
か。
本
節
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に、
大
木
は
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
論
理
帰
結
が
自
己
破
滅
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る。
そ
れ
だ
け
で
な
く
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
思
想
的
現
実
場
面
で、
そ
の
属
性

で
あ
る
自
己
否
定
か
ら
の
避
難
を
試
み
る
経
過
に
お
い
て、
正
反
対
の
自
己
絶
対
化へ
と
転
化
す
る
事
態
を
も
鋭
く
指
摘
し
て
い
る。
し
た

が
っ
て
大
木
の
「
神
学
的」
倫
理
思
想
の
提
示
は
決
し
て、
現
代ニ
ヒ
リ
ズ
ム
問
題
か
ら
の
逃
避
で
は
な
く、
ま
た
復
古
主
義
的
護
教
者
と

し
て
「
聖
書
の
時
代
に
遡
る
『
古
い』
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
神」
を
無
前
提
に
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い。
む
し
ろ
現
代
間

題
と
の
思
想
的
取
り
組
み
を
経
て
こ
そ、
そ
の
克
服
は
聖
書
的
恩
寵
に
よっ
て
得
ら
れ
る
と
の
弁
証
課
題
を
自
覚
的
に
引
き
受
け
て
い
る
の

が、
大
木
神
学
思
想
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い。

第
三
節
終
末
論
的
現
実
主
義
の
視
座

前
節
に
お
い
て
「〈
否
定
の
論
理〉
と
は
預
言
者
的
知
性
の
論
理
で
あ
る)」
と
い
う
大
木
の
認
識
を
確
認
し
た。
そ
し
て
預
言
者
的
知
性

の
論
理
的
帰
結
と
そ
の
問
題
性
に
つ
い
て
論
じ、
さ
ら
に
問
題
性
克
服
の
道
筋
を
も
示
し
た。
け
れ
ど
も
歴
史
的
現
実
を
捉
え
た
際、
前
節

の
結
論
的
認
識
の
み
で
は
大
木
神
学
理
解
と
し
て
な
お
不
充
分
性
の
残
存
す
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。
そ
の
不
充
分

性
と
は、
否
定
的
契
機
の
強
き
で
あ
る。
現
実
の
絶
え
ざ
る
時
間
進
行
の
只
中
に
お
い
て、
絶
え
ざ
る
自
己
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と

は、
反
省
と
自
己
吟
味
に
の
み
時
間
が
消
費
さ
れ、
決
断
を
伴っ
た
現
実
肯
定
の
動
き
を
不
可
能
と
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る。



人
間
の
自
己
認
識
が
否
定
の
論
理
の
徹
底
化
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
た
場
合、
そ
れ
は
謙
遜
の
倫
理
を
醸
成
す
る
こ
と
に
寄
与
し
得
た
と

し
で
も、
他
方
で
積
極
的
自
己
肯
定
の
希
薄
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い。
社
会
倫
理
的
観
点
か
ら
表
現
す
る
な
ら
ば、
各
人
の

批
判
的
自
己
吟
味
の
過
剰
な
強
調
は、
責
任
的
肯
定
的
決
断
の
遅
延
な
い
し
回
避
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
別
言
す
れ
ば、

永
久
不
断
な
真
理
探
究
と
歴
史
現
実
の
要
請
す
る
決
断
と
の
ジ
レ
ン
マ
の
中
で、
い
か
に
判
断
停
止
に
陥
る
こ
と
な
く
政
策
判
断
と
政
策
実

行
を
可
能
に
す
る
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い。
そ
こ
で
思
想
の
「
現
実
主
義」
性
が
次
な
る
考
察
課
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な

る。
大
木
は
聖
書
的
表
象
を
援
用
し
て
現
実
主
義
的
思
惟
立
場
を
「
祭
司
的
知
性」
と
表
現
す
る。
祭
司
的
知
性
は
預
言
者
的
知
性
に
対
置

さ
れ
る。
「
預
言
者
は
理
想
主
義
者
で
あっ
て
現
実
主
義
者
で
は
な
い。
預
言
者
は
現
状
批
判
的
で
あ
り
革
命
的
で
あ
ね」
の
に
対
し
て、

祭
司
は
「
現
状
批
判
的
で
あっ
た
り
革
命
的
で
あっ
た
り
す
る
よ
り
は、
現
状
理
解
を
好
む
態
度
で
あ
り、
現
状
に
即
応
し
よ
う
と
す
る
エ

ン
ピ
リ
カ
ル
な
態
賂」
を
そ
の
特
質
と
す
る。
ま
た
祭
司
に
お
け
る
執
り
成
し
の
職
務
は、
民
の
中
に
身
を
置
き、
民
の
代
弁
者
と
し
て
神

に
訴
え
か
け
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ。
し
た
が
っ
て
祭
司
は
「
国
の
『
イ
ン
サ
イ
ド』
に
立
っ
て
お
り、
本
質
的
に
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル』
で
あ

(お)

る。
:::
祭
司
的
知
性
は
国
家
的(
ナ
シ
ョ
ナ
ル)
な
も
の
と
結
び
つ
き
ゃ
す
い」
傾
向
を
も
っ
と
捉
え
ら
れ
る。
こ
れ
も
預
言
者
が
本
質

的
に
民
と
の
結
合
よ
り
も
神
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
超
越
的
傾
向
を
有
し、
そ
れ
故
に
「
預
言
者
は、
た
ま
た
ま
ア
モ
ス
が
国
外
者
で
あ

っ
た
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に、
『
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー』
で
あ
り、
『
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル』
で
あ(伽)」
傾
向
を
帯
び
る
こ
と
と
の
対
照
関

係
と
し
て
認
識
さ
れ
る。

聖
書
的
表
象
で
あ
る
祭
司
的
知
性
と
預
言
者
的
知
性
と
い
う
類
型
を
用
い、
「
政
治
に
関
わ
る
知
性
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
互
い
に
対
立
し

(お)

あっ
て
い
る」
と
の
観
点
か
ら、
大
木
は
現
実
政
治
と
神
学
思
想
と
の
聞
に
連
関
の
発
見
を
試
み
て
い
る。
そ
れ
は
ま
た
分
析
に
と
ど
ま
ら

ず、
政
策
化ヘ
向
う
神
学
の
試
み
で
も
あ
る。
お
よ
そ
思
想
が
政
策
化
す
る
た
め
に
は、
現
実
把
握
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る。
そ
こ
に
大
木

が
預
言
者
的
否
定
の
論
理
だ
け
で
な
く、
祭
司
的
現
実
主
義
に
着
目
す
る
理
由
が
存
す
る
の
で
あ
る
が、
ま
た
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て、

現
実
主
義
の
問
題
性
が
露
呈
す
る
の
で
あ
る。
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そ
の
問
題
に
つ
い
て
大
木
は、
「

祭
司
的
知
性
の
社
会
学
的
な
問
題
齢」
及
び
「

哲
学
的
問
題」
の
二
つ
を
捉
え
て
い
る。

前
者
は
祭
司

的
知
性
の
現
実
主
義
的
性
向
の
故
に 、

思
想
が
現
実
と
の
距
離
感
を
喪
失
し
て
癒
着
し
「

現
実
即
応
と
い
う
善
の
中
じ
も
ぐ
り
込
む
現
実
肯

定
と
い
う
悪
を 、

と
く
に
そ
の
微
妙
な
と
こ
ろ
に
お
い
て、

見
き
わ
め
ら
れ
な
く
な
硲」
問
題
で
あ
る。

そ
の
結
果 、

現
実
主
義
を
標
梼
す

366 

る
思
想
は
結
果
的
に
現
状
の
追
認
と
な
り、

思
想
と
し
て
の
現
状
批
判
力 、

指
導
力 、

形
成
力
と
い
っ
た
一

切
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る。

思
想
が
現
実
に
事
後
承
認
を
与
え
る
作
用
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
れ
ば 、

も
は
や
政
策
で
さ
え
な
く

後
付
け
の
論
理
で
し
か
な
く
な
る。

そ

れ
ら
が
現
状
批
判
的
な
預
言
者
的
知
性
と
は
異
な
っ
た、

祭
司
的
知
性
の
現
実
主
義
的
特
性
と
し
て、

大
木
が
指
摘
す
る
祭
司
的
知
性
の
社

会
学
的
問
題
性
な
の
で
あ
る。

そ
の
究
極
的
問
題
性
は
一

過
性
を
本
質
と
す
る
現
実
が 、

現
実
主
義
を
標
梼
す
る
思
想
の
弁
証
作
用
に
よ
っ

意
識
さ
れ
な
く
な
る
の
で、
「

現
実
主
義
に
は、

て、

あ
た
か
も
永
遠
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
極
ま
る
と
呈一
守
え
よ
う 。

そ
こ
で
は
現
実
の
崩
壊
局
面
が
欺
踊
的
に

(mU)
 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
味
わ
い
が
感
じ
ら
れ
な
い」

と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

そ
れ
は
現
実

主
義
的
思
惟
に
よ
っ
て
は
終
震
や
破
局
を
認
識
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り、

し
た
が
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
捉
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で

あ
る。現

実
主
義
的
知
性
の
第
二
の
問
題
性
と
さ
れ
る
哲
学
的
問
題
と
は、

よ
り
精
密
に
表
現
す
れ
ば
そ
の
哲
学
的
基
盤
に
お
け
る
ね
じ
れ
た
結

合
の
問
題
で
あ
る。

具
体
的
に
は
「

国
際
関
係
の
潜
在
的
戦
争
状
態
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
に
つ
い
て
は
ホ
ッ
プ
ス
主
義
で
あ
り、

人
間
の
理
性
に
対
す
る
確
信
に
つ
い
て
は
ホ
ッ
プ
ス
と
正
反
対
の
ロ
ッ
ク
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
の
哲
学
的
矛
盾」

の
内
包
を
指
摘
す
る。

こ
の
よ
う
な
思
想
的
捻
転
状
態
の
原
因
に
つ
い
て
大
木
の
言
説
を
整
理
す
れ
ば 、

人
間
理
性
へ
の
過
度
な
信
頼
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
に
な

る。

現
実
主
義
の
知
性
は
一

方
で
「

ホ
ッ
プ
ス
が
見
た
問
題
と
は、

人
間
は
理
性
を
む
し
ろ
自
己
利
害
の
武
器
と
し
て
使
用
す
的」
人
間
観

を
保
持
し
て
い
な
が
ら、

他
方
で
同
一

の
理
性
の
叡
智
に
よ
っ
て
現
実
問
題
を
解
決
可
能
で
あ
る
と
発
想
す
る
点
に
問
題
が
伏
在
し
て
い

る。

現
実
主
義
的
知
性
は
そ
の
現
実
へ
の
固
着
を
徹
底
さ
せ
た
場
合
に
現
実
問
題
か
ら
の
脱
却
ま
た
克
服
が
不
可
能
な
事
態
へ
と
陥
る。

そ

の
状
況
下
で
強
引
な
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
場
合 、

大
木
が
見
抜
い
た
よ
う
に 、

人
間
理
性
に
起
因
す
る
問
題
に
つ
い
て、

同
じ
理
性
を
用



い
て
解
決
を
試
み
る
誤
謬へ
と
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る。

以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
地
点
か
ら
改
め
て
問
題
を
整
理
し
た
場
合、
思
想
の
政
策
性
な
い
し
は
思
想
と
現
実
と
の
関
係
は、
単
に
預
言

者
的
知
性
の
称
揚
あ
る
い
は
逆
に
祭
司
的
知
性一
辺
倒
で
は
問
題
解
決へ
と
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る。
預
言
者
的
思
惟
は
そ
の
理
想

主
義
性
質
の
強
さ
ゆ
え
に
現
実
講
離
と
な
り、
不
可
能
性
の
思
想
と
な
る。
ま
た
そ
れ
に
対
置
さ
れ
て
現
実
的
可
能
性
を
謡
う
祭
司
的
思
惟

は
現
状
肯
定
的
態
度
に
よっ
て、
い
わ
ば
現
実
に
吸
収
合
併
さ
れ
思
想
的
独
立
根
拠
を
喪
失
す
る。
そ
こ
で
両
者
の
問
題
性
を
止
揚
す
る
意

味
で
大
木
は
「
今
日
の
政
治
関
与
を
求
め
る
知
性
の
理
想
は、
預
言
者
的
な
も
の
と
祭
司
的
な
も
の
の
結
合
で
あ
詑」
と
主
張
す
る。
そ
れ

は
預
言
者
的
理
想
目
標
を
掲
げ
つ
つ、
同
時
に
現
実
離
れ
せ
ず
正
確
な
現
状
認
識
に
基
づ
い
た
政
策
的
思
想、
そ
れ
に
よっ
て
現
状
を
理
想

状
態へ
と
変
革
さ
せ
る
思
想
と
し
て
の
特
質
を
有
す
る。
ま
た
両
者
の
結
合
と
は、
理
想
主
義
的
不
可
能
性
と
現
実
主
義
的
可
能
性
と
の
結

合
を
意
味
し、
「
不
可
能
の
可
能
性」
の
希
求
と
な
る。

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド・
ニ
1
バ
l
的
「
不
可
能
の
可
能
性」
思
想
態
度
を一
方
で
継
承
し
つ
つ、
大
木
神
学
に
お
け
る
そ
の
展
開
と
し
て
提

示
さ
れ
る
の
が
終
末
論
的
現
実
主
義
に
他
な
ら
な
い。
無
論
こ
の
表
現
に
表
面
的
に
接
す
る
な
ら
ば
矛
盾
と
し
て
感
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

終
末
論
と
は
歴
史
終
震
に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
り、
そ
れ
故
に
歴
史
的
現
実
と
の
対
立
な
い
し
は
破
局
観
を
有
し
て
い
る。
そ
の
カ
タ
ス
ト

ロ
フ
ィ
ッ
ク
の
感
性
は
本
来
的
に
現
実
主
義
と
は
対
極
で
あっ
て、
容
易
に
は
接
合
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る。
し
か
し
こ
こ
で
大
木
に
よ

る
両
知
性へ
の
批
判
を
思
い
起
こ
す
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う。
ま
ず
預
言
者
的
知
性へ
の
批
判
と
し
て
「
否
定
の
論
理」
の
例
が
挙
げ
ら

れ、
そ
の
結
果
は
自
己
以
外
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
故
の
自
己
絶
対
化、
も
し
く
は
自
己
否
定
徹
底
の
帰
結
と
し
て
の
自
己
破
滅
ま
た
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
へ
と
至
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た。
ま
た
祭
司
的
知
性
の
問
題
性
と
し
て
は、
現
実へ
の
固
着
か
ら
来
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
或
い
は
カ
タ

ス
ト
ロ
フ
イ
ズ
ム
認
識
の
希
薄
化
と
対
応
不
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。
し
た
が
っ
て
大
木
に
よ
る
批
判
は、
両
知
性
に
共
通
し
た
課
題
す

な
わ
ち
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
対
応
と
い
う
課
題
を
指
摘
し
て
い
る。

そ
し
て
こ
の
課
題
を
積
極
的
に
克
服
す
る
道
筋
に
つ
い
て、
大
木
は
終
末
論
的
思
惟
を
通
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
克
服
さ
れ
る
と
同
時
に、
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預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性
は
止
揚
統
合
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る 。
そ
の
こ
と
は
終
末
と
歴
史
的
現
実
と
の
関
係
を
整
理
し
て
考
察

す
る
こ
と
に
よっ
て
明
確
に
さ
れ
る 。
終
末
に
お
い
て
歴
史
的
諸
行
為
は
無
意
味
で
は
な
い 、
け
れ
ど
も
ま
た
歴
史
的
諸
行
為
の
総
和
が
歴

368 

史
の
完
成
と
同
義
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い 。
別
言
す
る
と
終
末
は
歴
史
内
在
的
可
能
性
で
は
な
い 、
し
か
し
な
が
ら
歴
史
内
的
諸
現
実

は
終
末
と
無
縁
な
存
在
と
し
て
棄
却
さ
れ
る
の
で
は
な
く 、
む
し
ろ
終
末
と
歴
史
は
緊
密
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る 。
両
者
の
関
係
は
先
述

の
「

救
済
的
恩
寵」
に
よ
る
関
係
で
あ
る 。
歴
史
的
諸
現
実
は
皆 、
そ
れ
自
体
に
否
定
克
服
さ
れ
る
べ
き
要
素
を
含
み
持っ
て
い
る 。
し
た

が
っ
て
そ
れ
ら
は
すべ
て
究
極
的
否
定
と
し
て
の
無
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い 。
け
れ
ど
も
超
越
次
元
か
ら
の
救
済
に
与
る
こ
と
に
よっ

て 、
一
旦
は
徹
底
し
た
否
定
を
被っ
た
歴
史
的
諸
現
実
が
再
生
さ
れ
肯
定
さ
れ
る 。
こ
の
救
済
的
恩
寵
の
結
果
と
し
て 、
終
末
的
完
成
す
な

そ
こ
に
お
け
る
歴
史
的
諸
現
実
と
は 、

す
火」
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
中
を
通
さ
れ 、
救
済
的
恩
寵
に
よっ
て
新
生
さ
れ
た、
新
た
な
現
実
で
あ
か )。

わ
ち
永
遠
の
中
に
歴
史
は
意
味
と
位
置
を
持っ
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 。

「
焼
き
尽
く

以
上
の
よ
う
な
終
末
と
歴
史
の
関
係
理
解
を
通
し
て 、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
た
真
の
現
実
的
思
惟 、
終
末
論
的
現
実
主
義
の
主
体
が
定

位
さ
れ
る 。
真
の
現
実
認
識
と
は
永
遠
で
な
い
現
実
を
永
遠
で
あ
る
か
の
よ
う
に
曲
解
す
る
こ
と
で
は
な
く 、
む
し
ろ
そ
の
終
震
を
明
瞭
に

把
握
す
る
と
こ
ろ
に
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る 。
こ
の
よ
う
な
大
木
の
終
末
論
的
現
実
主
義
の
思
惟
態
度
を
明
確
に
表
現
し
た
文
章
と
し
て 、

『
終
末
論
的
考
察』
と
年
代
的
に
は
聞
き
が
あ
る
が
『

大
学
時
報』
掲
載
「

な
く
な
る
こ
と
が
あ
る」
と
題
す
る
評
論
で
の
次
の
よ
う
な
記

述
が
注
目
さ
れ
る 。
「『

な
く
な
る
こ
と
が
あ
る』
と
い
う
意
識
が 、
か
えっ
て
歴
史
の
中
に
生
き
る
生
き
方
を
謙
虚
に 、
ま
た
懸
命
に
す
る

の
で
は
な
い
か 。
現
実
的
に
す
る
の
で
は
な
い
か 。
戦
争
中
の
日
本
の
誤
り
は 、
日
本
は
永
遠
だ
と
思っ
た
と
こ
ろ
か
ら
き
た。

現
実
的
な
希
望
を
生
み
出
し
た~」 。

そ
れ
が
非

こ
こ
で
は
終
末
論
的
現
実
主
義
こ
そ
が
真
の
現
実
認
識
で
あ
る
と
の
確
信
が
明
示
さ
れ
て
い
る 。
歴
史

現
実
に
お
け
る
限
界
性
や
罪
性
に
つ
い
て 、
そ
れ
ら
の
客
観
視
を
可
能
と
す
る
超
越
の
視
点
か
ら
把
握
す
る 。
そ
れ
が
単
に
批
判一
辺
倒
で

な
く 、

否
定
媒
介
的
思
惟
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
が
故
に
現
実
認
識
か
ら
現
実
改
革へ 、
現
実
を
終
末
的
目
標(
テ
ロ
ス)
へ
と
方
向
づ
け
る

(お)

「『
な
く
な
る
こ
と』
を
考
え
な
が
ら
『

な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る』
と
い
う
こ
と」
と
の

そ
れ
は
ま
た

政
策
的
思
惟
が
可
能
に
な
る 。



終
末
論
的
倫
理
と
し
て
定
立
さ
れ
る 。

以
上
の
論
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
大
木
神
学
に
お
け
る
終
末
論
は 、
超
越
と
現
実 、
永
遠
と
歴
史
の
接
触
点
と
し
て
理
解
さ
れ 、
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る 。
さ
ら
に
は
歴
史
内
存
在
に
よ
る
終
末
論
的
視
点
の
確
保
を
可
能
と
す
る
「

救
済
的
恩
寵」
概
念
も
ま
た
特
徴
あ
る
大
木

独
特
な
着
目
で
あ
る 。
歴
史
的
現
実
は
救
済
に
よっ
て
存
在
が
肯
定
さ
れ 、
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
発
見 、
そ
れ
が
大
木
の
歴
史
神

学
及
び
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
の
論
理
的
支
柱
と
なっ
て
い
る 。
ま
た
超
越 、
永
遠
の
領
域
に
属
す
る
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
歴
史
内
的
存

在
が
思
惟
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る 。
そ
の
根
拠
は
啓
示
で
あ
り 、
ま
た
大
木
の
発
見
で
あ
る
「

神
の
到
来
と
し
て
の
超
越」
と
い
う
超
越

概
念
の
方
向
転
換
を
導
き
出
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る 。

第
四
節
歴
史
神
学
的
構
造
||
永
遠
と
歴
史
の
関
係

前
節
ま
で
の
論
述
を
通
し
て 、
終
末
論
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
現
実
主
義
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の一
見
矛
盾
に
受
け
と
れ
る
両
者
を
結
合
す

る
思
惟
構
造
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た。
そ
れ
は
教
会
史
で
「

絶
え
ず
改
革
さ
れ
る(
セ
ン
ペ
ル・
リ
フ
ォ
ル
マ
ン
ダ)」
と
称
さ
れ
る
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
特
性
の
内
的
思
惟
構
造
の
提
示
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る 。
そ
こ
で
議
論
を
さ
ら
に
進
め
て 、
大
木
終
末
論
の
教
義
学

的
特
徴
の
把
握
を
試
み
た
い 。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は 、
大
木
に
よ
る
次
の
よ
う
な
言
明
で
あ
る 。
「
も
し
東
神
大
に
熊
野
神
学
が
な

そ
こ
に
は
ひ
そ
か
に
し
か
し
激
し
くバ
ル
ト

神
学(
誤
解
さ
れ

た
そ
れ
も
含
め
て)
と
熊
野
神
学
と
の 、
永
遠
と
時
間
の
問
題
を
め
ぐ
る
相
克
が
あっ
鳩」 。
こ
れ
は一
読
で
は
趣
旨
を
読
解
し
難
い 、
謎

か
っ
た
な
ら 、
一
九
七
O
年
頃
の
危
機
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う 。

め
い
た
含
蓄
を
感
じ
さ
せ
る
言
明
で
あ
る 。
け
れ
ど
も
こ
の
地
点
に
至
る
ま
で
の
本
稿
の
考
察
が 、
や
は
り

超
越
的
永
遠
と
歴
史
的
現
実
と

の
関
係
を
巡
る
も
の
と
なっ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と 、
先
述
の
引
用
に
は
着
目
すべ
き
表
現
が
多
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
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か
さ
れ
る
の
で
あ
る 。
し
た
がっ
て 、
こ
の
記
述
に
暗
示
さ
れ
た
事
柄
を
明
確
に
認
識
し
得
た
な
ら
ば 、
そ
こ
に
大
木
終
末
論
の
含
蓄
も
ま

た
明
瞭
な
姿
を
現
す
で
あ
ろ
う 。

370 

尚 、
先
の
引
用
で
大
木
は
バ
ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学
の
比
較
検
討
に 、
永
遠
と
時
間
の
関
係
を
理
解
す
る
鍵
が
存
す
る
と
の
意
を
述べ
て

い
る 。
但
し
本
論
文
に
お
け
る
最
大
の
関
心
事
が
大
木
神
学
の
構
造
理
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て 、
こ
こ
でバ
ル
ト
と
熊
野
両
者
の
原
典
に

即
し
て
仔
細
な
分
析
を
実
行
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い 。
む
し
ろ
我
々
の
直
面
す
る
関
心
か
ら
し
て
な
すべ
き
こ
と
は 、
大
木
が
両
者
の

「
永
遠
と
時
間
の
関
係
理
解」
に
ど
の
よ
う
な
差
異
を
見
出
し、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
自
身
の
終
末
論
的
現
実
主
義
の
思
惟
構
造
を
確
立

さ
せ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る 。
そ
し
て
大
木
に
よ
るバ
ル
トへ
の
批
判
点
も
ま
た
原
典
研
究
か
ら
は
明
確
に
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か 、
「バ

ル
ト

神
学(
誤
解
さ
れ
た
そ
れ
も
含
め
て)」
と
あ
え
て
述べ
ら
れ
て
い
る
理
由
が
そ
れ
で
あ
る 。
バ
ル
ト

神
学
が
日

本
の
社
会
的
状
況
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ 、
教
会
姿
勢
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
か 。
そ
の
点
が
「

ゲ
ル
マ
ン
捕
囚
批
判」
と

も
軌
を一
に
し
た、
大
木
に
よ
る
「

社
会
倫
理
学
的
批
判」
の
視
点
な
の
で
あ
る 。

さ
て
本
節
の
主
題
を
め
ぐ
り 、

大
木
に
よ
るバ
ル
ト

批
判
と
し
て
注
目
すべ
き
は
「

非
宗
教
化」
へ
の
批
判
で
あ
る 。
「バ

ル
ト
は
啓
示

と
宗
教
を
き
び
し
く

対
置
し
た。
宗
教
と
は
た
し
か
に
宗
教
社
会
学
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
歴
史
的
形
態(
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト)
を
もっ
て
い

る 。
い
わ
ば
平
面
的
な
次
元
で
あ
る 。
宗
教
化
の
克
服
と
は 、
そ
の
神
学
的
内
容
を
の
ぞ
い
て
み
る
な
ら
ば 、
平
面
的
次
元
を
克
服
し、
福

(幻)

音
的
信
仰
と
い
う
垂
直
の
次
元
の
上
騰
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う」
と
述べ
ら
れ
て
い
る 。
バ
ル
ト

が
啓
示
と
宗
教
を
峻
別
し、
そ
こ
か
ら
啓

示ヘ
集
中
す
る
思
惟
方
法
は 、
歴
史
現
実
形
態
す
な
わ
ち
具
象
的
信
仰
共
同
体へ
の
蔑
視
態
度
を
引
き
起
こ
す 。
そ
し
て
教
会へ
の
非
宗
教

化
の
要
求
は
さ
ら
に
歴
史
現
実
世
界
全
体
の
非
宗
教
化へ
の
逆
説
的
肯
定
的
態
度
と
も
な
る 。
そ
の
論
理
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て 、
「

非
宗
教

化
論
は 、
教
会
と
い
う
特
定
の
宗
教
的
領
域
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て 、
一
方
で
は
こ
の
世
を
徹
底
的
に
世
俗
化
し:::
他
方
で
非
世
界

観
的
信
仰
の
垂
直
次
元
を
純
化
す
る 。
特
定
の
宗
教
的
領
域
は
解
消
さ
れ
る
が 、

(お)

界
は
い
た
る
と
こ
ろ
神
信
仰
の
場
と
な
る」
と
説
明
さ
れ
る 。

そ
の
結
果
世
俗
世
界
も
原
理
的
に
解
消
し、
そ
の
結
果
世

つ
ま
り

歴
史
的
現
実
形
態
を
と
る
教
会
と
は 、
相
対
的
有
限
的
に
過
ぎ
な
い



存
在
で
あ
り
な
が
ら
自
己
と
超
越
と
の
特
別
な
結
び
つ
き
を
主
張
す
る
が
ゆ
え
に 、
啓
示
と
世
界
の
聞
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
啓
示
を
覆
い
隠

そ
の
結
果
「

非
宗
教
化
と
か 、
『

世
の
た
め
に
あ
る
教
会』
と
か
の
理
論
は 、
わ
が
国
に
お
い

て
は
単
に
教
会
の
自
己
喪
失
を
促
進
す
る
だ
け
で
あ
ろ
鴻」
と
日
本
に
お
け
る
そ
の
重
大
な
否
定
的
作
用
の
故
に
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る 。

す
と
否
定
的
に
看
倣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。

こ
の
バ
ル
ト
的
発
想
の
日
本
に
お
け
る
具
体
的
な
展
開
例
と
し
て 、
大
木
は
滝
沢
克
己
の
思
想
を
論
じ
て
い
る 。
続
い
て
そ
の
観
察
を
試

み
た
い 。
大
木
は
自
己
と
滝
沢
の
思
想
的
立
場
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る 。
「

根
本
的
な
対
決
点
は 、
イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
の

理
解
に
か
か
わ
る
と
思っ
て
い
る 。
滝
沢
氏
は 、

で
あ
る
こ
と
も
無
だ
と
言
わ
れ
る 。

(ω)
 

で
あ
る
こ
と
は
有
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る」 。
滝
沢
に
お
け
る
無
の
主

イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
『

キ
リ
ス
ト

者』

わ
た
し
は 、
イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
に
よっ
て
の
み
『

キ
リ
ス
ト

者』

張
に
は 、
神
的
超
越
と
人
間
と
の
質
的
差
別
徹
底
化
の
論
理
が
看
取
さ
れ
る 。
そ
こ
で
は
神
の
み
が
絶
対
で
あ
る
故
に 、
と
も
す
れ
ば
偶
像

崇
拝
的
な
偽
絶
対
化
を
も
た
ら
す 、
人
間
の
宗
教
的
諸
実
物
の一
切
が
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。
こ
の
よ
う
な
論
理
と
相
対
立
す
る
自
己

「
わ
た
し
は
さ
き
に
ミ
ル
ト
ン
を
引
い
て
述べ
た
よ
う
に 、
こ
の
『
も
ち
も
の』
が
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ば
捨
て
ら
れ
る

(位)

べ
き
だ
が 、
神
の
も
の
な
ら
ば
捨
て
て
は
な
ら
な
い 、
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
に
至っ
た」
と
言
い
表
す 。
こ
こ
で
の
ミ
ル
ト
ン

の
立
場
を
大
木
は

と
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る
自
然
権
思
想
の
表
徴
で
あ
る 。
人
間
は
確
か
に
卑
小
な
存
在
で
あ
る
が 、
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
が
他
な

ら
ぬ
そ
の
人
間
存
在
を
肯
定
す
る
が
故
に 、
人
間
の
生
命
と
尊
厳
は
踏
み
に
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い 。
そ
こ
で
神
に
肯
定
さ
れ
た
人
間
存
在

を
「

守
る」
と
い
う
発
想
が
出
現
す
る 。
大
木
は
そ
の
理
解
に
立
つ
が
故
に 、
イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
の
救
済
恩
寵
に
拠
る
「

キ
リ
ス
ト

者
は

有
で
あ
る」
と
主
張
す
る 。
こ
こ
で
バ
ル
ト
1

滝
沢
に
お
け
る
人
間
的
な
も
の
へ
の
否
定
と
大
木
に
よ
る
そ
の
肯
定
と
の
対
立
が
出
る 。

バ
ル
ト
l

滝
沢
の
論
理
展
開
に
従っ
て 、
神
の
絶
対
性
を
前
に
し
て
人
間
的
な
も
の
は
究
極
的
に
無
で
あ
る
と
考
え
る
と
き 、
そ
こ
で

「
積
極
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
解
体
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
碍」
の
で 、
歴
史
内
的
現
実
と
し
て
の
教
会
の
解
体
も
容
認
の
み
な
ら
ず

推
奨
さ
れ
る
こ
と
に
さ
え
な
る 。
日
本
現
代
史
と
の
係
わ
り

合
い
で
捉
え
れ
ば 、
こ
の
認
識
で
は
大
日
本
帝
国
の
圧
迫
に
対
し
て
教
会
が
抵

抗
す
る
論
理
を
提
供
し
な
い
し、
学
生
運
動
の
よ
う
な
「
自
己
否
定」
要
求
に
対
し
て
も
教
会
自
身
の
自
己
否
定
を
追
認
す
る
結
果
と
な
ろ
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う 。
尚 、
大
木
は
滝
沢
の
バ
ル
ト

理
解
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
疑
問
を
呈
し
て
も
い
る 。
バ
ル
ト
の
幼
児
洗
礼
否
定
は
彼
の
神
学

が
究
極
的
客
観
主
義
化
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
し、

じ
よ
う
に
高
度
な
『

信
仰
的』
な
逆
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
こ
の
点
で
滝
沢
氏
は 、
バ
ル
ト
の
逆
説
を
解
体
合
理
化
し
て
し
まっ
て
い
る

の
で
は
な
い
時」
と
論
じ
る 。
滝
沢
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な 、
非
宗
教
化
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
解
体
論へ
ま
で
至
る
展
開
を
大
木
は

「バ
ル
ト
は 、
た
と
い
『

信
仰
に
も
よ
ら
な
い』
と
い
っ
て
も 、
そ
れ
は
ひ

372 

「
誤
解
さ

れ
た
バ
ル
ト

神
学」
に
よ
る
日
本
の
教
会へ
の
悪
影
響
と
し
て
認
識
し
て
い
る 。
そ
れ
と
同
時
に
バ
ル
ト

神
学
自
体
に
こ
う
し
た
展
開
を
必

然
化
さ
せ
る
論
理
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
の
で
あ
る 。

大
木
は
非
宗
教
化
か
ら
教
会
解
体
論
に
さ
え
帰
結
す
る
上
述
の
思
考
方
法
に
反
対
し
て 、
「『

キ
リ
ス
ト

者』
と
い
う
新
し
い
主
体
性
は 、

(似)

キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に 、
無
か
ら
有
が
よ
び
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て 、
新
し
く

造
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る」
こ
と
を
強
調
す
る 。
イ
エ
ス・

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て 、
神
が
罪
人
を
捉
え 、
臆
い 、
新
し
い
存
在
と
し
て
生
か
す 。
そ
の
と
き
「

無
き
に
等
し
い
も
の」
で
あっ
た
人
間

が 、
神
の
聖
性
に
触
れ
た
聖
な
る
も
の 、
「

神
の
も
の」
と
し
て
存
在
を
許
容
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
生
起
す
る 。
こ
う
し
て
イ
エ
ス・

「
こ
の
『

守
る』
と
い
う
こ
と
は 、
紛
争
中
学

(必)

生
た
ち
が
気
ま
ま
に
叫
ん
だ
体
制
擁
護
云
々
と
か
で
は
な
く
て 、
神
学
的
な
真
理
闘
争
を
背
後
に
もっ
て
い
る」
と
述べ
て
い
る
よ
う
に 、

キ
リ
ス
ト
に
あっ
て
こ
そ
の 、
人
間
的
な
る
も
の
の
「

有」
が
主
張
さ
れ
る 。
そ
れ
は
ま
た

大
木
に
お
け
る
「

キ
リ
ス
ト

者」
ま
た

る
の
で
あ
る 。

「
教
会」
等 、
キ
リ
ス
ト

教
的
歴
史
内
諸
形
態
の
擁
護
課
題
に
つ
い
て
の
神
学
的
根
拠
と
なっ
て
い

次
に
バ
ル
ト
に
お
け
る
歴
史
性
の
希
薄
化
は 、
そ
の
神
学
の
論
理
中
核
部
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
と
の
大
木
の
指
摘
を
観
察
し
た
い 。
パ

「
時
間
に
と
っ
て
は
全
く

異
質
的
な
永
遠
に
何
ら
か
の
意
味
で
関
わ
る
と
す
る
な
ら
ば 、
そ
れ

は
眠
り
か
ら
さ
め
る
と
い
う
こ
と
に
似
た
質
的
な
転
換
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
吋」
と
説
明
さ
れ
る 。
そ
の
論
理
に
よ
れ
ば 、
永
遠へ
の
覚
醒

ル
ト
に
お
け
る
永
遠
と
時
間
の
関
係
理
解
は

に
よっ
て
眠
り
と
し
て
の
時
間
は
消
失
さ
れ
て
し
ま
う 。
し
た
が
っ
て
「バ

ル
ト
の
『

ロ
マ
書』
に
お
い
て
は 、
救
済
は
こ
の
歴
史
的
時
間

(必)

そ
の
点
でバ
ル
ト
は
プ
ラ
ト
ン
的
と
見
な
さ
れ
て
き
た」
こ
と
を
大
木
は
指
摘
す
る 。
こ
れ
が
バ
ル
ト
の
特
徴
と

性
か
ら
の
解
放
と
な
る 。



し
て
の
「

永
遠
と
時
間
と
の
質
的
差
別」
の
論
理
で
あ
り 、

永
遠へ
の
覚
醒
は
同
時
に
歴
史
的
時
間
の
喪
失
と
な
る
の
で 、
歴
史
的
現
実
を

永
遠
と
の
関
係
下
で
位
置
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る 。

もっ
と
もバ
ル
ト
に
は

(ω)
 

「K
D
に
お
い
て
は
『

ロ
マ
書』
の
永
遠
と
時
間
の
質
的
差
別
が
時
間
次
元
に
転
位
せ
し
め
ら
れ
て
い
る」
と
い

う
自
己
反
省
的
な
修
正
作
業
が
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が 、
根
本
的
な
質
的
差
別
の
論
理
は
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
く 、

歴
史
的
時
間
性
の
消

失
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
大
木
は
見
て
い
る 。
永
遠
と
時
間
の
関
係
を
時
間
軸
に
も
た
ら
す
契
機
を 、
べ
レ
ト
ま 、

J

j

l
 

イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
の

復
活
顕
現
の
時
間
す
な
わ
ち
「

四
十
日
の
啓
示」
の
特
徴
的
理
解
か
ら
考
察
す
る 。
バ
ル
ト
は
そ
こ
に 、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
永
遠
と
時
間

の
交
叉
を
見
る 。
大
木
は
そ
こ
で
の
バ
ル
ト
の
着
眼
を
「

復
活
者
イ
エ
ス
の
四
十
日
の
『

第
二
の
歴
史』
に
お
い
て 、
人
間
の
時
間
と
神
の

時
間
と
は
ひ
と
つ
と
なっ
て
い
る 。
人
間
イ
エ
ス
が
『

神
の
仕
方
で』
時
間
の
中
に
い
た
の
で
あ
碍」
と
解
説
し、
そ
こ
に
イ
エ
ス
と
キ
リ

ス
ト
の
同一
化 、
神
性
と
人
性
の
結
合
が
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る 、
キ
リ
ス
ト

論
的
集
中
に
お
け
る
永
遠
と
時
間
の
結
合

で
あ
る 。

「
教
会
は
四
十
日
の
出
来
事
を
過

そ
し
て
こ
の
理
解
が
バ
ル
ト
に
お
け
る
歴
史
現
実
教
会
の
理
解
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。

去
に
『

振
り

返
り』

見
る
こ
と
に
よっ
て 、
『

前
方
を
の
ぞ
み』
見
ざ
る
を
得
な
い 。

に
あ
ら
わ
と
なっ
た
イ
エ
ス
の
『

現
在』
は 、
中
断
さ
れ 、

四
十
日
が
過
去
と
なっ
た
こ
と
に
よっ
て 、
四
十
日

(日)

そ
れ
故
そ
の
『

現
在』
を
待
ち
望
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
なっ
た」 。
こ
の
理

解
に
あっ
て
は 、
中
間
時
の
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
現
在
と
直
接
し
な
い 。
教
会
は
た
だ 、
キ
リ
ス
ト
に
の
み
永
遠
と
時
間
の
結
合
が
あ
る
こ

と
を
知
り 、
そ
の
キ
リ
ス
ト
を
指
し
示
す
の
み
で
あ
る 。
ま
さ
に
バ
ル
ト
的
「

洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
指
先」
と
し
て
の
教
会
理
解
と
な
る 。
重

要
な
の
は
キ
リ
ス
ト

で
あっ
て 、
教
会
で
は
な
い 。

そ
れ
を
擁
護
す
る
理
解
は
存

そ
こ
に
は
歴
史
の
中
で
教
会
の
特
別
な
使
命
を
重
視
し、

し
な
い 。
し
た
が
っ
て
バ
ル
ト

神
学
は
教
会
解
体
論
と
容
易
に
接
合
し、
歴
史
的
或
い
は
人
間
的
宗
教
性
不
要
論
に
さ
え
帰
結
す
る
の
で

あ
る 。バ

ル
ト
に
お
け
る
歴
史
性
の
希
薄
化
な
い
し
空
虚
化
を
以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
き
た
が 、
そ
の
問
題
性
は

(臼)

キ
リ
ス
ト

論
の
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
る」
と
指
摘
さ
れ
る 。
そ
し
て
大
木
は
バ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト

論へ
の
批
判
か
ら 、
次
の
よ
う
な
別
様
の

「バ
ル
ト
に
お
け
る
代
理
者
的
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キ
リ
ス
ト

論
理
解
に
よっ
て
そ
の
問
題
性
克
服
を
図
る 。
「

代
理
者
は
代
行
的
で
あっ
て
そ
の
結
果
を
被
代
理
者
に
帰
属
せ
し
め
る
の
に
対

し
て
永
遠
と
時
間
の
結
合
を
体
現
し、

し、
仲
保
者
は
中
間
に
立
っ
て
相
対
立
す
る
両
者
の
実
質
的
結
合
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
仲
保
者
キ
リ
ス
ト
は 、
受
肉
者
と

(日)

そ
し
て
時
間
を
そ
の
結
合
に
あ
ず
か
ら
し
め
る」 。

374 

つ
ま
り

代
理
者
理
解
か
仲
保
者
理
解
で
あ
る
か

の
キ
リ
ス
ト

論
的
差
異
が 、
歴
史
認
識
の
分
岐
点
と
な
る 。
代
理
者
と

被
代
理
者
の
関
係
に
あっ
て
は 、
被
代
理
者
は
代
理
者
に
取っ
て
代

わ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
代
理
者
の
属
性
を
帯
び
さ
せ
ら
れ
る 。
す
な
わ
ち
被
代
理
者
で
あ
る
人
間
の
存
在
は 、
代
理
者
キ
リ
ス
ト
の
中へ
と

没
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る 。
そ
れ
に
対
し
て
仲
保
者
の
役
割
は
「

相
対
立
す
る
両
者
の
実
質
的
結
合
を
つ
く
り
出
す」
の
で
あ
る
か
ら
し

て 、
仲
保
者
キ
リ
ス
ト

が
永
遠
を
時
間
に
も
た
ら
し
来
る 、
人
間
は
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
歴
史
的
個
性
を
喪
失
す
る
こ
と
な

く
新
し
い
存
在
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
現
実
は
超
越
か
ら
根
拠
付
け
ら
れ
た
意
味
と
価
値
を
有

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 。
尚 、
大
木
が

(弘)
く
る」
と
述べ
て
い
る
よ
う
な 、
神
学
的
影
響
関
係
が
看
取
さ
れ
る 。
こ
こ
ま
で
論
じ
来
る
な
ら
ば 、
本
節
冒
頭
で
謎
と
表
現
し
た
大
木
の

「
熊
野
神
学
に
お
い
て
は 、
受
肉
論
を
媒
介
と
し
て
歴
史
的
教
会
の
存
在
が
意
味
を
もっ
て

言
明
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う 。
「
も
し
東
神
大
に
熊
野
神
学
が
な
か
っ
た
な
ら 、
一
九
七
O
年
頃
の
危
機
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う 。
そ
こ
に
は
ひ
そ
か
に
し
か
し
激
し
くバ
ル
ト

神
学(
誤
解
さ
れ
た
そ
れ
も
含
め
て)
と
熊
野
神
学
と
の 、
永
遠
と
時
間
の
問
題
を
め

ぐ
る
相
克
が
あっ
た」 。
そ
れ
は
歴
史
的
現
実
を
肯
定
的
に
意
義
付
け
る
か 、
そ
れ
と
も
解
体
論
に
与
す
る
か
の
分
岐
点
と
し
て 、
微
妙
で

あ
り
つ
つ
重
大
な
神
学
的
差
異
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る 。



第
五
節
諸
神
学
者
と
の
影
響
関
係

前
節
で
は
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
述
し
た。
そ
こ
に
お
い
て
大
木
歴
史
神
学
の
特
徴
が
明
確
に
な
る
と
共
に 、
諸
神
学
者
の

思
索
と
対
論
も
ま
た
そ
の
形
成
に
深
く
関
与
し
て
い
る
様
相
が
確
認
さ
れ
た。
本
節
で
は 、
熊
野・
ニ
l

パ
1・

バ
ル
ト
の
三
者
を
特
に
取

り
上
げ
る 。
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
中
で
大
木へ
の
影
響
関
係
が
浮
上
し
て
お
り 、

三
者
各
々
か
ら
大
木
歴
史
神
学へ
の
思
想
的
連

関
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い 。

ま
ず
内
容
的
考
察
に
先
立
っ
て 、
本
節
の
資
料
的
特
色
に
触
れ
て
お
き
た
い 。
大
木
神
学
研
究
に
あ
た
っ
て
は
先
行
研
究
す
な
わ
ち
二
次

資
料
の
乏
し
さ
が
問
題
と
な
る 。
け
れ
ど
も
本
節
の
課
題
を
巡っ
て
は
二
本
の
紀
要
論
文
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る 。
こ
れ
は
大

木
神
学
研
究
全
体
か
ら
す
れ
ば 、
き
わ
め
て
例
外
的
な
状
況
で
あ
る 。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
や
は
り 、

大
木
神
学
の
中
で

「
終
末
論」
が
日
本
社
会一
般へ
の
大
き
な
影
響
力
と
相
倹っ
て 、
神
学
界
に
於
い
て
も
特
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う 。
大
木
が
三
五
年
に
わ
た
り

専
任
教
員
と
し
て
教
鞭
を
執っ
た
東
京
神
学
大
学
で
は 、
定
年
退
職
の
機
に
主
題
を
「

終
末
論
と

現
代」
と
し
た
献
呈
論
文
集
を
編
纂
し
が)O
そ
れ
は
大
木
神
学
の
中
心
主
題
が
そ
こ
に
存
す
る
と
の
同
僚・
後
輩
研
究
者
に
よ
る
判
断
で
あ

ろ
う 。
先
述
し
た
二
次
資
料
と
し
て
の
二
本
の
論
文
も
こ
の
献
呈
論
文
集
に
初
出
す
る 。
論
文
寄
稿
者
の
多
く
が
各
人
の
専
門
研
究
領
域
か

ら
主
題
と
の
関
連
を
設
定
す
る
中
で 、
古
屋
安
雄
「

大
学
の
終
末
論
的
考
矯」
と
熊
津
義
宣
「

日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

神
学
に
お
け
る
終
末

11
熊
野
義
孝
と
大
木
英
夫
人川)」

は
大
木
神
学
を
直
接
の
研
究
対
象
と
し
て
取
り

扱っ
て
い
る 。
本
節
の
論
述
に
あ
た
っ
て

論
的
伝
統

は
こ
れ
ら
の
二
次
資
料
と
も
対
論
し、
大
木
神
学
に
お
け
る
先
行
思
索
の
継
受
と
独
自
性
の
双
方
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る 。

最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
神
学
者
は
熊
野
義
孝
で
あ
る 。
熊
野
が
自
身
の
神
学
の
中
核
に
終
末
論
を
据
え 、
そ
の
問
題
関
心
が
大
木へ
と
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継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は、
古
屋
と
熊
津
も
ま
た
上
述
の
各
論
文
に
お
い
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る。
た
だ
し
熊
津
論
文
は、
熊
野
と
大

木
両
者
の
終
末
論
内
容
理
解
に
叙
述
の
大
半
が
割
か
れ
て
お
り、
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
は
「
熊
野
終
末
論
の
倫
理
的、
社
会
的、
文
化
的

(国)

関
心
は
そ
の
後
の
大
木
終
末
論
に
お
け
る
継
承
を
念
頭
に
お
く
時
に
は
な
は
だ
重
要
な
視
点
で
あ
る」
と
極
め
て
簡
潔
に
述べ
ら
れ
て
い
る

376 

の
み
で
あ
る。
もっ
と
も
簡
単
で
は
あ
る
が、
熊
野
か
ら
大
木へ
の
影
響
の
方
向
性
理
解
は
正
確
で
あ
る。
歴
史
捨
象
で
は
な
く、
む
し
ろ

歴
史
現
実
を
意
味
づ
け
る
思
想
と
し
て
の
大
木
終
末
論
の
方
向
性
が
熊
野
に
由
来
す
る
こ
と
は、
前
節
で
バ
ル
ト
と
の
対
比
に
よっ
て
明
ら

か
に
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る。

そ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で、
熊
野
と
大
木
の
間
に
あ
る
相
違、
或
い
は
大
木
に
お
け
る
熊
野
終
末
論
の
批
判
的
展
開
に
も
目
が
向
け
ら

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う。
熊
野
の
継
承
と
批
判
と
い
う
両
面
性
は、
大
木
の
「
終
末
論
的
思
惟
の
た
め
ま
ず
第一
に
熊
野
博
士
の
学
恩
を
思

い、
感
謝
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
し
か
し
今
か
ら
ふ
り
返
る
と、
熊
野
博
士
の
終
末
論
的
思
惟
に
は
『
世
界
の
蔑
視』
(の
SZ
B古
宮ω

B
S
島)
が
強
す
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
訴)」
と
い
っ
た
論
述
に
表
わ
れ
て
い
る。
そ
れ
で
は
熊
野
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
思
考
態
度
が
「
世

界
の
蔑
視」
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か。
熊
野
の
著
作
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
歴
史
理
解
の
表
明
が、
そ
の
手
が
か
り
を
与
え
る。

「
歴
史
は
も
と
も
と
終
末
的
な
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
歴
史
的
に
生
き
る
こ
と
||
こ
れ
が
人
間
の
真
実
の
生
き
方
で
あ
る
ーー
は、

こ
の
意
味
に
お
い
て
日
々
死
し
て
ま
た
新
し
く
匙
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い。
信
仰
の
生
活
は
本
来
こ
の
決
断
と
勇
気
に
よっ

て
成
立
す
る
の
で
あ
碕」。
こ
こ
に
は
日
ご
と
に
新
し
く
さ
れ
る
終
末
的
生
こ
そ
が
真
の
歴
史
的
生
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る。

す
る
と
そ
れ
は
歴
史
内
で
の
将
来
方
向へ
の
傾
斜
と
で
も
呼
称
す
べ
き
姿
勢
に
な
る。
そ
こ
で
続
け
て
「
こ
の
決
断
と
勇
気
と
が
未
来
に
対

す
る
行
為
に
よっ
て
よ
び
お
こ
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う。
信
仰
が
歴
史
的
な
も
の
に
関
わ
り
を
も
っ
と
言
わ
れ
る
の
は、
単

に
伝
承
を
固
守
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い。
歴
史
的
に
生
き
る
こ
と
は
過
去
に
休
ら
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る」
と
も
述べ
ら
れ
る。
将

来へ
の
傾
斜
姿
勢
が
よ
り
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る。

勿
論、
正
当
に
も
「
歴
史
的
教
会
は
常
に
何
ら
か
の
積
極
的
な
意
味
を
もっ
て
現
実
社
会
と
接
触
し
つ
つ
そ
の
文
化
的
な
位
置
を
要
求
し



て
き
た
の
で
あ
る 。
こ
の
点
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
キ
リ
ス
ト

教
史
は
退
嬰
的
な
神
秘
主
義
者
た
ち
に
よっ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
た
の
で
は
な

く 、
む
し
ろ
そ
の
反
対
に
目
覚
ま
し
い
文
化
的
現
象
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る」
と
の
熊
野
神
学
の
認
識
か
ら
は 、
歴
史
的

文
化
的
現
実
の
解
消
は
起
こ
り

得
な
い 。
た
だ
し
熊
野
に
は
終
末
と
歴
史
と
の
問
に
根
本
的
不
調
和
が
在
す
る
こ
と
へ
の
強
調
が
あ
る 。
そ

こ
で
「
も
と
も
と
終
末
論
的
に
そ
の
本
質
が
把
握
さ
れ
るべ
き
で
あ
る
キ
リ
ス
ト

教
会
は 、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
安
定
な
場
所

を
保
有
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
碍」
と
看
倣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。
ま
た
「

真
正
の
文
化
は
人
間
的
立
場
の
自
己
批
判
と
清
算
と
に
よっ

て
形
造
ら
れ
碍」
と
の
理
解
ゆ
え
に 、
歴
史
現
実
に
対
す
る
終
末
的
視
点
か
ら
の
批
判
が
重
要
視
さ
れ
る 。
「

歴
史
的
集
団
と
し
て
の
教
会

が一
般
文
化
に
対
す
る一
応
の
手
痛
い
抗
議
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
教
会
は
そ
の
終
末
論
的
な
根
拠
に
よっ
て
初
め
て
こ
の
使
命
に
堪
え

(筋)

る
の
で
あ
る」
と
の
記
述
は 、
熊
野
の
終
末
的
批
判
視
点
を
明
確
に
示
し
て
い
る 。
そ
の
点
に
つ
い
て
古
屋
も
「

熊
野
教
授
は
ト
レ
ル
チ
の

影
響
も
あっ
て
歴
史
に
お
け
る
信
仰
の
形
成
力 、
教
会
と
文
化
の
歴
史
的 、
社
会
的
形
成
の
問
題
に
関
心
を
もっ
て
い
た 。
け
れ
ど
も
大
木

と
く
に
歴
史へ
の
関
与
に
お
い
て
は
消
極
的
で
あっ
鳩」
と
分
析
し
て
い
る 。
熊
野
が
歴
史

教
授
に
比べ
る
と 、
や
は
り

歴
史へ
の
関
心 、

へ
の
視
点
を
保
持
し
つ
つ 、
尚
そ
こ
に
批
判
側
面
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
は 、
そ
の
終
末
的
視
点
か
ら
歴
史
内
の
人
間
的
現
実
が
常
に
未

完
成
で
「
自
己
批
判
と
清
算」
を
要
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。
大
木
は
「

熊
野
博
士
は
爪
先
立
ち
に
こ
の
世
界
を

駆
け
抜
け
る
雰
囲
気
の
神
学
的
風
貌
を
もっ
て
い
祈)」
と
巧
み
な
表
現
で
指
摘
し
て
い
る
が 、
こ
れ
は
先
に
将
来
傾
斜
と
呼
ん
だ
も
の
と
同

一
の
事
柄
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う 。

以
上
の
考
察
に
よっ
て
熊
野
と
大
木
と
の
終
末
論
が
共
通
性
を
保
持
し
つ
つ 、
微
妙
な
差
異
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る 。

両
者
と
も
終
末
論
的
視
点
か
ら
歴
史
的
現
実
に
「

絶
え
ず
改
革
さ
れ
る」
必
要
を
認
め
る
こ
と
に
お
い
て
共
通
す
る 。
そ
の
上
で
熊
野
は
終

末
論
的
批
判
原
理へ
の
傾
き
の
故
に 、
歴
史
現
実
内
教
会
は 、
歴
史
の
中
で
「

安
定
な
場
所
を
保
有
す
る
こ
と
が
不
可
能」
と
の
認
識へ
至

る
こ
と
に
な
る 。
そ
れ
に
対
し
て
大
木
は
歴
史
内
に
お
け
る 、
教
会
的
文
化
価
値
の
形
成
と
擁
護
を
試
み
る
こ
と
に
お
い
て 、
よ
り

歴
史
現

そ
の
点
が
大
木
を
し
て
「

熊
野
博
士
の
線
か
ら
は 、
現
代
世
界
の
終
末
論
的
『

蔑
視』
が

実へ
の
固
着
姿
勢
が
強
く

現
れ
る
こ
と
に
な
る 。
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(mm)
 

出
て
き
て
も 、

終
末
論
的
『

考
察』

は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う」

と
語
ら
し
め
る
所
以
で
あ
る。

そ
の
こ
と
は、

熊
野
に
お
い

て
は
歴
史
的
現
実
全
般
が
批
判
的
事
物
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り、

大
木
に
お
い
て
は
歴
史
的
諸
現
実
に
お
け
る
個
的
差
異 、

価
値

378 

優
劣
を
識
別
す
る
視
点
の
獲
得
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
と
も
表
現
で
き
る。

そ
し
て
大
木
の
終
末
論
的
現
実
主
義
の
思
想
系
譜
は
「

著
者
を
終
末
論
的
発
想
を
も
っ
て
現
代
世
界
と
の
取
組
み
へ
と
導
い
た
の
は、

偉

大
な
ア
メ
リ
カ
人
神
学
者
ラ
イ
ン
ホ
ー

ル
ド
・

ニ
1

バ
1

博
士
で
あ
っ
樋」
と
こ
ろ
へ
と
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

古
屋
は、

ニ
1

バ
1

か
ら
大
木
へ
の
影
響
に
つ
い
て、
「

そ
れ
は
た
だ
神
学
的
の
み
な
ら
ず 、

信
仰
的
あ
る
い
は
宗
教
的
な
次
元
に
お
よ
び 、

さ
ら
に
政
治
哲
学

(初)

的
な
次
元
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る」

と
指
摘
し
て
い
る。

そ
の
点
を
認
識
し
つ
つ
も 、

こ
こ
で
は
特
に
終
末
論
の
観
点
に
絞
っ
て
ニ
l

バ
1

と
大
木
の
思
想
的
連
関
を
観
察
す
る
こ
と
と
し
た
い 。

の
最
終
部
で
「
こ
の
変
動
す
る
現
代
世
界
に
必
要
な
こ
と
は、
『

神
の
国』

の
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
世

界
的
な
共
同
体
の
実
現
で
あ
ね」
と
述
べ 、

も
っ
て
同
書
の
結
論
と
す
る。

こ
の
論
述
は
直
ち
に
ニ
l

パ
1
『

光
の
子
と
閣
の
子』

の
結
論

大
木
は
『

終
末
論』

部
を
想
起
さ
せ 、

両
者
の
終
末
論
思
想
上
の
関
連
を
明
白
に
し
て
い
る。

そ
こ
で
ま
ず
ニ
l

バ
!

の
主
張
を
要
約
的
に
確
認
し
て
お
こ
う 。

ニ
1

パ
1

は
第
二
次
世
界
大
戦
終
盤
一

九
四
四
年 、

戦
後
の
冷
戦
構
造
に
よ
る
対
立
激
化
を
預
言
的
に
見
通
し
つ
つ 、

そ
れ
を
克
服
し
て
樹

立
さ
れ
る
べ
き
世
界
秩
序
の
究
極
的
課
題
が
「

世
界
共
同
体」

設
す
る
事
業
は、

人
間
の
究
極
の
必
要
性
で
あ
り 、

ま
た
可
能
性
で
あ
る
が 、

で
あ
る
と
説
き 、

同
書
の
結
論
と
し
た。

ニ
!

パ
l

は
「

世
界
共
同
体
を
建

そ
れ
は
ま
た
究
極
の
不
可
能
性
で
も
あ
詑」
と
言
う 。

こ
こ

lま
「

不
可
能
の
可
能
性」

と
い
う
ニ
1

パ
1

の
特
徴
的
術
語
が
現
れ
る。

そ
の
内
実
を
分
析
す
る
と、

ま
ず
人
間
内
在
的
要
因
と
し
て

「
可
能
性
で
あ
る
理
由
は、

歴
史
は、

人
間
の
自
由
を 、

自
然
的
過
程
を
超
え
て、

普
遍
性
が
達
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
拡
大
す
る
過
程

だ
か
ら
で
あ
お」
と
の
可
能
性
の
側
面
と、

そ
の
反
対
要
因
で
あ
る
「

最
高
の
成
果
に
達
し
て
も
な
お 、

人
間
生
活
は
罪
深
い
堕
落
に
染
ま

っ
て
い
れ)」

不
可
能
性
の
側
面
と
が
捉
え
ら
れ
て
い
る。

つ
ま
り
一

方
で
人
間
の
自
由
は
世
界
共
同
体
を
希
望
さ
せ 、

他
方
で
人
間
の
罪
が

そ
の
達
成
を
不
可
能
に
さ
せ
る
と
の
認
識
で
あ
る。
「

不
可
能
の
可
能
性」

を
こ
の
よ
う
に
人
間
内
在
因
の
み
で
理
解
す
る
な
ら
ば 、

そ
れ



は
可
能
性
と
不
可
能
性
の
勢
力
均
衡
状
態
と
な
り、
歴
史
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
の
均
衡
状
態
と
は、
結
果
的
に
不
可
能
性
の
事
態
と

な
る。け

れ
ど
も
ニ
1パ
l
は
注
意
深
く
「
不
可
能
の
可
能
性」
を
可
能
性
の
優
勢へ
と
傾
け
る
力
に
つ
い
て
も
語っ
て
い
る。
そ
れ
は
「
歴
史

を
支
え
る
神
の
力
は、
人
間
の
最
高
の
努
力
を
もっ
て
し
で
も
不
完
全
さ
に
終
る
に
ち
が
い
な
い
も
の
を
完
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
り、
ま
た、
最
も
純
粋
な
人
間
の
志
に
お
い
て
さ
え
も
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
堕
落
を
清
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
望
持」
に
よ
る
可
能
性
で
あ
り、
人
間
内
在
性
で
は
な
く
神
的
超
越
か
ら
の
可
能
性
で
あ
る。
そ
し
て
こ
の
神
的
可
能
性
は
人
間

の
罪
の
現
実
を
も
購
い、
終
末
の
完
成へ
と
至
ら
し
め
る
こ
と
に
お
い
て
救
済
的
恩
寵
と
し
て
も
把
捉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
救
済

的
恩
寵
に
よっ
て
終
末
は
待
望
さ
れ
る
べ
き
希
望
の
事
柄
と
な
る。
そ
れ
故
に
こ
こ
か
らバ
ル
ト
に
は
欠
如
し、
熊
野
に
は
不
足
し
て
い
た

新
し
い
認
識
が
生
じ
る。
そ
れ
は
こ
の
「
恩
寵
的
可
能
性」
を
知
る
歴
史
内
的
存
在
に
対
す
る
価
値
評
価
で
あ
り、
具
体
的
に
は
キ
リ
ス
ト

教
的
文
化
価
値
擁
護
と
そ
れ
に
よ
る
歴
史
形
成
課
題
の
認
識
で
あ
る。
そ
こ
で
ニ
l
バ
l
は
「
い
わ
ゆ
る
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で、
『
キ
リ

ス
ト
教』
的
国
家
は、
原
理
に
お
い
て、
自
己
批
判
を
要
求
す
る
文
化、
お
よ
び、
実
践
に
お
い
て、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
制
度
を
持っ
て

(祁)
い
る」
と
し
て、
世
界
共
同
体
形
成へ
果
た
す
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
価
値
の
積
極
的
役
割
を
述べ
て
い
る。

ま
た
ニ
1パ
!
と
の
思
想
的
同一
歩
調
に
お
い
て、
大
木
は
現
代
社
会
の
世
界
共
同
体
指
向
を、
自
然
的
紐
帯
で
な
く
人
間
の
自
由
な
る

精
神
に
よ
る
連
帯へ
の
動
機
付
け、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
会
に
先
取
実
現
さ
れ
て
い
る
方
向へ
の
ト
レ
ン
ド
と
捉
え
「
世
界
は
教
会
に
な

り
た
が
っ
て
い
お」
と
表
現
す
る。
そ
の
状
況
下
で
教
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
会
は、
潜
在
的
教
会
が
顕
在
的
教

会へ
と
なっ
て
い
く
た
め
の
道
筋
と
困
難
を
知っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

(初)

る
の
で
あ
る」
と
指
摘
す
る。
こ
こ
で
の

そ
の
認
識
を
もっ
て
現
代
世
界
の
中
に
立
ち
か
っ
奉
仕
す

「
困
難」
と
は
課
題
達
成へ
の
障
壁
と
な
る
不
可
能
性
を
指
し、
「
道
筋」
が
不
可
能
性
を
乗
り

越
え
て
達
成へ
と
前
進
す
る
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る。
「
今
日
こ
の
よ
う

に
世
界
的
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
潜
在
的
共
同
体
を
顕
在
的
共
同
体へ
と
顕
在
化
し
て
い
く
人
類
的
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
に
は、
聖
霊
に
ポ
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ゼ
ッ

ス
さ
れ
た
精
神 、
あ
え
て
『

溶
か
れ
る』
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば 、
神
的
な
霊
に
溶
か
れ
て
強
め
ら
れ
奮
い
立
た
さ
れ
た
自
由
を
もっ

た
人
間
同
士
の
相
互
協
力
が
必
要
な
の
で
あ
ね」 。
こ
れ
が
終
末
論
的
現
実
主
義
に
立
脚
し
た
歴
史
形
成
姿
勢
で
あ
り 、

終
末
論
が
絶
望
で

380 

な
く

希
望
の
論
理
と
な
る
所
以
で
あ
る 。
以
上
の
よ
う
な
歴
史
と
永
遠
の
関
係
に
お
け
る
神
的
可
能
性へ
の
信
頼
と 、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る

「
わ
れ
わ
れ
が
新
し
い
文
化
総
合
を
探
求
す
る
と
き
に
必
要
な
も
の
は 、
『

恩
寵
は
歴
史
を
破
壊
せ

ず 、
こ
れ
を
成
就
す
る』
と
い
う
原
理
で
あ
碍」
と
の
命
題へ
ま
と
め
あ
げ
る
の
で
あ
列。

世
界
共
同
体
待
望
に
つ
い
て 、
大
木
は

さ
ら
に
補
足
的
に
触
れ
る
な
ら
ば 、
ニ
1パ
l

研
究
者
西
谷
幸
介
は 、
大
木
に
よ
る
上
述
の
命
題
に
つ
い
て
「

そ
の
命
題
が
ニ
1パ
!

の

そ
れ
自
体
が
ま
た
彼
の
神
学
を
貫
く

命
題
で
あ
る
と
考
え
従」
と
記
し
て
い
る 。
こ
の

歴
史
神
学
の
根
本
性
格
を
適
確
に
と
ら
え
て
お
り 、

テ
ー

ゼ
は
大
木
の
著
作
文
脈
の
中
で
は 、
自
身
の
終
末
論
|

歴
史
神
学
的
思
考
態
度
を
表
明
し
た
も
の
で
あっ
て 、
直
接
的
に
は
ニ
1パ
1

を
評
し
た
も
の
で
は
な
い 。
し
か
し
な
が
ら
ニ
1パ
l

研
究
者
を
し
て
「二
1パ
l

の
歴
史
神
学
の
根
本
性
格」
と
言
わ
し
め
る
と
こ
ろ

に 、
大
木
と
ニ
1パ
l

両
者
の
終
末
論
的
現
実
主
義
思
想
の
呼
応
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う 。

そ
し
て
本
節
の
最
後
に
バ
ル
ト
の
肯
定
的
受
容
の
側
面
に
触
れ
て
お
き
た
い 。
前
節
の
永
遠
と
時
間・
歴
史
の
関
係
理
解
を
め
ぐ
る
議
論

で
は 、
熊
野
と
の
比
較
か
らバ
ル
ト

神
学へ
の
否
定
的
評
価
を
観
察
し
た。
し
か
し
そ
の
評
価
か
ら 、
大
木
の
神
学
的
立
場
をバ
ル
ト
的
傾

向
で
は
な
く

熊
野
系
統
で
あ
る
と一
方
向へ
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ
る 。
む
し
ろ
両
者
の
立
場
を
吟
味
総
合
す
る
こ
と
で
大
木
は
独
自

の
理
解
を
形
成
し
た
と
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う 。
そ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
述
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い 。
大
木
が
注
目
す
る
の

は 、
バ
ル
ト
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
復
活
顕
現
「

四
十
日
の
福
音」
理
解
に
現
れ
る
着
想
で
あ
る 。
こ
の
期
間
に
お
い
て 、
永
遠
な
る
神
で
あ

り 、
ま
た
神
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
啓
示
さ
れ
た
イ
エ
ス
が 、
同
時
に
人
間
と
し
て
人
間
の
時
間
の
只
中
に
存
在
し、

(鉛)

の
時
間
と
は一
つ」
と
さ
れ
て
い
る 。
こ
れ
は
人
間
イ
エ
ス
が
同
時
に
永
遠
性
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
り 、
そ
こ
か
らバ
ル
ト
の
発
見
に

「
人
間
の
時
間
と
神

よ
る
「

人
間
イ
エ
ス
の
先
在」
と
の
驚
くべ
き
教
説
が
導
き
出
さ
れ
る 。
大
木
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
「

た
し
か
に
イ
エ
ス

は
世
界
史
の一
定
の
時 、
一
1

三
十
年
の
聞
い
ま
し
た
も
う
た。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い 。
こ
の
プ
リ
ズ
ム
か
ら
分
光
さ
れ
て
過
去へ



向
か
う
線
は、

旧
約
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り、

さ
ら
に
創
造
の
時、

究
極
的
に
は
『

神
の
永
遠
の
み
心』

に
ま
で
達
し 、

そ
し
て
イ
エ
ス 、

よ

そ
の
イ
エ
ス
が
神
の
『

決
議
の
対
象』

と
し
て
先
在
す
る
の
で
あ
れ間」 。

く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
そ
れ
は
人
間
イ
エ
ス
で
あ
る、

た
だ
し
バ
ル
ト

神
学
に
お
け
る
問
題
性
は
こ
の
洞
察
を
積
極
的
に
生
か
し
得
な
い 、

そ
れ
が
二
つ
の
事
柄
に
お
い
て
現
れ
る。
一

つ
は
神

特 と
別 人
な 問
時 と
間 の
と 質
み 的
な 差
さ 別
れ 認
て 識
しー か
るS ら

「
一

1
三
十
年
と
い
う
時
間
が
『

啓
示
の
時
間』

と
し
て、

他
の
す
べ
て
の
時
間
か
ら
区
別
さ
れ
て、

の
で、

結
局
の
と
こ
ろ
啓
示
の
時
間
と
歴
史
全
般
と
は
質
的
相
違
と
し
て
置
か
れ
る。

そ
し
て
前
節

で
論
じ
た
よ
う
に
歴
史
か
ら
啓
示
へ
の
覚
醒
は、

啓
示
の
時
間
へ
の
没
入
と
な
る。

も
う
一

つ
の
問
題
性
に
つ
い
て
大
木
は、

そ
れ
が
パ

ル
ト

の
代
理
者
キ
リ
ス
ト

論
に
起
因
す
る
と
指
摘
し 、
「

時
間
論
に
よ
る
キ
リ
ス
ト

論
か
ら
人
間
論
へ
の
展
開
は、

必
然
的
に
人
間
一

般
を

含
む
創
造
論
的
広
が
り
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い 。

わ
れ
わ
れ
は、

こ
こ
に 、

(鉛)

(釘)

見
る」

と
言
い 、

そ
こ
に
「

普
遍
救
済
説
的
嫌
疑」

が
表
明
さ
れ
る。

バ
ル
ト
に
お
け
る
代
理
者
的
キ
リ
ス
ト

論
の
ひ
と
つ
の
帰
結
を

大
木
は
熊
野
の
線
に
よ
る
仲
保
者
キ
リ
ス
ト

論
に
立
ち 、

の
洞
察
を
バ
ル
ト

以
上
に
積

そ
こ
か
ら
バ
ル
ト
に
お
け
る
「

先
在
の
イ
エ
ス」

極
的
に
活
か
す 。

そ
こ
で
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト

の
神
性
と
共
に
永
遠
に
先
在
す
る
人
性
と
い
う
バ
ル
ト

的
理
解
と
聖
書
証
言
と
の
一

致
が
次

の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る 。

大
木
は

ん
で
い
る
こ
と
を
主
張
す
硲」
と
述
べ 、

「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
は、
『

世
の
は
じ
め
か
ら
ほ
ふ
ら
れ
た
小
羊』

と、

キ
リ
ス
ト
は
世
の
は
じ
め
か
ら
死

イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト

の
永
遠
の
先
在
と
は、

そ
の
業
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

の
十
字
架
の
先
在
で
あ

る
と
洞
察
す
る
こ
と
に
お
い
て
バ
ル
ト

の
認
識
を
一

歩
先
ヘ
進
め
る。

そ
し
て
仲
保
者
キ
リ
ス
ト
を
媒
介
と
し
て
「

世
界
史
は
映
画
の
フ
イ

(ω)
 

ル
ム
の
よ
う
に
永
遠
の
同
時
性
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る」

と
捉
え
ら
れ、

そ
れ
に
よ
っ
て
永
遠
と
歴
史
全
体
と
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
関

係
づ
け
が
理
解
さ
れ
る。

キ
リ
ス
ト
に
よ
る
永
遠
と
歴
史
と
の
結
合
関
係
は
更
に
「

黙
示
録
二
二
章
八
節
の
『

世
の
初
め
か
ら
ほ
ふ
ら
れ
た
小
羊』

つ
ま
り
三
位
一

体
の
内
な
る
十
字
町村」
の
三
位
一

体
理
解
へ
と
展
開
さ
れ
る。

こ
う
し
て
内
在
的
三
位
一

体
に
お
け
る
神
の
永
遠
な
る
救
済
決
意
が 、

経
論

的
三
位
一

体
に
お
い
て
は
真
の
神
に
し
て
真
の
人
な
る
仲
保
者
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト

の
購
罪
事
業
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
筋
道
が
明
瞭
と
さ
れ

現代世界の歴史神学的考察381 



る 。
こ
の
よ
う
に
「『

世
の
始
め
か
ら』
を
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
と
結
び
つ
け
樋」
と
い
う
イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
の
先
在
認
識
に
お
い
て 、

「
キ
リ
ス
ト
の
死
は 、
歴
史
全
体
に 、
人
類
全
体
に
か
か
わ
り 、
すべ
て
の
人
間
の
た
め
の
代
償
死
で
あ
り

犠
牲
愛
の
あ
ら
わ
同」
で
あ
る 、

382 

す
な
わ
ち
イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト

が
購
罪
主
に
し
て
歴
史
の
主
で
あ
る
こ
と
の
把
握へ
と
至
る
の
で
あ
る 。

ま
た
内
在
的コ
二
論
に
よ
り

十
字
架
の
永
遠
性
の
根
拠
が
明
瞭
と
さ
れ 、
そ
こ
か
ら
歴
史
時
間
に
対
す
る
十
字
架
の
超
越
性
の
認
識
が
導

き
出
さ
れ
る 。

て
い
る 、
そ
の
時
間
経
過
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よっ
て 、

そ
れ
が
「

イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
は
ロ
ゴ
ス
と
し
て
先
在
し
て
い
る 、
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
証
言
は
時
間
経
過
を
破
壊
し

(川町)

イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
の
荏
在
を
世
の
初
め
に
遡
及
さ
せ
る」
と
い
っ
た
聖
書
証
言

を
確
証
さ
せ
る
論
理
と
な
る 。
こ
う
し
て
バ
ル
ト
に
よ
る
キ
リ
ス
ト

論
の
創
造
論
的
拡
張
と
は
異
な
り 、

創
造
を
も
救
済
史
の
枠
組
み
の
中

に
位
置
づ
け
る
大
木
歴
史
神
学
の
構
造
が
現
れ
出
る 。
さ
ら
に
こ
う
し
て
理
解
さ
れ
た
イ
エ
ス・
キ
リ
ス
ト
と
歴
史
と
の
関
係
は 、
歴
史
が

そ
の
始
原
か
ら
終
末
ま
で
の
全
体
に
お
い
て
救
済
史
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ 、
歴
史
理
解
の
鍵
が
十
字
架
に
あ
る
と
の一
貫
し
た
神
学
的

歴
史
理
解
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る 。
バ
ル
ト
の
「

イ
エ
ス
の
永
遠
な
る
先
在」
教
説
をコ
二
論
|

救
済
史
的
に
発
展
さ
せ
た

と
こ
ろ
に 、
大
木
に
お
け
るバ
ル
ト
の
肯
定
的
受
容
側
面
が
現
れ
る
の
で
あ
る 。

む
す
び

本
論
考
の
全
体
構
造
を
要
約
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い 。
大
木
歴
史
神
学
は
「

終
末
論」
を
鍵
語
と
し、
そ
れ
を
軸
と
し
て
構
想
さ
れ
て

い
る 。
冒
頭
部
で
は
こ
の
用
語
の
日
本
社
会
に
お
け
る
受
容
動
向
と
そ
の
社
会
的
背
景
を
概
観
し、
併
せ
て
世
界
破
滅
的
終
末
観
の
誤
解
に

つ
い
て
も
言
及
し
た。
ま
た
終
末
論
的
思
惟
の
未
成
熟
な
運
用
は 、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的
な
自
己
絶
対
化
も
し
く
は
自
己
否
定
的ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

誤
謬へ
と
帰
結
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た。
続
い
て
の
論
述
で
は 、
前
述
の
二
つ
の
誤
謬
が
政
治・
社
会
思
想
の
形
態
に
お
い
て 、
前
者
が
思



想
と
現
実
と
の
距
離
感
喪
失
に
よっ
て
癒
着
す
る
「

祭
司
的
現
実
主
義」
と
な
り 、

後
者
は
批
判
側
面
の
強
さ
か
ら
現
実
恭
離 、
現
実
否
定

を
も
た
ら
す
「

預
言
者
的
理
想
主
義」
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
を
述べ
た。

大
木
は
両
者
の
止
揚
統
合
と
し
て
「

終
末
論
的
現
実
主
義」
を
標
梼
す
る 。
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
る
の
は 、
終
末
論
が
有
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
克
服
の
論
理
で
あ
る 。
終
末
論
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
否
定
契
機
は 、
歴
史
内
存
在
の
罪
性・
不
完
全
性
を
徹
底
的
に
暴
露
す
る 。
し
た
が
っ

て
終
末
論
を
歴
史
内
在
的
に
の
み
捉
え
た
場
合 、
そ
れ
は
自
己
否
定
的ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
帰
結
す
る 。
し
か
し
な
が
ら
神
学
的
終
末
論
は一
方

で
徹
底
し
た
「

さ
ば
き」
の
論
理
で
あ
り
つ
つ 、
他
方
に
超
越
的
恩
寵
か
ら
の
「

ゆ
る
し」
を
告
知
す
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る 。
さ
ば
き
か
ら
ゆ
る
しへ
の
移
行
に
よっ
て
否
定
の
論
理
は
全
存
在
否
定
と
い
う
虚
無へ
の
転
落
を
免
れ 、
歴
史
形
成
的
論
理ヘ

と
転
換
さ
れ
る 。
「

人
聞
は
こ
の
〈
ゆ
る
し〉
の
中
で
し
か 、
本
当
に
悔
い
改
め
(
H
自
己
批
判)
を
な
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か 。
歴
史
を

そ
の
将
来
の
成
就
に
向っ
て
い
だ
き
上
げ
る
力
は
〈
審
判〉
で
は
な
く〈

愛〉
で
あ
る」
こ
と
の
発
見
が 、
大
木
の
「

終
末
論
的
現
実
主
義」

の
根
拠
と
なっ
て
い
る 。
終
末
論
は 、
歴
史
内
現
実
の
限
界
性
や
罪
性
に
つ
い
て 、
そ
れ
ら
の
客
観
視
を
可
能
と
す
る
超
越
の
視
点
か
ら

把
握
す
る 。
そ
れ
が
単
に
批
判一
辺
倒
で
な
く 、

否
定
媒
介
的
思
惟
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
が
故
に
現
実
認
識
か
ら
現
実
改
革ヘ 、
現
実
を

終
末
的
目
標(
テ
ロ
ス)
へ
と
方
向
づ
け
る
政
策
的
思
惟 、
す
な
わ
ち
「

終
末
論
的
現
実
主
義」
に
立
脚
す
る
思
惟
主
体
が
生
起
す
る
の
で

あ
る 。本

論
考
後
半
に
お
い
て
は
「

永
遠
と
歴
史
の
関
係」
を
巡
り 、

現
代
諸
神
学
者
と
の
対
論
を
試
み
て
い
る 。
ま
ずバ
ル
ト
と
熊
野
の
対
比

か
ら 、
「

永
遠
と
時
間
の
質
的
差
別」
と
い
うバ
ル
ト

的
思
惟
方
法
に
よっ
て
は 、
永
遠へ
の
覚
醒
が
歴
史
的
時
間
性
の
喪
失
を
引
き
起
こ

し、
結
果
と
し
て
歴
史
現
実
を
意
味
づ
け
ら
れ
な
く
な
る
と
論
じ
る 。
そ
れ
に
対
し
て
熊
野
の
論
理
で
は 、
仲
保
者
キ
リ
ス
ト

が
神
と
人
間

ま
た
永
遠
と
歴
史
と
い
っ
た
質
的
相
違
存
在
聞
に
結
合
関
係
を
も
た
ら
す
と
理
解
さ
れ
る
の
で 、
「

受
肉
論
を
媒
介
と
し
て
歴
史
的
教
会
の

存
在
が
意
味
を
もっ
て
く
る」
こ
と
と
な
り 、
そ
こ
に
歴
史
内
存
在へ
の
価
値
認
識
が
可
能
と
な
る
と
理
解
さ
れ
る 。
但
し
熊
野
神
学
に

は 、
終
末
的
完
成
の
視
点
か
ら
歴
史
的
現
実
に
「

自
己
批
判
と
清
算」
を
強
く

要
求
す
る 、
終
末
的
批
判
原
理
の
強
調
傾
向
が
存
す
る 。
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の
点
が
大
木
に
よ
る
熊
野へ
の
批
判
点
で
あ
る 。

大
木
の
「

終
末
論
的
現
実
主
義」 、
キ
リ
ス
ト

教
的
文
化
価
値
の
形
成
と
擁
護
を
基
調
と
す
る
思
惟
構
造
に 、
もっ
と
も
直
接
的
な
影
響

ニ
1パ
!
と
大
木
は 、
聖
書
的
「

神
の
国」
表
象
に
由
来
す
る
「

世
界
共
同
体」
を
終
末
論
的
歴

384 

を
与
え
て
い
る
の
は
ニ
1パ
ー

で
あ
る 。

史
目
標
と
す
る
こ
と
に
お
い
て一
致
す
る 。
世
界
共
同
体
形
成
は 、
人
間
の
自
由
希
求
性
質
故
に
可
能
性
が
あ
り 、
人
間
の
罪
性
の
た
め
に

不
可
能
性
で
あ
り 、
「

不
可
能
の
可
能
性」
で
あ
る 。
け
れ
ど
もニ
1パ
ー

は
そ
の
上
で 、
蹟
罪
と
い
う
超
越
的
救
済
思
寵
の
導
き
に
よ
る

可
能
性へ
の
道
筋
を
捉
え
る 。
ま
た
大
木
は
そ
の
認
識
を
「

恩
寵
は
歴
史
を
破
壊
せ
ず 、
こ
れ
を
成
就
す
る」
と
の
命
題
に
よっ
て
表
現
す

る 。
さ
ら
に
大
木
は
バ
ル
ト
「

イ
エ
ス
の
永
遠
の
先
在」
と
聖
書
証
言
「

世
の
は
じ
め
か
ら
屠
ら
れ
た
小
羊」
と
の
結
合
理
解
か
ら 、
先
述

の
救
済
恩
寵
認
識
を
さ
ら
にコ
二
論
|

救
済
史
的
に
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る 。
さ
ら
に
ま
た
歴
史
神
学
的
認
識
が
聖
書
証
言
と
結
合
さ
れ
る

と
こ
ろ
に 、
聖
書
正
典
論
を
基
盤
と
す
る
大
木
神
学
の
基
礎
構
造
が
現
出
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る 。

以
上
を
もっ
て
「

終
末
論」
を
中
心
概
念
と
し
た、
大
木
歴
史
神
学
の
特
徴
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う 。
今
後
に
続
く

考
察

の
課
題
と
し
て
は 、
大
木
歴
史
神
学
の
内
容
的
特
徴
で
あ
る 、
超
越
|

到
来
す
る
思
寵
理
解 、
ま
た
歴
史
の
三
相
構
造
把
握
に
つ
い
て 、
叉』

ら
に
根
源
的
問
題
と
し
て
コ
ス
モ
ス
世
界
観
と
歴
史
世
界
観
相
克
の
問
題
等
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い 。

注

(1)
三
島
由
紀
夫
の
割
腹
自
殺
は一
九
七
O
年 。
政
治
的
な
動
き
と
し
て
は 、
七
二
年

表 、
田
中
内
閣
(
七
二
年
七
月
1

七
四
年
二一
月)
発
足
の
こ
ろ 。

沖
縄
返
還 、
田
中
角
栄
通
産
相
「
日
本
列
島
改
造
論」
発



(2)
こ
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
た
破
滅
的
終
末
論の
普
及
に
役
割
を
果た
し
た
の
は
野
坂
昭
如
で
あ
る 。
一
九
七
三
年 、
一
橋
大
学
大
学
祭
で
の
終
末

論
を
テ
i

マ
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
大
木
と
野
坂
は
対
談
し
た 。
そ
の
際
に
聴
衆
か
ら
の
「

明
日
世
界
が
破
滅
す
る
と
し
た
ら 、
今
日
何
を

す
る
か」
と
い
う
聞
い
に 、
野
坂
は
「

野
坂
は
酒
を
飲
み
麻
薬
を
すっ
て
暴
動
を
起
こ
す
と
い
う
よ
う
な
お
説」
で
答
え
た
と
い
う
(
大
木

『
現
代
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
化』
一
九
七
六
年 、
白
水
社 、
五
頁
参
照) 。

(3)
住
家
正
芳
「

宗
教
書
が
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー

に
な
る
と
き」
一
柳
贋
孝
編
『

オ
カ
ル
ト
の
帝
国
一
九
七
0
年
代
の
日
本
を
読
む』
青
弓
社 、
二
O

O
六
年 、
一
四
五
頁 。

尚 、
一
九
七
三
年
に
は
五
島
勉
『

ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言』
も
出
版
さ
れ 、
『
日
本
沈
没』
と
併
せ
て
終
末
論
プ
1

ム
と
評
さ
れ
た 。
同

年
は
石
油ショ
ッ
ク
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
狂
乱
物
価
の
発
生
年
で
も
あ
り 、
そ
う
し
た
社
会
状
況
が
世
界
破
滅
的
な
終
末
論
理
解
を
助
長
し
た 。
こ

の
終
末
プ
1

ム
は 、
S
F
映
画
『

宇
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト』
に
も
影
響し
た
と
い
わ
れ
る 。
そ
し
て一
九
九
0
年
代に
日
本
を
震
掘
さ
せ
た
テロ
リ
ズ

ム
宗
教
集
団
オ
ウ
ム
真
理
教へ
の
そ
れ
ら
の
影
響
を
考
え
る
と
き 、
日
本
に
お
け
る
終
末
論
認
識
と
そ
の
取
り

扱い
の
未
熟
さ
が
極
め
て
高い

危
険
を
苧
ん
で
い
る
と
言わ
ざ
る
を
得
な
い 。

(4)
大
木
英
夫
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
一
九
六
九
年 、
『

終
末
論
的
考
察』
中
央
公
論
社 、
一
九
七
O
年 、
二
コニ
頁 。

(5)
寸

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
O
頁 。

(6)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
O
頁 。

(7)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
三
頁 。

(8)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
三
頁 。

(9)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
三
l一

O
四
頁 。

(日)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
一
一
夏 、
傍
点
省
略 。

(日)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
八
頁 、
傍
点
省
略 。
現
代
に
お
い
て
こ
の
問
題
性
が
顕
著
に
表
出
す
る
の
が
「

テ
ロ
リ
ズ

ム」
で
あ
ろ
う 。
テロ
リ
ズ
ム
は
語
源
を
ギ
リ
シ
ャ
語
テ
ロ
ス
に
も
っ
と
さ
れ
る
が 、
ま
さ
に
自
己
(
集
団)
目
標
を
歴
史
全
体
目
標
と
同一

視
し
て
破
壊
行
為
に
及ぶ
そ
の
姿
勢
は 、
自
己
絶
対
化
で
あ
り

終
末
論
理
解
の
倒
錯
を
証
明し
て
い
る
と
言
え
よ
う 。

(ロ)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
五
頁 。

(日)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
一一一一
頁 、
傍
点
省
略 。
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(U)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』

(日)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』

(日)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』

(口)
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』

結
び
つ
く 。

(時)
関
根
清三
「

書
評
大
木
英
夫
『

新
し
い
共
同
体の
倫
理
学
基
礎
論
上・
下』」
『

週
刊
読
書
人』

(叩)
「書

評
大
木
英
夫
『

新
し
い
共
同
体の
倫
理
学
基
礎
論
上・
下』」
『

週
刊
読
書
人』 。

(却)
大
木
「

否
定
の
論
理
と
終
末
論」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
O
頁 。

(幻)
大
木
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
一
九
六
七
年 、
『

終
末
論
的
考
察』
八
頁 、
傍
点
省
略 。

(幻)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
頁 、
傍
点
省
略 。

(お)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
一
O
頁 、
ル
ピ
を
(
)
内
に
変
換 。

(M)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
九
頁 。

(お)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
一
一
頁 。

(お)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
一
七
頁 、
傍
点
省
略 。

(幻)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
一
九
頁 、
傍
点
省
略 。

(お)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
一
八
頁 、
傍
点
省
略 。

(却)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
三
二
頁 。

(初)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』一一一
頁 。

(出)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
二一
頁 。

(詑)
「

預
言
者
的
知
性
と
祭
司
的
知
性」
『

終
末
論
的
考
察』
二一
頁 。

(お)
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
に
聖
書
的
終
末
表
象
で
あ
る
「

最
後
の
審
判」
ま
た
「

復
活」
と
の
関
連
を
読
み
取
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う 。

(泊)
大
木
「

な
く
な
る
こ
と
が
あ
る」
『

大
学
時
報
第
四
二
巻二
二
九
号』
日
本
私
立
大
学
連
盟 、
一
九
九
三
年 、
九
五
頁 。

(お)
「

な
く
な
る
こ
と
が
あ
る」
『

大
学
時
報
第
四二
巻二
二
九
号』
九
五
頁 。

一
一一二
頁 、
傍
点
省
略 。

一
一
四
頁 。

一
一
九
頁 。

二一一
頁 。
こ
の
よ
う
な
洞
察
が
大
木
神
学
に
お
け
る
特
徴
概
念
「

神
学
的
相
対
主
義」
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(お)
大
木
「バ

ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学

一
三
七
頁 。

(幻)
大
木
「

教
会
形
成
か
非
宗
教
化
か」

を
(
)
内
に
変
換 。

(お)
「

教
会
形
成
か
非
宗
教
化
か」
『

歴
史
神
学と
社
会
倫理』
一
O
四
頁 、
傍
点
省
略 。

(却)
「

教
会
形
成
か
非
宗
教
化か」
『

歴
史
神
学と
社
会
倫
理』
一
O
五
頁 、
傍
点
省
略 。

(却)
大
木
「『

滝
沢
克
己』
を
読
む」
一
九
七
二
年 、
『

歴
史
神
学と
社
会
倫理』
一一一一一
頁 、
傍
点
省
略 。

(但)
「『

滝
沢
克
己』
を
読
む」
『

歴
史
神
学
と
社
会
倫理』一
二
O
頁 、
傍
点
省
略 。

(必)
「『

滝
沢
克
己』
を
読
む」
『

歴
史
神
学と
社
会
倫
理』一一一一一
頁 、
傍
点
省
略 。

(必)
「『

滝
沢
克
己』
を
読
む」
『

歴
史
神
学と
社
会
倫
理』
一一一一一
頁 、
傍
点
省
略 。

(必)
「『

滝
沢
克
己』
を
読
む」
『

歴
史
神
学
と
社
会
倫理』一一一一一
頁 、
傍
点
省
略 。

(必)
「『

滝
沢
克
己』
を
読
む」
『

歴
史
神
学と
社
会
倫
理』一
二
五
頁 、
傍
点
省
略 。

(必)
こ
の
点
に
つ
い
て
大
木
は
「

最
近
の
教
団・
東
神
大
の
紛
争
を
と
お
っ
て
現
在
ま
で 、
わ
た
し
の
た
た
か
い
は
変
ら
な
かっ
た 。
た
し
か
に
そ

れは
教
会
と
神
学
校
を
守
る
た
め
の
た
た
か
い
で
あっ
た 。
わ
た
し
が
滝
沢
氏
に
対
し
て 、
『

守
る』
と
い
う
立
場
を
あ
え
て
対
置
さ
せ
る
の
は 、

滝
沢
氏
の
思
想
の
中
に 、
バ
ル
ト
的
な
非
宗
教
化
の
論
理
が
強
く

影
響
し
て
い
る
こ
と
を
見
る」
と
も
述べ
て
い
る
(
大
木
「『

滝
沢
克
己』
を

読
む」
『

歴
史
神
学と
社
会
倫
理』
一
二
五
頁 、
傍
点
省
略) 。

(U)
大
木
『

終
末
論』
紀
伊
園
屋
書
盾 、
(
初
版一
九
七
二
年)
復
刻
版一
九
九
四
年 、
一
五
五
頁 。

(必)
『

終
末
論』 、
一
五
五
頁 。

(必)
大
木
「バ

ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学

11
永
遠
と
時
間
の
関
係
ll」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一
二
七
頁 。

(印)
「バ

ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学

11
永
遠
と
時
間
の
関
係
ll」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一
二
O
頁 。

(日)
「バ

ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学

11
永
遠
と
時
間
の
関
係
ll」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一一一一一
頁 。

(臼)
「

バ
ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学

ll
永
遠
と
時
間
の
関
係
||」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一一一一一
頁 。

(日)
ベ
ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学

11
永
遠
と
時
間
の
関
係
11」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一一一一
四
頁 。

11
永
遠
と
時
間
の
関
係
1l」

竹
森
満
佐一
監
修
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
新
教
出
版
社 、
一
九
八
六
年 、

一
九
六
六
年 、
『

歴
史
神
学
と
社
会
倫
理』
ヨ
ル
ダ
ン
社 、

一
O
O
頁 、
傍
点
省
略 、
ル
ビ

一
九
七
九
年 、
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(日)
「バ

ル
ト

神
学と
熊
野
神
学

||
永
遠
と
時
間
の
関
係
ll」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一
三
三
頁 。

(日)
東
京
神
学
大
学
神
学
会
編
『

終
末
論
と
現
代
神
学
五
七
号』
教
文
館 、
一
九
九
五
年 。

(日)
古
屋
安
雄
「

大
学の
終
末
論
的
考
察」
『

終
末
論
と
現
代
神
学
五
七
号』
一
ーー一

七
頁 。

(幻)
熊
津
義
宣
「

日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

神
学
に
お
け
る
終
末
論
的
伝
統

||
熊
野
義
孝
と
大
木
英
夫
||」
『

終
末
論
と
現
代

一
八
ーコ

二
頁 。

(回)
「

日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

神
学
に
お
け
る
終
末
論
的
伝
統

||
熊
野
義
孝
と
大
木
英
夫
ll」
『

終
末
論
と
現
代
神
学
五
七
号』一一一
頁 。

(印)
大
木
『

終
末
論
的
考
察』
一一一一一
頁 。

(ω)
熊
野
義
孝
「

終
末
論
と
歴
史
哲
学」
一
九
三
三
年 、
『

熊
野
義
孝
全
集5』
新
教
出
版
社 、
一
九七
九
年 、
一
二
八
頁 。

(臼)
「

終
末
論
と歴
史
哲
学」
『

熊
野
義
孝
全
集5』
一
二
八
頁 。

(臼)
「

終
末
論
と
歴
史
哲
学」
『

熊
野
義
孝
全
集5』
一
七
七
頁 。

(臼)
「

終
末
論
と
歴
史
哲
学」
『

熊
野
義
孝
全
集5』
一
七
七
頁 。

(倒)
「

終
末
論
と
歴
史
哲
学」
『

熊
野
義
孝
全
集5』
一
七
八
頁 。

(白)
「

終
末
論
と
歴
史
哲
学」
『

熊
野
義
孝
全
集5』
一
八
O
頁 。

(侃)
古
屋
「

大
学
の
終
末
論
的
考
察」
『

終
末
論
と
現
代
神
学
五
七
号』
六
l

七
頁 。

(釘)
大
木
『

終
末
論
的
考
察』
一一一一一
頁 。

(侃)
『

終
末
論
的
考
察』
一一一一一
一員 。

(ω)
『

終
末
論
的
考
察』一一一一一
頁 。
尚 、
古
屋
も
前
掲
論
文に
お
い
て
大
木か
ら
の
同一
文
章
の
引
用
に
よ
り 、
同
意
見
を
述べ
て
い
る 。

(初)
古
屋
「

大
学
の
終
末
論
的
考
察」
『

終
末
論
と
現
代
神
学
五
七
号』
七
頁 。

(九)
大
木
『

終
末
論』
二
四一
ll二

四二
頁 。

(
η)
問。
EF。
E
ZWFロFF
同出町
内
芝山弘、
ミ
ミh
常』WH
hNミ民
同封。
QN一位弘之ミ
ミ
bhN
司会
さ減少
nFOユ
g
∞のユずロ
2.ω
∞。ロω
(Z
mwd司
4
2
5
5、吋N
(円。ロσ毛色

認可位。PH凹
J
ES-
-)・H∞吋・
(
邦
訳
『

光
の
子
と
閣
の
子』
武
田
清
子
訳 、
一
九
九
四
年 、
聖
学
院
大
学
出
版
会 、
一
八
六
頁)
以
下 、
書
名
の

み
表
記 。

(ね)

同r
nPRN
号室。\hNW芝
hS弘
司宮
内守口
号室。\bhN込
ミ-FH)・
5吋・
(『
光
の
子
と
閣
の
子』
武
田
訳 、
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(九)
豆町
内
ミ弘、s
ミh
町、NH
RS丸
一同智
内芝町民さミ
ミbhN込
ミ
タ℃・
5也・
(『
光
の
子
と
閣
の
子』
武
田
訳 、
一
八
七
頁) 。

(万)
忌
スリEN
号室
ミ.h
合、NH
S民
同管
内志向弘、さ
矢口hN
W、ぎ
g
b-Hmwp
(『
光
の
子
と
閣
の
子』
武
田
訳 、
一
八
八
頁) 。

(苅)
吋言
内やむ弘之
さqh合言。ミ丸
一迫
ヱリ志向弘、ミ
ミbhN込
ミ
タ℃・
5ω・
(『
光
の
子
と
閣
の
子』
武
田
訳 、
一
八
二
頁) 。

(打)
大
木
「

世
界
と
潜
在
的
教
会」
一
九
六
八
年 、
『

終
末
論
的
考
察』
二
O
O
頁 、
傍
点
省
略 。
要
約
し
た
論
旨
に
つ
い
て
は一
九
四
|

二
O二
頁

参
照 。

(活)
「

世
界
と
潜
在
的
教
会」
『

終
末
論
的
考
察』
二
O
O
頁 、
傍
点
省
略 。

(乃)
「

世
界
と
潜
在
的
教
会」
『

終
末
論
的
考
察』
二
O
O
頁 、
傍
点
省
略 。

(別)
大
木
『

終
末
論』
二
四二
夏 。

(剖)
ニ
1パ
l

に
お
い
て
は
「

不
可
能
の
可
能
性」
と
表
現
さ
れ 、
大
木
の
そ
れ
は
「

終
末
論
的
可
能
性」
と
し
て
表
現
さ
れ
得
る 。
同一
の
事
柄

を
指
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
現
にニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
出
現
す
る
理
由
は 、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
文
化
的
状
況
の
相
違
に
求
め
ら
れ
よ
う 。

キ
リ
ス
ト

教
文
化
の
浸
透
し
た
ア
メ
リ
カ
で
は 、
人
間
の
自
己
確
信
を
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
に
託
し
て
し
ま
う
誤っ
た
「

可
能
性」
が
警
戒
さ
れ 、

そ
の
意
味
で
人
間
内
在
的
「

不
可
能
性」
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い 。
そ
れ
に
対
し
て
東
洋
的
諦
念
観
念
の
優
勢
な
日
本
に
お
い
て
は 、
元

来
誤っ
た
不
可
能
性
認
識の
蔓
延
す
る
思
想
文
化
が
存
す
る 。
そ
こ
で
神
的
恩
寵
で
あ
る
「

終
末
論
的
可
能
性」
の
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

と
解さ
れ
る 。

(位)
西
谷
幸
介
『ロ

マ
ド
カ
とニ
lパ
1

の
歴
史
神
学
ーー

そ
の
社
会
倫
理
的
意
義』
ヨ
ル
ダ
ン
社 、
一
九
九
六
年 、
二
三
三
頁 。

(お)
大
木
「バ

ル
ト

神
学と
熊
野
神
学

||
永
遠
と
時
間
の
関
係
ll」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
二一
O
頁 。

(M)
「バ

ル
ト

神
学と
熊
野
神
学

l1
永
遠
と
時
間
の
関
係
||」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
二
二
頁 。

(お)
「バ

ル
ト

神
学
と
熊
野
神
学

ll
永
遠
と
時
間
の
関
係
ll」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一
一
一
百( 。

(鉛)
「バ

ル
ト

神
学と
熊
野
神
学

ll
永
遠
と
時
間
の
関
係
11」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一一一一一
頁 。

(釘)
「バ

ル
ト

神
学と
熊
野
神
学

ll
永
遠
と
時
間
の
関
係
11」
『

熊
野
義
孝
の
神
学』
一一一一一
頁 。

(∞∞)
大
木
「

死
に
つ
い
て」
一
九
七
五
年
(
講
演) 、
『

現
代
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
化』
白
水
社 、
一
九
七
六
年 、
三
O
九
頁 。

(鈎)
大
木
『

組
織
神
学
序
説』
教
文
館 、
二
O
O
三
年 、
三
九三
頁 。

(卯)
『

組
織
神
学
序
説』
三
八
七
頁 。
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(引)
『

組
織
神
学
序
説』
三
九三
頁 。

(位)
大
木
「

死
につ
い
て」
『

現
代
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
化』
三
O
九
頁 。

(郎)
大
木
『

組
織
神
学
序
説』
三
八
七
頁 。
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