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245 M・L・キングの神観念と人格主義思想

M
・
L
・
キ
ン
グ
の
神
観
念
と
人
格
主
義
思
想

――
博
士
論
文
を
中
心
と
し
て
――

菊　

地　
　

順

は
じ
め
に

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
（M

artin Luther K
ing, Jr.

）
は
、
公
民
権
運
動
の
指
導
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
社
会
活
動
は
、
キ
ン
グ
が
初
め
か
ら
意
識
し
て
取
り
組
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
が
モ
ン

ゴ
メ
リ
ー
の
デ
ク
ス
タ
ー
・
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
に
主
任
牧
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
こ
と
に
大
き
く
起
因
し
て
い
る
。
ま
た

ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス
が
座
席
を
立
つ
こ
と
を
拒
否
し
た
あ
の
事
件
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
な
ら
、
全
く
別
様
の
展
開
を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
が
牧
師
と
し
て
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
に
赴
任
し
た
と
き
、
運
命
の
歯
車
が
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
面
、
偶
然
の
こ
と
と
言
え
ば
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
反
面
、
そ
こ
に
あ
る
必
然
性
を
見
る
こ
と
も
十
分
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
キ
ン
グ
は
、
す
で
に
そ
う
し
た
社
会
活
動
の
た
め
の
十
分
な
備
え
を
し
て
い
た
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

活
動
家
と
し
て
社
会
問
題
に
取
り
組
も
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
キ
ン
グ
は
、
深
く
社
会
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
た
め
の
学

び
を
深
め
、
将
来
牧
師
と
し
て
携
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
事
柄
に
、
あ
る
程
度
の
知
的
、
精
神
的
備
え
を
す
で
に
し
て
い
た
の
で
あ
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る
。
ま
た
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
的
、
神
学
的
に
も
、
将
来
の
牧
師
と
し
て
の
活
動
に
十
分
対
処
で
き
る
基
礎
を
築
い
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
思
う
と
、
キ
ン
グ
の
社
会
活
動
は
、
決
し
て
偶
然
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
十
分
な
備
え
の
延
長
線
上
に
展
開
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
と
思
え
る
こ
と
は
、
キ
ン
グ
の
信
仰
の
知
的
な
捉
え

直
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
で
の
博
士
論
文
に
集
大
成
さ
れ
た
キ
ン
グ
の
神
観
念
で
あ
る
。

キ
ン
グ
の
思
想
と
活
動
の
根
幹
は
何
と
言
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
中
核
は
神
観
念
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

し
か
も
、
そ
れ
は
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
深
く
脈
打
つ
人
格
主
義
思
想
に
よ
っ
て
深
く
捉
え
直
さ
れ
た
人
格
神
と
し
て
の
神
観
念
で
あ
る
。
こ

の
人
格
神
へ
の
信
仰
が
、
精
神
的
に
も
知
的
に
も
キ
ン
グ
を
支
え
、
導
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
そ
の
キ
ン
グ
の
人
格
神
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
深
く
ボ

ス
ト
ン
大
学
に
脈
打
つ
人
格
主
義
思
想
と
の
関
連
を
持
ち
、
そ
の
内
容
は
何
よ
り
も
キ
ン
グ
が
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
を
中
心
に
キ
ン
グ
の
語
る
神
観
念
を
検
討
し
、
さ
ら
に
キ
ン
グ
の
思
想

と
社
会
活
動
に
対
し
て
持
つ
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
初
め
に
キ
ン
グ
と
ボ
ス
ト
ン
大
学
と
の
関
係
を
明
ら

か
に
し
、
次
に
博
士
論
文
の
検
討
に
入
り
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
の
博
士
論
文
に
は
剽
窃
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
る
た
め
、
ま
ず
そ

の
こ
と
を
検
討
、
評
価
し
た
い
。
そ
の
後
、
博
士
論
文
に
見
る
キ
ン
グ
の
神
観
念
を
扱
い
、
最
後
に
そ
の
思
想
的
、
歴
史
的
意
味
を
問
う
こ

と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
の
展
開
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
1
章　

キ
ン
グ
と
ボ
ス
ト
ン
大
学
――
人
格
主
義
思
想
――

第
2
章　

博
士
論
文
と
剽
窃
の
問
題

第
3
章　

博
士
論
文
に
見
る
キ
ン
グ
の
神
観
念

第
4
章　

キ
ン
グ
の
人
格
神
論
と
人
格
主
義
思
想
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247 M・L・キングの神観念と人格主義思想

第
1
章　

キ
ン
グ
と
ボ
ス
ト
ン
大
学
――
人
格
主
義
思
想
――

第
1
節　
キ
ン
グ
と
ボ
ス
ト
ン
大
学

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
、
一
九
五
一
年
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
（C

rozer T
heological Sem

inary

）
を
優
等

生
で
卒
業
す
る
に
当
た
り
、
ほ
ぼ
迷
う
こ
と
な
く
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
神
学
研
究
科
（B

oston U
niversity ’s School of T

heology

）
へ

の
進
学
を
決
意
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
は
す
で
に
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
時
代
に
強
い
影
響
を
受
け
た
人
格
主
義
思
想
の
指
導
者
た
ち
が
い

た
か
ら
で
あ
る
。

キ
ン
グ
は
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
時
代
に
、
主
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
（G

eorge W
ashington D

avis

）
を
と
お

し
て
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
脈
打
っ
て
い
る
人
格
主
義
思
想
に
触
れ
、
そ
れ
に
深
い
共
感
を
覚
え
て
い
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
イ
ェ
ー
ル
大
学

でPh.D
.

を
取
得
し
、
一
九
三
八
年
に
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
の
教
授
陣
に
加
わ
っ
た
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
時
代
、
ボ
ス
ト

ン
大
学
の
ボ
ー
デ
ン
・
パ
ー
カ
ー
・
バ
ウ
ン
（B

orden Parker B
ow

ne, 1847

―1910

）
や
エ
ド
ガ
ー
・
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ブ
ラ
イ
ト
マ

ン
（E

dgar Sheffield B
rightm

an, 1884

―1953

）
の
人
格
主
義
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
授

業
を
と
お
し
て
、
よ
り
広
範
な
神
学
思
想
に
目
を
開
か
さ
れ
る
一
方
で
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
脈
打
つ
人
格
主
義
思
想
に
も
触
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
や
そ
の
後
継
者
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
特
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
思
想
は
キ
ン
グ
の
心
を

深
く
捕
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
キ
ン
グ
は
一
九
四
九
年
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
授
業
で
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
『
宗
教
哲
学
』（A

 Philosophy of 

R
eligion, 1940

）
を
読
み
、
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
今
、
私
は
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
博
士
が
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そ
の
書
物
を
と
お
し
て
非
常
に
力
強
く
語
っ
て
い
る
宗
教
経
験
を
、
何
と
あ
こ
が
れ
て
い
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
人
生
は

色
あ
せ
、
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
経
験
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
1
（

」。

キ
ン
グ
が
こ
の
よ
う
に
深
く
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
人
格
主
義
思
想
に
惹
か
れ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。
キ
ン
グ
に
は
、
大

き
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
キ
ン
グ
資
料
集
』
第
二
巻
の
編
集
者
は
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
時
代
の
三
年
間
の
キ
ン
グ
の
歩
み

を
、
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ペ
ー
パ
ー
の
分
析
を
と
お
し
て
、「
十
代
の
宗
教
的
懐
疑
主
義
か
ら
神
学
的
折
衷
主
義
へ
の
運
動
）
2
（

」
と
捉
え
て

い
る
。
キ
ン
グ
は
七
歳
の
と
き
洗
礼
を
受
け
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
と
教
会
の
強
い
影
響
下
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
キ
ン
グ
は
、
長
じ
る
に
つ
れ
て
次
第
に
黒
人
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
の
実
践
や
教
え
に
反
発
や
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
「
情
緒

主
義
」
で
あ
り
、
ま
た
「
聖
書
直
解
主
義
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
キ
ン
グ
は
「
イ
エ
ス
の
肉
体
的
復
活
」
を
否
定
す
ら
す
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
宗
教
的
懐
疑
は
、
モ
ア
ハ
ウ
ス
大
学
に
入
っ
て
か
ら
徐
々
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
つ

は
、
モ
ア
ハ
ウ
ス
大
学
の
教
授
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ル
シ
ー
（G

eorge D
. K

elsey

）
か
ら
、「
聖
書
の
伝
説
と
神
話
の
背
後
に
は
、
人
が
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
深
い
真
理
が
あ
る
」
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ケ
ル
シ
ー
や
学
長
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
メ

イ
ス
（B

enjam
in M

ays

）
の
存
在
は
、「
学
問
的
に
訓
練
さ
れ
た
牧
師
」
と
し
て
キ
ン
グ
の
模
範
と
な
り
、
ま
た
神
学
の
学
び
を
継
続
す

る
励
み
と
も
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
3
（

。
そ
の
結
果
、
キ
ン
グ
は
さ
ら
に
神
学
の
学
び
を
続
け
る
た
め
、「
自
由
主
義
の
評
判
」
の
高
か
っ
た
ク

ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
に
進
学
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
、
キ
ン
グ
は
新
た
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
キ
ン
グ
は
、
自
由

主
義
神
学
の
影
響
を
受
け
、「
キ
リ
ス
ト
教
自
由
主
義
は
、『
文
化
と
社
会
の
変
化
が
も
た
ら
す
新
し
い
諸
問
題
』
に
答
え
を
も
た
ら
す
」
と

信
じ
、
自
由
主
義
神
学
に
「
無
批
判
的
な
魅
力
」
を
感
じ
た
が
、
他
方
、「『
邪
悪
な
人
種
問
題
』」
に
関
す
る
彼
の
個
人
的
経
験
は
、「『
人

間
の
本
質
的
善
性
を
信
じ
る
こ
と
を
…
…
非
常
に
困
難
に
し
た
』。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「『
こ
の
同
じ
人
種
問
題
の
徐
々
な
る
改
善
』」

は
、「『
人
間
の
本
性
に
あ
る
高
貴
な
可
能
性
を
見
る
こ
と
』」
へ
と
キ
ン
グ
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、「
聖
書
的
直
解
主
義
と
教

義
的
保
守
主
義
と
を
否
定
す
る
」
一
方
で
、
キ
ン
グ
は
、「『
自
由
主
義
神
学
の
最
高
の
も
の
と
新
正
統
主
義
の
最
高
の
も
の
と
を
総
合
』」
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249 M・L・キングの神観念と人格主義思想

し
よ
う
と
す
る
「『
折
衷
主
義
の
犠
牲
』」
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
が
デ
イ
ヴ
ィ
ス
を
と
お
し
て
人
格
主

義
思
想
を
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
正
に
そ
う
し
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
結
果
的
に
、「
知
的
説

得
力
と
経
験
的
宗
教
理
解
」
の
両
方
の
面
で
キ
ン
グ
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
4
（

。
そ
の
具
体
的
内
容
は
後
で
扱
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
う
し
た
出
会
い
が
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
キ
ン
グ
の
言
葉
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
デ
イ
ヴ
ィ
ス
を
と
お
し
て
人
格
主
義
思
想
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ま
た
デ
イ
ヴ
ィ
ス
以
外
に
も
、
ボ
ス
ト

ン
大
学
で
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
下
で
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
ネ
ル
ス
・
フ
ェ
レ
（N

els F. S. Ferr

）
5
（é

）
を
と
お
し
て
も
、
影
響
を
受
け
た
よ
う
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
キ
ン
グ
は
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
時
代
に
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
脈
打
つ
人
格
主
義
思
想
に
触
れ
、
卒
業
後
の
こ
と
を

考
え
た
と
き
、
ほ
ぼ
迷
う
こ
と
な
く
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
へ
の
進
学
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
ほ
ぼ
迷
う
こ
と
な
く
」
と
記
し
た
の
は
、
実
は
キ
ン
グ
は
複
数
の
大
学
院
に
入
学
願
書
を
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
キ

ン
グ
は
大
学
院
へ
の
進
学
に
備
え
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
に
奨
学
金
の
申
請
を
し
て
い
る
が
）
6
（

、
そ
の
申
請
書
に
は
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
、

ボ
ス
ト
ン
大
学
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
各
大
学
院
に
願
書
を
出
し
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
と
ボ
ス
ト
ン
大
学
か
ら
は
入
学
を
許
可
さ
れ
た
が
、

イ
ェ
ー
ル
大
学
か
ら
は
、
入
学
の
前
提
条
件
で
あ
る
大
学
院
試
験
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
不
許
可
で
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
キ
ン
グ
は
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
を
選
び
、
そ
こ
に
進
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
キ
ン
グ

の
神
学
的
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
最
も
理
想
的
な
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
キ
ン
グ
は
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
へ
の
願
書
の
中
で
、
ボ

ス
ト
ン
大
学
を
選
ん
だ
理
由
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
ボ
ス
ト
ン
大
学
へ
の
私
の
特
別
の
関
心
は
、
以
下
の
二
つ
の
言
葉
に
要
約
さ

れ
る
。
第
一
に
、
哲
学
分
野
で
の
私
の
思
考
は
、
貴
大
学
の
教
授
会
メ
ン
バ
ー
の
数
名
、
特
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
博
士
に
大
い
に
影
響
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
理
由
で
、
私
は
彼
の
下
で
勉
強
す
る
可
能
性
に
憧
れ
て
き
た
。
第
二
に
、
現
在
の
私
の
教
授
た
ち
の
一
人
は
ボ
ス
ト
ン
大

学
の
卒
業
生
で
あ
り
、
私
に
対
す
る
彼
の
大
き
な
影
響
力
は
私
の
目
を
彼
の
出
身
校
に
向
け
さ
せ
た
。
彼
か
ら
私
は
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
有

益
な
情
報
を
得
、
ま
た
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
は
私
に
と
っ
て
明
確
な
利
点
が
あ
る
と
確
信
し
た
）
7
（

」。
第
二
の
理
由
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
教
授
と
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は
、
キ
ン
グ
が
慕
っ
た
教
授
の
一
人
レ
イ
モ
ン
ド
・
ビ
ー
ン
（R

aym
ond B

ean

）
で
あ
る
が
、
彼
は
「
黒
人
の
神
学
生
が
快
く
受
け
入
れ

ら
れ
る
環
境
と
し
て
長
い
間
に
わ
た
っ
て
評
判
が
確
立
さ
れ
て
い
た
神
学
研
究
科
で
学
ん
で
い
た
何
人
か
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
」
を

知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、「
一
ダ
ー
ス
に
も
満
た
な
い
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
し
か
い
な
か
っ
た
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
と
は
異
な

り
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
は
多
く
の
黒
人
学
生
が
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
ボ
ス
ト
ン
大
学
が
持
っ
て
い
た
他
大
学
と
の
親
密
な
関
係
は
、﹇
入

学
後
﹈
キ
ン
グ
が
相
互
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
学
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
作
る
の
を
助
け
た
」
の
で
あ

る
）
8
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
時
代
キ
ン
グ
の
友
人
だ
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
出
身
の
コ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（C

ornish 

R
ogers

）
も
、
同
様
の
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
当
時
、
そ
こ
﹇
ボ
ス
ト
ン
大
学
﹈
は
、
黒
人
社
会
で
は
、
も
し
望
め
ば
、

黒
人
に
大
学
院
の
学
位
、
つ
ま
り
神
学
とPh.D

.

の
学
位
を
認
め
る
唯
一
の
学
校
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
黒
人
学
校
で
宗
教
の
領
域
で
教
え

て
い
た
人
た
ち
の
多
く
が
ボ
ス
ト
ン
大
学
で
三
〇
年
代
に
教
育
を
受
け
て
い
た
た
め
、
か
れ
ら
は
通
常
人
々
に
ボ
ス
ト
ン
に
行
く
こ
と
を
勧

め
た
）
9
（

」。
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
当
時
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
の
黒
人
学
生
が
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う

し
た
校
風
の
背
景
に
は
、
人
格
主
義
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
や
ハ
ロ
ル
ド
・
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ

（L. H
arold D

eW
olf, 1905

―1986

）、
ま
た
研
究
科
長
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ミ
ュ
ー
ル
ダ
ー
（W

alter G
. M

uelder

）
な
ど
の
名
を
挙
げ
な
が

ら
、
彼
ら
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
彼
ら
は
、
社
会
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
ま
す
ま

す
増
大
す
る
資
本
主
義
を
批
判
し
た
。
ま
た
彼
ら
は
、
人
種
差
別
が
国
内
で
話
題
に
な
る
時
は
い
つ
で
も
、
そ
れ
に
対
し
て
反
対
の
声
を
上

げ
た
。
…
…﹇
ま
た
﹈
多
年
ス
コ
ッ
ト
ボ
ロ
ー
の
少
年
た
ち
を
守
る
働
き
を
し
て
い
た
一
人
の
教
授
が
い
た
）
10
（

」。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
ボ

ス
ト
ン
大
学
は
「
自
由
主
義
大
学
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
多
く
の
黒
人
学
生
が
そ
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
集
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
キ
ン
グ
も
そ
う
し
た
校
風
を
知
ら
さ
れ
、
明
確
な
学
問
的
目
的
と
共
に
深
い
共
感
を
も
っ
て
ボ
ス
ト
ン
大
学
を
選
ん
だ
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
五
一
年
一
月
一
一
日
無
事
入
学
が
許
可
さ
れ
、
ま
た
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
か
ら
は
奨
学
金
を
獲
得
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

ky46208キン�神d.indd   250 10.4.8   4:39:34 AM



251 M・L・キングの神観念と人格主義思想

第
2
節　
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
家
た
ち

一
九
五
一
年
秋
、
二
二
歳
の
キ
ン
グ
は
、
父
親
か
ら
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
た
祝
い
に
贈
ら
れ
た
緑
色
の
シ
ボ
レ
ー
に

乗
っ
て
）
11
（

、
南
部
の
ア
ト
ラ
ン
タ
か
ら
北
部
の
ボ
ス
ト
ン
に
向
か
っ
た
。
そ
の
光
景
自
体
、
キ
ン
グ
の
恵
ま
れ
た
環
境
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
。
当
時
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
牧
師
の
中
で
神
学
校
で
訓
練
を
受
け
た
者
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
か
っ

た
）
12
（

。
ま
し
て
や
、
大
学
院
に
進
学
し
博
士
の
学
位
を
受
け
た
者
は
ご
く
ご
く
一
握
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
13
（

。
し
か
し
キ
ン
グ
は
、
モ

ア
ハ
ウ
ス
大
学
で
学
び
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
で
研
鑽
を
深
め
、
そ
し
て
さ
ら
に
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
で
学
び
を
集
大
成
さ
せ
る
べ
く
、

真
新
し
い
緑
色
の
シ
ボ
レ
ー
を
運
転
し
て
ボ
ス
ト
ン
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
途
中
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
に
立
ち
寄
り
、
全
米
で

一
位
二
位
を
争
う
巨
大
な
教
会
で
あ
る
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
・
テ
イ
ラ
ー
（G

ardner Taylor

）
が
牧
会
す
る
コ
ン
コ
ル
ド
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会

（C
oncord B

aptist C
hurch

）
で
、
若
干
二
二
歳
の
若
さ
で
説
教
す
る
栄
誉
に
も
浴
し
た
の
で
あ
る
）
14
（

。
そ
う
し
た
順
風
満
帆
の
船
出
の
中
、

キ
ン
グ
の
心
が
高
鳴
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
キ
ン
グ
は
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
で
、
特
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
や
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
授
業
を
と
お
し
て
一
層
人
格
主
義
思
想
に

親
し
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
思
想
は
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
前
任
者
で
あ
る
バ
ウ
ン
に
遡
る
。
バ
ウ
ン
は
、「
人
格
主
義
の
最

初
の
最
も
著
名
な
ア
メ
リ
カ
の
唱
道
者
」
で
あ
り
、
ま
た
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
の
最
初
の
デ
ィ
ー
ン
に
な
っ
た
人
で
、
一
九
一
〇
年
の
死

ま
で
教
鞭
を
取
り
続
け
た
が
、
そ
の
講
義
の
明
晰
さ
と
優
れ
た
人
柄
で
多
く
の
学
生
た
ち
に
強
い
感
化
を
与
え
た
の
で
あ
る
）
15
（

。
そ
の
点
に
つ

い
て
は
後
で
ま
た
触
れ
る
が
、
こ
の
バ
ウ
ン
の
下
で
学
ん
だ
の
が
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
一
八
八
四
年
九
月

二
〇
日
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
ホ
ル
ブ
ラ
ッ
ド
に
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
牧
師
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
最
初
に
入
学
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
大
学

（B
row

n U
niversity

）
で
は
主
に
哲
学
を
学
ん
だ
が
、
特
に
彼
に
深
い
影
響
を
与
え
た
の
は
カ
ン
ト
と
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
で
あ
っ
た
。
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ま
た
初
め
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
（Josiah R

oyce

）
の
絶
対
主
義
に
心
酔
し
た
が
、
そ
の
後
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
転
向

し
た
。
そ
し
て
、
卒
業
後
さ
ら
に
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
入
学
し
、
一
九
一
〇
年
に
はS.T.B

.

を
、
ま
た
一
九
一
二
年
に
はPh.D

.

を
取
得
す
る

が
、
そ
の
間
バ
ウ
ン
の
下
で
人
格
主
義
思
想
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
ウ
ェ
ス
レ
イ
ア
ン
大
学

（W
esleyan U

niversity

）
で
教
え
、
一
九
一
九
年
か
ら
亡
く
な
る
一
九
五
三
年
ま
で
ボ
ス
ト
ン
大
学
で
哲
学
の
教
授
と
し
て
教
鞭
を
取
っ

た
。
ま
た
そ
の
間
、
一
九
二
五
年
に
は
彼
の
指
導
教
授
の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
ボ
ー
デ
ン
・
パ
ー
カ
ー
・
バ
ウ
ン
講
座
の
哲
学
教
授
に
任
命

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ン
グ
が
入
学
し
た
と
き
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
六
七
歳
で
、
宗
教
哲
学
の
中
核
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
翌
年
急
逝
し
た
）
16
（

。

こ
の
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
続
く
の
が
第
三
世
代
の
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
で
あ
る
。
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
は
一
九
〇
五
年
に
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
に
生
ま
れ
、

一
九
二
四
年
にA

.B
.

を
、
ま
た
一
九
二
六
年
にS.T.B

.

を
ネ
ブ
ラ
ス
カ
・
ウ
ェ
ス
レ
イ
ア
ン
大
学
（N

ebraska W
esleyan U

niversity

）

か
ら
取
得
し
た
。
ま
た
一
九
三
五
年
に
は
ボ
ス
ト
ン
大
学
か
らPh.D

.

を
取
得
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
一
九
二
六
年
か
ら
三
六
年
ま
で
、
ネ

ブ
ラ
ス
カ
州
と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
牧
師
と
し
て
も
働
き
、
ま
た
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
は
ボ
ス
ト
ン

大
学
哲
学
部
で
教
鞭
を
取
り
、
そ
れ
以
後
は
一
九
六
五
年
ま
で
同
大
学
大
学
院
の
神
学
研
究
科
で
組
織
神
学
を
担
当
し
た
。
そ
し
て
、
ち
ょ

う
ど
そ
の
時
期
に
、
キ
ン
グ
が
入
学
し
た
の
で
あ
る
）
17
（

。

以
上
が
、
キ
ン
グ
を
中
心
に
見
た
場
合
の
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
家
た
ち
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
ン
グ
に
直
接
影
響
を

与
え
た
人
物
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
流
れ
を
押
さ
え
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
全
体

か
ら
見
た
場
合
、
そ
こ
に
は
こ
の
流
れ
に
は
直
接
入
ら
な
い
が
、
し
か
し
キ
ン
グ
に
も
書
物
等
を
と
お
し
て
間
接
的
に
影
響
を
与
え
て
い

る
、
非
常
に
重
要
な
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
（A

lbert C
ornelius K

nudson

）
で
あ

る
。
彼
は
バ
ウ
ン
の
愛
弟
子
と
も
言
え
る
人
物
で
、
ま
た
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
と
っ
て
は
先
輩
の
同
僚
に
当
た
る
。
キ
ン
グ
が
入
学
し
た
時
に

は
す
で
に
ボ
ス
ト
ン
大
学
を
退
職
し
て
い
た
が
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
を
維
持
・
継
承
す
る
上
で
、
学
問
的
に
も
大
学
行
政
面
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で
も
、
ま
た
人
物
と
し
て
も
、
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
そ
の
生
涯
を
簡
単
に
辿
っ
て
お
く
。

ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
は
、
一
八
七
三
年
一
月
二
三
日
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
グ
ラ
ン
ド
メ
ド
ー
に
生
ま
れ
た
。
父
親
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
出
身
で
、

一
九
六
五
年
に
ア
メ
リ
カ
に
移
民
し
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
牧
師
と
し
て
活
躍
し
た
人
で
あ
る
。
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
は
一
八
八
九
年
か
ら

一
八
九
三
年
ま
で
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
で
学
び
、
そ
こ
を
卒
業
し
た
同
年
秋
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
入
学
し
た
。
そ
し
て
一
八
九
六
年
に
大
学
院
に
進

学
し
、
バ
ウ
ン
の
下
で
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
は
瞬
く
間
に
バ
ウ
ン
の
非
常
に
明
晰
な
講
義
と
崇
高
な
人
格
に

深
く
魅
了
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
彼
と
共
に
過
ご
し
た
年
月
は
、
本
物
の
啓
蒙
（A

ufklärung

）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
私
に
、
贖

罪
的
経
験
に
似
た
も
の
と
も
言
え
る
精
神
的
安
心
と
知
的
照
明
を
も
た
ら
し
た
」
と
語
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン

は
バ
ウ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
、「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
人
格
主
義
哲
学
の
光
に
お
い
て
再
思
考
す
る
」
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

一
八
九
七
年
か
ら
二
年
間
ド
イ
ツ
の
ジ
ェ
ナ
大
学
と
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
留
学
す
る
が
、
帰
国
後
の
一
八
九
八
年
一
月
若
干
二
五
歳
で
コ
ロ
ラ

ド
州
デ
ン
バ
ー
に
あ
る
イ
リ
ッ
フ
神
学
校
（Iliff School of T

heology

）
の
教
会
史
の
教
授
と
な
り
、
ま
た
一
九
〇
〇
年
の
春
に
は
ボ
ス

ト
ン
大
学
よ
りPh.D

.

を
取
得
し
て
ベ
イ
カ
ー
大
学
（B

aker U
niversity

）
の
哲
学
と
英
語
聖
書
の
教
授
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
〇
二
年

に
は
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
ミ
ー
ド
ヴ
ィ
レ
の
ア
レ
ゲ
ニ
ー
大
学
（A

llegheny C
ollege

）
の
英
語
聖
書
と
哲
学
の
教
授
と
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
ろ
か
ら
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
神
学
研
究
科
の
「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
旧
約
聖
書
釈
義
」
の
教
授
職
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
起
き
、
前
任
者

が
辞
め
る
事
態
に
ま
で
発
展
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
何
と
畑
違
い
の
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
が
そ
の
後
任
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
九
ヶ

月
間
そ
の
た
め
の
準
備
を
し
、
一
九
〇
六
年
秋
、
そ
の
後
任
と
な
っ
た
。
ま
た
一
九
一
〇
年
三
月
末
に
は
旧
約
学
の
学
び
を
深
め
る
た
め
ベ

ル
リ
ン
大
学
へ
行
っ
て
い
る
が
、
恩
師
バ
ウ
ン
が
死
去
し
た
の
は
そ
の
た
め
の
壮
行
会
が
行
わ
れ
た
四
日
後
の
四
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
と
き
、
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
は
す
で
に
妻
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
た
が
、
恩
師
の
訃
報
に
接
し
、
深
い
悲
し
み
と
喪
失
感
に
陥
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
思
い
を
、
後
日
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
バ
ウ
ン
教
授
が
亡
く
な
っ
た
。
四
月
一
四
日
ま
で
こ
の
知
ら
せ
は

私
の
と
こ
ろ
に
届
か
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
そ
の
と
き
パ
リ
に
い
た
。
そ
れ
は
暗
く
憂
鬱
な
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
以
来
、
私
た

ky46208キン�神d.indd   253 10.4.8   4:39:37 AM



254

ち
に
覆
い
か
か
っ
た
雲
は
晴
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ボ
ス
ト
ン
は
、
彼
が
い
な
け
れ
ば
、
も
は
や
同
じ
場
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
ボ

ス
ト
ン
大
学
も
――
彼
女
は
何
と
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
こ
と
か
。
彼
女
の
主
要
な
光
は
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
…
…
私
は
私
の
個
人
的

喪
失
の
感
覚
を
適
切
に
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
〇
年
前
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
と
き
、
彼
の
書
物
は
私
を
魅
了
し
、
感
嘆
を
呼
び

起
こ
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
年
を
経
る
と
共
に
、
他
の
誰
に
対
し
て
も
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
愛
と
尊
敬
へ
と
深
ま
っ
た
。
私
が
知
る
限

り
、
哲
学
の
ど
の
教
師
も
、
バ
ウ
ン
教
授
ほ
ど
に
彼
の
時
代
の
最
も
深
い
要
請
に
完
全
に
答
え
た
人
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
要
請

は
、
そ
の
本
性
上
、
一
時
的
で
は
な
く
永
遠
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
程
度
普
遍
的
で
あ
る
た
め
に
、
彼
の
光
は
、
私
の
心
に
ま
す
ま
す
輝
く

も
の
と
し
て
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
」。
帰
国
後
、
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
は
バ
ウ
ン
の
後
継
者
と
し
て
哲
学
教
授
に
な
る
招
聘
を
受
け
る
が
、
す

で
に
旧
約
研
究
に
切
り
替
え
て
そ
れ
に
専
念
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
辞
退
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
職
は
、
す
で
に
触
れ

た
よ
う
に
、
一
九
二
五
年
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
が
継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、
そ
の
代
わ
り
に
組
織
神
学

の
教
授
シ
ェ
ル
ダ
ン
（D

r. Scheldon

）
が
引
退
し
た
と
き
、
そ
の
後
を
継
ぐ
こ
と
を
約
束
し
た
が
、
そ
れ
は
一
九
二
一
年
に
実
現
し
た
。

一
九
二
三
年
に
は
名
誉
神
学
博
士
号
を
ベ
ル
リ
ン
大
学
か
ら
授
与
さ
、
ま
た
一
九
二
六
年
か
ら
三
八
年
ま
で
は
神
学
研
究
科
の
研
究
科
長
を

務
め
た
）
18
（

。
そ
し
て
、
一
九
四
三
年
に
は
、
彼
の
長
年
の
業
績
と
貢
献
と
人
柄
が
高
く
評
価
さ
れ
て
、
献
呈
論
文
集
『
神
学
に
お
け
る
人
格
主

義
――
ア
ル
バ
ー
ト
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
の
栄
誉
を
称
え
て
――
）
19
（

』
が
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
に
は
、
以
下
で
扱
う
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
論
文
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
3
節　
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想

キ
ン
グ
は
主
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
と
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
か
ら
人
格
主
義
思
想
を
学
ん
だ
。
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
か
ら
は
「
宗
教
哲
学
」
の
授
業
と

「
哲
学
」
の
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
し
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
か
ら
は
「
人
格
主
義
」
の
授
業
と
他
の
組
織
神
学
に
関
す
る
授
業
を
受
講
し
た
。
そ
し
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て
最
後
に
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
指
導
の
下
で
、
そ
し
て
一
九
五
三
年
の
彼
の
死
後
は
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
指
導
の
下
で
、「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
・
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
思
想
に
お
け
る
神
概
念
の
比
較
」（“A

 C
om

parison of the C
onceptions of G

od in 

the T
hinking of Paul T

illich and H
enry N

elson W
iem

an ”

）
と
い
う
テ
ー
マ
で
博
士
論
文
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的

内
容
は
第
3
章
に
譲
る
が
、
そ
れ
は
人
格
主
義
思
想
の
観
点
か
ら
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
指
導
的
神
学
者
で
あ
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー

マ
ン
の
神
概
念
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
検
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
キ
ン
グ
が
学
ん
だ
ボ
ス
ト
ン
大
学
に

脈
打
つ
人
格
主
義
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
キ
ン
グ
が
深
く
影
響
を
受
け
た
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
は
、
す
で

に
概
観
し
た
よ
う
に
、
大
き
く
三
世
代
に
渡
る
伝
統
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
ご
と
に
、
そ
れ
を
継
承
し
た
教
授
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
担
い
手
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
思
想

で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
思
え
ば
、
一
人
ひ
と
り
の
思
想
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
目
的
は
、
あ
く

ま
で
も
キ
ン
グ
と
の
関
連
で
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
の
基
本
的
特
色
を
把
握
す
る
だ
け
に
留
め
た
い
。
幸
い
、
キ
ン
グ
に

最
も
影
響
を
与
え
た
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
自
身
が
人
格
主
義
思
想
の
概
要
を
語
っ
て
お
り
、
ま
た
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
下
で
学
ん
だ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ラ
ー
ニ
ー
（Jam

es John M
cLarney

）
も
、
そ
の
著
『
エ
ド
ガ
ー
・
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
神
論
）
20
（

』
の

「
序
」
に
お
い
て
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
の
概
要
を
語
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
参
照
し
た
い
。

ま
ず
、
マ
ク
ラ
ー
ニ
ー
が
語
っ
て
い
る
歴
史
的
概
要
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
彼
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
人
格
主
義
哲
学

（philosophy of personalism

）、
あ
る
い
は
人
格
的
理
想
主
義
（personal idealism

）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
多
く
の
思
想
家
の
支
持
を
得
た
。
絶
対
主
義
と
自
然
主
義
の
双
方
の
非
人
格
的
特
質
は
、
前
世
紀
の
終
わ
り
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ

カ
の
二
つ
の
支
配
的
哲
学
で
あ
っ
た
が
、
有
神
論
と
個
人
的
精
神
（spirit

）
の
た
め
の
反
動
を
も
た
ら
し
た
。
自
然
は
十
全
な
す
べ
て
を

含
む
現
実
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
自
然
主
義
の
主
張
は
、
無
慈
悲
に
も
知
性
（m

ind
）
と
意
志
を
、
ま
た
道
徳
的
・
宗
教
的
責
任
を
破
壊
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す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
、
有
神
論
は
せ
い
ぜ
い
快
楽
論
に
還
元
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
絶
対
主
義
あ
る
い
は
絶

対
的
理
想
主
義
は
、
ト
マ
ス
・
H
・
グ
リ
ー
ン
（T

hom
as H

. G
reen

）
に
よ
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
生
ま
れ
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
と
他
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
汎
神
論
的
傾
向
の
ゆ
え
に
、
有
神
論
に
合
理
的
基
盤

を
与
え
る
こ
と
に
失
敗
し
た
。
神
、
世
界
、
諸
個
人
は
、
も
し
絶
対
主
義
の
論
理
的
意
味
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
絶
対
者
の
ぼ
ん
や
り
し

た
統
一
に
還
元
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
人
格
は
拒
絶
さ
れ
、
そ
の
す
べ
て
の
機
能
は
無
価
値
な
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
絶
対
主
義

者
と
自
然
主
義
者
の
攻
撃
に
対
し
て
、
有
神
論
と
人
格
を
守
る
た
め
に
、
人
格
的
理
想
主
義
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
過

去
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
強
い
人
気
を
得
て
き
た
の
で
あ
る
）
21
（

」。
す
な
わ
ち
、
マ
ク
ラ
ー
ニ
ー
に
よ
る
と
、
一
九

世
紀
後
半
の
非
人
格
的
な
「
絶
対
主
義
」
と
「
自
然
主
義
」
に
対
す
る
批
判
と
反
動
と
し
て
人
格
主
義
思
想
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
有
神
論
と
人
間
の
人
格
を
共
に
救
い
出
す
た
め
に
、「
絶
対
主
義
」
と
「
自
然
主
義
」
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
ら
の
非
人
格
的
神
概
念
は
、
人
間
を
絶
対
者
と
の
不
明
瞭
な
統
一
へ
と
取
り
込
み
、
人
間
の
人
格
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
後
に
見
る
キ
ン
グ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
対
す
る
批
判
に
も
基
本
的
に
見
て
取
れ
る
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
マ
ク
ラ
ー
ニ
ー
は
、
そ
の
思
想
的
内
容
を
概
説
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
人
格
的
理
想
主
義
者
た
ち
は
、
現
実
を
、

最
高
人
格
（Suprem

e Person

）
の
下
に
あ
る
諸
人
格
の
世
界
と
し
て
提
示
す
る
。
人
格
は
究
極
的
現
実
で
あ
り
、
他
方
他
の
す
べ
て
の

現
実
は
人
格
の
経
験
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
人
格
的
経
験
は
、
す
べ
て
の
知
識
の
基
本
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
、
創

造
的
で
自
由
で
あ
り
、
そ
の
目
標
と
し
て
人
格
あ
る
い
は
自
己
の
十
全
な
実
現
を
探
求
す
る
。
神
と
人
間
の
人
格
の
存
在
は
、
そ
の
明
瞭
な

実
在
は
絶
対
的
理
想
主
義
あ
る
い
は
経
験
主
義
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
曖
昧
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
人
格
的
理
想
主
義
者
に

よ
っ
て
堅
く
主
張
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
物
質
的
革
命
よ
り
も
価
値
の
あ
る
あ
る
も
の
に
彼
の
理
想
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
人
格
は
最
高
の
価
値
を
持
ち
、
ま
た
神
に
お
い
て
の
み
十
全
に
実
現
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
有
神
論
と
宗
教
的
義
務
は
忠
実
に
守
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
）
22
（

」。
す
な
わ
ち
、
人
格
主
義
思
想
の
基
盤
は
、
何
と
言
っ
て
も
「
人
格｣

概
念
に
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
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知
識
の
基
本
原
理
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
自
身
が
、
先
人
た
ち
の
思
想
を
踏
ま
え
な
が
ら
論
じ
た
「
形
而
上
学
的
原
理
と
し
て
の
人
格
）
23
（

」
と
い

う
論
文
の
中
で
扱
っ
て
い
る
の
で
、
次
に
そ
ち
ら
に
目
を
向
け
た
い
と
思
う
。
こ
の
論
文
は
、
先
に
触
れ
た
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
に
捧
げ
ら
れ
た

献
呈
論
文
集
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
人
格
主
義
と
は
、「
人
格
あ
る
い
は
自
己
が
、
他
の
す
べ
て
の
『
第

一
の
諸
原
理
』
を
結
合
し
、
説
明
す
る
、
第
一
原
理
（the first principle

）
で
あ
る
）
24
（

」
と
の
見
解
に
立
つ
思
想
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン

に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
形
而
上
学
的
体
系
は
、
一
つ
か
複
数
の
「
第
一
原
理
」（
又
は
「
究
極
的
公
理
」（ultim

ate postulates

））
を
持
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
思
索
者
が
彼
の
経
験
の
事
実
を
解
釈
し
組
織
化
で
き
る
」
原
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、「
わ
た
し
た
ち
が
経
験

し
、
考
え
、
そ
し
て
知
る
す
べ
て
の
も
の
に
一
貫
し
て
お
り
」、
ま
た
「
思
考
に
お
け
る
最
大
限
の
一
貫
性
」
を
得
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
「
経
験
の
す
べ
て
の
事
柄
に
、
そ
の
『
正
し
い
』
場
を
、
一
貫
し
た
思
想
全
体
の
中
に
割
り
当
て
る
」
こ
と
が

で
き
る
）
25
（

。
し
た
が
っ
て
、
第
一
原
理
と
は
、
人
間
の
経
験
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
思
想
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
原
理
の
こ
と

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
経
験
に
お
い
て
も
、
思
想
に
お
い
て
も
一
貫
性
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
第
一
原
理
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
一
原
理
は
複
数
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
形
而
上
学
の
体
系
は
多
数
の
領
域
を
含

む
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
論
理
、
方
法
、
認
識
、
量
（
宇
宙
は
統
一
か
多
様
か
）、
質
（
ど
の
よ
う
な
現
実
が
究
極
的
か
、
精
神
的

な
も
の
か
、
物
質
的
な
も
の
か
、
そ
れ
と
も
中
立
的
な
も
の
か
）
26
（

）」
と
い
っ
た
領
域
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
第
一
原
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
そ
の
複
数
の
第
一
原
理
を
統
括
す
る
言
わ
ば
究
極
の
第
一
原
理
が
あ
り
、
人
格
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
人
格

（personality

）、
あ
る
い
は
自
己
（self, selfhood

）
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
こ
そ
が
、
現
実
全
体
を
解
釈
し
、
把
握
す
る
究
極

の
原
理
と
み
な
す
の
が
、
人
格
主
義
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
先
達
で
あ
る
バ
ウ
ン
や
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
が
用
い
た
表

現
を
引
用
し
て
、「
人
格
は
現
実
へ
の
鍵
で
あ
る
）
27
（

」
と
語
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
人
格
と
は
何
か
。
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
格
と
は
「
自
己
―
経
験
の
意
識
的
統
一
」（a conscious unity of self-

experience

）
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
自
己
―
経
験
と
は
、「
反
省
的
自
己
―
意
識
」
の
こ
と
で
は
な
く
、「
わ
れ
わ
れ
が
『
こ
の
経
験

は
私
の
も
の
だ
』
と
語
る
時
に
意
味
し
て
い
る
独
自
な
仕
方
で
、
一
つ
の
統
一
的
全
体
の
中
に
共
に
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る

意
識
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
あ
る
い
は
自
己
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
「
意
識
的
統
一
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え

に
、
人
格
主
義
者
は
人
格
と
い
う
言
葉
と
自
己
と
い
う
言
葉
を
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
逆
に

言
え
ば
、
意
識
で
な
い
も
の
は
人
格
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
肉
体
は
人
格
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
自
己
は
肉
体
を
持
つ
。
し
か
し
、
自
己
は
部
分
的
に
お
い
て
で
す
ら
肉
体
で
は
な
い
」。
ま
た
「
意
識
下
」（subconscious

）
の
こ
と
も

人
格
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
意
識
下
」
の
行
動
は
、
人
格
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

「sub

」（
下
）
と
い
う
こ
と
は
、「
私
の
意
識
の
統
一
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
「
私
の
自
己
か

ら
」
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
）
28
（

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
格
あ
る
い
は
自
己
は
、
先
の
定
義
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
経
験
」
に
お
い
て
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
私
は
経
験

で
あ
る
」
と
す
ら
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
的
経
験
が
即
真
の
知
識
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
真
の

知
識
は
、
直
接
的
知
識
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
理
解
、
関
係
、
解
釈
」
と
い
う
合
理
性
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

こ
と
を
と
お
し
て
、
知
識
は
「
首
尾
一
貫
し
た
、
十
全
な
も
の
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
知
識
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
初
め

て
、「
わ
れ
わ
れ
が
今
直
接
経
験
し
た
こ
と
は
自
己
で
あ
る
」
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
直
接
的

経
験
も
「
潜
在
的
に
合
理
的
で
あ
る
」
と
言
う
。
と
い
う
の
も
、「
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
と
そ
の
世
界
を
、
一
定
の
首
尾
一
貫
し
た
思
想
で

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
自
身
を
よ
り
大
き
な
全
体
の
一
部
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
「
よ
り
大
き
な
全
体
」
と
は
「
自
己
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
記
憶
に
よ
っ
て
思
い
起
こ

さ
れ
、
目
的
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
「
記
憶
」
と
「
予
期
」
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
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「
直
接
的
自
己
が
過
去
の
自
己
と
将
来
の
自
己
と
に
結
び
合
わ
さ
れ
、
そ
し
て
同
一
視
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
に
は
そ

う
し
た
合
理
性
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
く
し
て
人
格
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
格
あ
る
い
は
自
己
と
は
、

「
合
理
的
に
記
憶
さ
れ
、
ま
た
予
期
さ
れ
る
、
意
識
の
統
一
的
体
系
」
な
の
で
あ
る
）
29
（

。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
人
格
あ
る
い
は
自
己
は
、
絶
え
ず
あ
る
も
の
と
の
「
相
互
作
用
」
の
中
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
常
に
「
内

側
か
ら
」
の
み
な
ら
ず
「
外
側
か
ら
」、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
の
刺
激
を
受
け
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
に
よ
れ

ば
、
そ
の
中
で
も
人
格
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、「
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」、
す
な
わ
ち
「
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
で
あ
る
と
言
う
。
と
い
う
の
も
、
一
人
ひ
と
り
は
他
者
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
隠
れ
た
力
、

潜
在
的
情
緒
、
欲
望
、
そ
し
て
理
想
」
を
引
き
出
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
相
互
作
用
は
、
究
極
的
に
は
、
こ
の
「
社
会

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
30
（

。

さ
ら
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
述
の
人
格
の
働
き
に
は
「
客
観
的
言
及
」（objective reference

）
あ
る
い
は

「
自
己
―
超
越
」（self-transcendence

）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
単
に
「
自
己
―
超
越
」
と
は
言
わ
ず
、「
言
及
」
と
い
う

表
現
を
用
い
て
い
る
点
に
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
人
格
主
義
的
主
張
が
あ
る
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
言
及
は
そ
れ
自
体
人
格
的
な
働
き
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
客
観
的
言
及
が
な
け
れ
ば
、
記
憶
も
理
性
も
働
か
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
環
境
も
社
会
も
知
ら
れ
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
そ
れ
を
三
重
の
も
の
と
し
て
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
記
憶
の
過
去
へ
の
言
及
」、

「
思
想
の
対
象
へ
の
言
及
」、
そ
し
て
「
将
来
へ
の
言
及
」
で
あ
る
。
こ
の
三
重
の
自
己
超
越
的
働
き
が
ど
の
瞬
間
に
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
自
己
は
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
こ
そ
、
人
格
の
不
可
欠
性
を
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
正
に

言
及
の
こ
の
事
実
が
、
人
格
を
そ
の
世
界
と
相
関
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
人
格
が
実
際
に
現
実
へ
の
鍵
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

解
錠
す
る
た
め
に
非
人
格
的
鍵
を
必
要
と
す
る
単
な
る
も
う
一
つ
の
閉
め
ら
れ
た
錠
に
過
ぎ
な
い
の
か
の
吟
味
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
）
31
（

」。

最
後
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
こ
の
人
格
の
全
体
的
働
き
を
七
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
は
「
経
験
的
」
で
あ
り
、
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「
活
動
的
」
で
あ
り
、「
統
一
的
・
複
合
的
全
体
」
で
あ
り
、「
自
由
」
で
あ
り
、「
目
的
的
」
で
あ
り
、
ま
た
「
社
会
的
」
で
あ
っ
て
、
そ
の

「
複
合
的
総
合
」
が
人
格
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
断
言
す
る
。「
人
格
は
、
実
際
、
宇
宙
の
形
態

（cosm
o-m

orphic

）
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
人
格
が
正
し
く
解
釈
さ
れ
る
時
に
は
、
人
間
は
神
の
形
態
（theo-m

orphic

）
で
あ
る
。
ま

た
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
人
格
は
『
現
実
へ
の
鍵
』
と
も
な
り
得
よ
う
）
32
（

」。
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
人
格
こ
そ
世
界
と
神
を
理
解

す
る
根
幹
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
格
に
立
脚
し
て
現
実
の
す
べ
て
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
人
格
主
義
思
想
な
の

で
あ
る
。

第
2
章　

博
士
論
文
と
剽
窃
の
問
題

第
1
節　
問
題
の
発
覚
と
そ
の
事
実

そ
こ
で
い
よ
い
よ
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
博
士
論
文
を
扱
う
に
当
た
り
、
ど
う
し

て
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
の
盗
用
（appropriation

）
あ
る
い
は
剽
窃
（plagiarism

）

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
人
々
に
知
れ
渡
り
、
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
歴
史
学
教
授
ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
（C

layborne C
arson

）
を
長
と
し
て
始
め
ら
れ
た
『
キ
ン
グ

資
料
集
）
33
（

』
の
編
纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
以
下
、「
キ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ぶ
）
に
従
事
す
る
研
究
助
手
た
ち
に
よ
っ
て
、
一
九
八
八

年
の
初
め
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
、「
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
も
含
め
て
、
研
究
論
文
の
多
く
が
、
キ
ン
グ
が
研
究

に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
と
似
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
で
あ
る
文
章
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
キ
ン
グ
が
こ
れ
ら
の
元
の
テ
キ
ス
ト
を
適
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切
に
引
用
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
）
34
（

」（23

）
に
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
調
査
の
結
果
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
盗
用
や

剽
窃
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
報
告
は
、
一
九
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
が
）
35
（

、
こ
の
問
題
は
一
九
九
〇
年
以
降
人
々
の
大
き
な

関
心
と
議
論
を
引
き
起
こ
し
、
膨
大
な
出
版
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
キ
ン
グ
の
盗
用
あ
る
い
は
剽
窃
の
問
題
は
、
彼
の
大
学
・
大
学
院
時
代
全
般
に
渡
っ
て
見
ら
れ
る
と
い

う
。
特
に
、「
大
学
院
で
の
彼
の
主
要
分
野
で
あ
る
組
織
神
学
で
の
文
章
」
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
い
う
（24

）。
し
か
し
、
別
の
文
献
に

よ
れ
ば
、
そ
の
傾
向
は
最
初
の
大
学
で
あ
っ
た
モ
ア
ハ
ウ
ス
時
代
に
も
見
ら
れ
、
当
時
の
担
当
教
授
の
一
人
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
チ
ャ
イ
バ
ー
ス

（W
alter C

hivers

）
は
、
す
で
に
キ
ン
グ
の
注
の
書
き
方
（
剽
窃
で
は
な
い
が
）
に
関
し
て
、
適
切
な
注
の
書
き
方
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
と
い
う
）
36
（

。
し
か
し
、
先
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
キ
ン
グ
の
盗
用
さ
れ
た
文
節
の
意
図
的
な
特
徴
的
使
用
」
は
「
ク

ロ
ー
ザ
ー
時
代
」
か
ら
で
あ
る
（24
）。
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
時
代
の
一
つ
の
顕
著
な
例
と
し
て
、
報
告
書
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
・

デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
授
業
に
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
パ
ー
「
神
発
見
に
お
け
る
理
性
と
経
験
の
位
置
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
報
告
書
に
よ
る
と
、
そ

の
ペ
ー
パ
ー
で
キ
ン
グ
は
バ
ル
ト
を
論
じ
て
い
る
が
、
バ
ル
ト
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
は
、
同
じ
年
に
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
発
表
し
た
論
文
に
似

て
お
り
、
ま
た
バ
ル
ト
の
悲
観
主
義
に
挑
戦
し
て
い
る
箇
所
は
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
長
の
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
エ
バ
ー
ト
・
オ
ブ
リ
ー
（E

dw
in 

E
w

art A
ubrey

）
と
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
エ
ド
ガ
ー
・
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
論
文
に
非
常
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
報
告
書
は
、「
キ
ン
グ

の
脚
注
と
参
考
文
献
は
、
こ
れ
ら
の
神
学
者
に
対
す
る
全
般
的
な
依
存
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
ペ
ー
パ
ー
に
は
元
の
テ
キ
ス
ト
に
密
接

に
従
い
な
が
ら
引
用
の
形
を
取
っ
て
い
な
い
か
な
り
の
文
節
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

さ
ら
に
ボ
ス
ト
ン
大
学
時
代
の
例
と
し
て
は
、
キ
ン
グ
の
指
導
教
授
の
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
授
業
に
提
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ペ
ー
パ
ー

「
現
代
の
大
陸
の
神
学
」
が
、
そ
の
最
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
著
名

な
複
数
の
神
学
者
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
が
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ホ
ル
ト
ン
（W

alter M
arshall H

orton

）
の
同
名

の
書
物
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
盗
用
さ
れ
た
箇
所
を
数
字
で
表
す
と
、
元
の
資
料
と
全
く
同
じ
文
章
は
八
四
あ
り
、
そ
れ
は
全
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体
の
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
ま
た
基
準
を
変
え
て
、
キ
ン
グ
の
言
葉
を
少
し
で
も
含
ん
で
い
る
も
の
も
含
め
る
と
、
そ
れ
は
一
三
五

の
文
章
に
及
び
、
そ
れ
は
全
体
の
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
も
広
く
見
る
と
、
全
体
の
半
分
以
上
が
盗
用
さ
れ
た

ペ
ー
パ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
に
付
け
ら
れ
た
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
評
価
は
「
優
秀
」（superior

）
で

あ
っ
た
（25
）。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
の
ペ
ー
パ
ー
に
は
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
――
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
も
う
少
し
注
意
深
く
引
用

さ
れ
て
い
る
が
――
盗
用
や
剽
窃
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
関
心
の
あ
る
博
士
論
文

に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
博
士
論
文
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
特
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
方
法
論
を

扱
っ
た
第
二
章
で
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
方
法
論
の
と
こ
ろ
で
、
キ
ン
グ
は
そ
れ
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神

学
』
第
一
巻
に
依
拠
し
て
論
述
し
て
い
る
が
、
同
報
告
書
に
よ
る
と
、
そ
の
中
で
キ
ン
グ
自
身
の
言
葉
を
五
文
字
以
上
含
ん
で
い
る
文
章
は

四
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、「
他
の
文
章
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
、
元
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
引
用
の
形
を
取
ら
ず
に
引
用
さ
れ
た
、
す

な
わ
ち
盗
用
さ
れ
た
」
も
の
な
の
で
あ
る
（26
）。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
他
の
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
が
、
加
え
て
、
二
次
資
料
に
関
し
て
も

同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
博
士
論
文
の
「
序
文
」
に
お
い
て
、
キ
ン
グ
は
「
有
益
な
二
次
資
料
」
に
謝

意
を
表
し
、
そ
れ
を
用
い
る
時
は
「
脚
注
で
」
そ
の
出
典
を
示
す
と
約
束
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
そ
れ
を
十
分
実
行
し
な
か
っ
た
。
た
と

え
ば
、
キ
ン
グ
は
、
一
九
五
二
年
に
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
学
生
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ブ
ー
ザ
ー
（Jack B

oozer

）
に
よ
っ
て
ボ
ス
ト
ン

大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
に
お
け
る
理
性
の
位
置
）
37
（

」
に
大
い
に
依
拠
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
の
引
用

を
明
示
し
た
の
は
た
っ
た
の
二
回
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、「
彼
は
ブ
ー
ザ
ー
の
博
士
論
文
か
ら
五
〇
以
上
の
完
全
な
文
章
を
盗

用
し
、
ま
た
ブ
ー
ザ
ー
の
論
文
の
全
般
的
構
造
に
従
い
、
ま
た
多
く
の
同
じ
小
見
出
し
を
用
い
た
」
の
で
あ
る
（27

）。
こ
れ
以
外
に
も
、

同
報
告
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
キ
ン
グ
は
ハ
ー
バ
ー
ド
で
彼
の
教
授
で
あ
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
デ
ィ
モ
ス
（R

aphael D
em

os

）
の

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
の
評
論
や
）
38
（

、
論
文
集
『
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
』
の
中
の
い
く
つ
か
の
論
文
に
大
い
に
依
存
し
た
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が
）
39
（

、
そ
の
引
用
に
お
い
て
、「
こ
れ
ら
の
資
料
を
過
小
申
告
し
た
）
40
（

」
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
結
果
が
生
じ
た
の
は
、
作
業
と
し
て
は
、
論
文
作
成
の
た
め
に
作
っ
た
抜
書
き
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
文
章
と
し
て

用
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
意
図
的
な
取
捨
選
択
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
キ
ン
グ
資
料
集
』
第
二
巻
の
編
集
者

は
、
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。「
キ
ン
グ
の
欠
陥
の
あ
る
引
用
癖
は
、
キ
ン
グ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の

準
備
的
研
究
の
間
に
作
っ
た
メ
モ
カ
ー
ド
に
根
ざ
し
て
い
る
。
解
説
を
し
て
い
る
章
の
大
部
分
が
、
こ
れ
ら
の
メ
モ
カ
ー
ド
の
一
語
一
句
の

そ
の
ま
ま
の
写
し
な
の
で
あ
る
（
そ
こ
に
は
、
彼
が
メ
モ
を
作
る
と
き
に
犯
し
た
過
ち
が
、
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
）。
一
例
と
し
て
、
キ

ン
グ
は
正
し
く
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
メ
モ
カ
ー
ド
に
引
用
し
た
が
、
博
士
論
文
で
は
コ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ー
ク
を
付
け
ず
に
引
用
の
部
分
を
用
い

た
。
メ
モ
カ
ー
ド
の
い
く
つ
か
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
か
ら
適
切
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
多
く
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど

資
料
と
同
じ
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
特
に
二
次
資
料
か
ら
メ
モ
を
取
る
と
き
、
適
切
な
引
用
（
の
仕
方
）
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
向
け
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
著
者
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
引
用
文
の
解
釈
を
読
ん
だ
後
、
キ
ン
グ
は
そ
の
解
釈
、
そ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
引
用
文
、
そ
し

て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
書
の
注
は
記
述
す
る
が
、
二
次
資
料
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
無
視
す
る
）
41
（

」。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
報
告
書
は
、
上
記
の
よ
う
な
典
型
的
な
剽
窃
の
箇
所
を
指
摘
し
な
が
ら
、
キ
ン
グ
の
文
章
に
見
ら
れ
る
剽
窃
の
傾

向
を
論
じ
、
最
後
に
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。「
彼
の
学
問
的
研
究
論
文
（
ペ
ー
パ
ー
）
は
、
博
士
論
文
を
含
め
て
、
厳
密
な
剽

窃
の
定
義
――
す
な
わ
ち
、
言
葉
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ィ
ア
の
い
か
な
る
出
典
の
明
示
も
な
い
盗
用
――
に
合
致
す
る
多
く
の
文
節
を
含
ん
で

い
る
」（31

）。
現
在
、
キ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
徹
底
し
た
研
究
に
よ
っ
て
、
博
士
論
文
を
含
む
研
究
論
文
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
剽
窃

の
箇
所
が
事
細
か
に
調
べ
上
げ
ら
れ
、『
キ
ン
グ
資
料
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
四
年
）
に
そ
の
成
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
行

為
は
、
大
学
・
大
学
院
時
代
に
限
ら
ず
、
そ
の
後
の
牧
師
時
代
に
も
、
そ
の
説
教
や
講
演
、
著
書
な
ど
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
剽
窃
の
現
実
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
べ
き
な
の
か
。
以
下
、
そ
の
点
を
検
討
し
た
い
。
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第
2
節　
な
ぜ
剽
窃
は
発
覚
し
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
キ
ン
グ
は
ど
れ
ほ
ど
自
覚
し
て
い
た
の
か

こ
う
し
た
事
実
に
直
面
し
て
、
ま
ず
起
こ
っ
て
く
る
素
朴
な
疑
問
は
、
な
ぜ
剽
窃
は
発
覚
し
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
キ
ン
グ
は
そ
れ
を
ど

れ
ほ
ど
ま
で
自
覚
し
て
行
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
の
点
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
キ
ン
グ
の
学
生
と
し
て
の
優
秀
さ
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

先
の
報
告
書
で
も
、
こ
の
点
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
キ
ン
グ
の
ペ
ー
パ
ー
が
受
け
た
全
般
的
な
肯
定
的
評
価
は
、
お
そ
ら
く
、

ク
ラ
ス
で
の
議
論
や
ク
ラ
ス
で
の
試
験
で
の
キ
ン
グ
の
総
合
的
な
実
績
に
対
す
る
教
授
会
メ
ン
バ
ー
の
高
い
好
ま
し
い
評
価
を
反
映
し
て
い

た
」（28

）。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
キ
ン
グ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
た
だ

け
で
な
く
、
ま
た
同
年
の
総
合
試
験
で
優
等
賞
を
受
け
た
た
だ
一
人
の
学
生
で
あ
り
、
ま
た
優
れ
た
指
導
力
を
持
つ
と
の
評
価
も
得
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
学
部
長
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
バ
ッ
テ
ン
（C

harles E
. B

atten

）
は
、
キ
ン
グ
を
、「
ク
ロ
ー
ザ
ー
で
わ
れ
わ
れ
が
得
た
最

も
優
秀
な
学
生
の
一
人
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
（28
）。
ま
た
キ
ン
グ
に
影
響
を
与
え
た
教
授
の
一
人
デ
イ
ヴ
ィ
ス
も
、
キ
ン
グ
は
「
優

秀
な
知
的
能
力
――
識
別
力
の
知
性
」
を
持
っ
て
い
る
と
評
価
し
て
お
り
、
さ
ら
に
も
う
一
人
の
教
授
で
あ
る
モ
ル
ト
ン
・
エ
ン
ス
リ
ン

（M
orton Scott E

nslin

）
も
、
キ
ン
グ
を
「
非
常
に
有
能
な
人
物
」
で
あ
り
、「
彼
は
お
そ
ら
く
同
胞
の
中
で
強
力
な
大
人
物
と
な
る
だ
ろ

う
」
と
評
価
し
て
い
る
（29

）。
ボ
ス
ト
ン
大
学
時
代
に
お
い
て
は
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
時
代
ほ
ど
の
高
い
評
価
は
得
て
い
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
キ
ン
グ
に
対
す
る
評
価
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
概
ね
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
キ

ン
グ
に
対
す
る
教
授
た
ち
の
普
段
の
評
価
が
、
剽
窃
と
い
う
事
実
を
結
果
的
に
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ

れ
以
外
に
も
、
キ
ン
グ
が
犯
し
た
よ
う
な
広
範
囲
に
わ
た
る
剽
窃
自
体
を
教
授
た
ち
は
全
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
（
後
で
見

る
よ
う
に
、
第
二
査
読
者
の
シ
リ
ン
グ
は
そ
う
語
っ
て
い
る
）、
ま
た
普
段
の
採
点
に
お
い
て
も
、
事
細
か
に
調
べ
る
と
い
う
こ
と
も
し
な
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か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
要
素
が
重
な
り
合
っ
て
、
剽
窃
の
事
実
は
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
来
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
キ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
よ
う
な
、
徹
底
し
た
調
査
研
究
に
よ
っ
て
し
か
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い

類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
疑
問
に
思
う
こ
と
は
、
キ
ン
グ
は
こ
う
し
た
行
為
が
不
正
で
あ
る
と
ど
の
程
度
ま
で
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
議
論
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ル
ー
フ
ス
・
バ
ー
ロ
ー
（R

ufus B
urrow

, Jr.

）
も
言
う
よ
う
に
、「
こ
れ
が

た
ま
た
ま
起
こ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
キ
ン
グ
が
資
料
の
出
典
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
怠
慢
は
不
正
で
あ
る
と
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と

主
張
す
る
こ
と
は
、
ば
か
げ
て
い
る
）
42
（

」。
こ
の
判
断
を
裏
付
け
る
一
つ
の
こ
と
は
、
キ
ン
グ
の
こ
う
し
た
行
為
を
周
り
も
し
ば
し
ば
気
づ
き
、

そ
の
不
正
を
指
摘
し
、
訂
正
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
ロ
ー
に
よ
る
と
、「
キ
ン
グ
が
盗
用
さ
れ
た
資
料
に
出
典
を
適
切
に
明

記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
た
め
に
、
神
学
校
や
大
学
院
の
教
授
た
ち
に
よ
っ
て
定
期
的
に
た
し
な
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
知
ら
れ
て
い

る
」。
ま
た
そ
の
関
連
で
、
バ
ー
ロ
ー
は
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
が
一
九
七
七
年
に
書
い
た
論
文
「
神
学
者
と
し
て
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・

キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
」
の
中
で
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
が
キ
ン
グ
の
神
学
的
考
え
の
い
く
つ
か
が
彼
自
身
の
考
え
に
似
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
、

「
し
ば
し
ば
私
は
彼
の
言
葉
が
私
自
身
の
講
義
や
著
書
で
の
特
別
の
用
語
を
非
常
に
真
似
し
て
い
る
の
を
見
出
す
）
43
（

」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
）
44
（

。

さ
ら
に
決
定
的
で
あ
る
と
思
え
る
の
は
、
博
士
論
文
を
書
く
に
当
た
り
、
キ
ン
グ
は
キ
ャ
ン
デ
ィ
デ
イ
ト
と
し
て
論
文
の
書
き
方
の
指
導

を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
キ
ン
グ
資
料
集
』
第
二
巻
の
編
集
者
解
説
に
よ
る
と
、
キ
ン
グ
は
、
一
九
五
三
年
の
冬
に
博
士
論

文
の
主
題
を
決
め
た
と
き
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
デ
イ
ト
に
求
め
ら
れ
る
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
E
・
ニ
ュ
ー
ホ
ー
ル
（Jannette E

. N
ew

hall

）
の
必
修

授
業
「
論
文
と
博
士
論
文
の
書
き
方
（T

hesis and D
issertation W

riting
）」
の
受
講
登
録
を
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
五
三
年
二
月
四
日

か
ら
五
月
二
二
日
ま
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
授
業
の
中
に
は
「
正
し
い
引
用
実
践
と
資
料
の
倫
理
的
使
用
」
と
い
う
講
義
も
含
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る
）
45
（

。
し
か
も
、
ニ
ュ
ー
ホ
ー
ル
は
、
キ
ン
グ
が
そ
の
最
初
の
草
稿
の
中
で
、
注
の
一
箇
所
に
お
い
て
参
考
文
献
に
は
な
い
資
料
を
用
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い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
後
に
キ
ン
グ
が
そ
れ
を
訂
正
し
た
と
い
う
事
実
も
あ
る
）
46
（

。

し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
が
盗
用
や
剽
窃
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
キ
ン
グ
は
そ
れ

を
十
分
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
不
正
行
為
で
あ
る
こ
と
を
重
々
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
3
節　
剽
窃
の
背
景

そ
こ
で
、
次
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
キ
ン
グ
は
な
ぜ
こ
う
し
た
不
正
行
為
を
行
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
明
確
な
答
え
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
も
含
め
、
こ
の
剽
窃
の
問
題
に
関
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
が
な
さ
れ
、
多
く
の
出
版
物
が
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
に
対
す
る
明
確
な
答
え
は
な
い
の
で
あ
る
。

バ
ー
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
答
え
は
、
た
だ
憶
測
に
終
わ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
）
47
（

」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
深

く
キ
ン
グ
の
内
面
に
属
す
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
そ
れ
は
一
つ
や
二
つ
の
理
由
で
割
り
切
れ
る
問
題
で
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
心
理
的
状
態
や
環
境
と
い
っ
た
複
数
の
要
因
が
重
な
っ
て
生
ま
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
も
穏
や
か
な
理
解
は
、
後
で
扱
う
博
士
論
文
の
第
二
査
読
者
で
あ
っ
た
シ
リ
ン
グ
（S. Paul Schilling

）
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
シ
リ
ン

グ
は
、
キ
ン
グ
の
多
忙
さ
を
指
摘
し
て
い
る
）
48
（

。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
一
九
五
五
年
の
二
月
に
論
文
提
出
の
た
め
の
面
接
を
受
け
、
そ
の
四

月
に
博
士
論
文
を
提
出
し
た
が
、
キ
ン
グ
は
前
年
の
九
月
に
す
で
に
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
の
デ
ク
ス
タ
ー
・
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教

会
に
フ
ル
タ
イ
ム
の
牧
師
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
教
会
は
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
の
黒
人
た
ち
の
上
層
階
級
が
集

う
教
会
で
、
そ
の
牧
師
と
な
る
こ
と
は
、
こ
の
世
的
に
言
え
ば
名
誉
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
か
な
り
の
負
担
を
強
い
ら
れ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
キ
ン
グ
は
、
非
常
に
精
力
的
に
牧
会
と
伝
道
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
デ
ク
ス
タ
ー
・
ア

ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
に
キ
ン
グ
を
招
聘
す
る
交
渉
を
行
っ
た
教
会
の
執
事
ネ
ズ
ビ
ッ
ト
（R

obert D
. N

esbitt, Sr.

）
は
、
キ
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ン
グ
の
一
年
目
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
最
初
の
一
年
間
に
、
わ
れ
わ
れ
の
牧
師
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
語
り
手
で
あ
る
と
の

評
判
は
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
の
街
中
に
広
が
っ
て
い
た
。
彼
の
雄
弁
さ
は
、
デ
ク
ス
タ
ー
に
彼
が
最
初
に
現
れ
た
と
き
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
人
々
は
、
若
い
牧
師
の
話
を
聞
き
に
デ
ク
ス
タ
ー
に
来
始
め
た
。
人
々
は
明
ら
か
に
街
中
で
彼
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
。
会
衆
が
徐
々

に
増
え
た
。
こ
れ
は
、
運
動
が
始
ま
る
前
、
つ
ま
り
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
よ
く
知
ら
れ
た
名
前
と
な
る
前

で
あ
っ
た
。
…
…﹇
さ
ら
に
﹈
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
デ
ク
ス
タ
ー
の
教
会
員
た
ち
、
特
に
若
者
た
ち
か
ら
慕
わ
れ
た
。
若
者
た
ち
は
彼
を
愛
し

た
。
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
若
い
大
人
の
会
を
組
織
し
た
。
…
…
彼
ら
は
彼
に
押
し
出
さ
れ
て
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の
た
め
に
多
く
の
こ
と
を

行
っ
た
）
49
（

」。
こ
の
文
章
に
如
何
な
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
説
教
壇
に
お
い
て
も
、
教
会
員
の
指
導
に
お
い
て
も
、
非
常
に

精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
中
、
キ
ン
グ
は
、「
毎
朝
五
時
半
に
起
き
、
三
時
間
論
文
を
書
き
、
ま
た
夜
遅
く

も
う
三
時
間
論
文
作
成
に
取
り
組
ん
だ
）
50
（

」
の
で
あ
る
。
シ
リ
ン
グ
は
、
自
分
も
似
た
よ
う
な
経
験
を
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
限
ら
れ

た
時
間
内
で
の
取
り
組
み
が
、
こ
う
し
た
剽
窃
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
こ
と
も
一
因

し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
剽
窃
の
問
題
は
、
博
士
論
文
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
、
す
で

に
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
時
代
か
ら
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
牧
師
に
な
っ
て
か
ら
も
説
教
や
書
物
の
中
に
同
様
の
問
題
が
見
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
状
況
が
原
因
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

キ
ン
グ
の
生
涯
を
振
り
返
っ
た
時
に
、
一
つ
大
き
な
要
因
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
こ
れ
は
全
く
の
推
測
に
な
る
が
、
キ

ン
グ
が
終
生
抱
い
た
と
思
わ
れ
る
「
飽
く
な
き
功
名
心
」
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
キ
ン
グ
の
生
涯
を
顧
み
る
と
き
、
そ
う
し
た
思
い
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
バ
ー
ロ
ー
は
、
キ
ン
グ
に
は
顕
著
な
反
倫
理
的
問
題
が

二
つ
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
一
つ
は
こ
の
剽
窃
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
女
性
問
題
で
あ
る
。
剽
窃
の
問
題
を
功
名
心
と
い
う
点
か

ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
功
名
心
と
女
性
問
題
に
共
通
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
そ
の
抗
し
難
い
誘
惑
の
強
さ
で
あ
る
。

剽
窃
と
い
う
不
正
に
対
す
る
恐
れ
や
良
心
の
痛
み
よ
り
も
、
人
々
の
称
賛
と
い
う
大
き
な
誘
惑
に
、
キ
ン
グ
は
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
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か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
と
て
つ
も
な
い
誘
惑
の
前
で
は
、
そ
う
い
っ
た
罪
責
意
識
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
本
筋
を
離
れ
る
話
に
な
る
が
、
キ
ン
グ
は
必
ず
し
も
罪
の
問
題
を
正
面
切
っ
て
論
じ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し

ろ
、
キ
ン
グ
が
問
題
と
し
た
の
は
悪
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
社
会
悪
で
あ
る
。
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
個
人
の
悪
や
罪
の
問
題
は
あ
ま

り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
ン
グ
が
繰
り
返
し
犯
し
た
倫
理
的
過
ち
の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
罪
責
意
識
の
問
題
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
剽
窃
と
い
う
行
為
に
お
い
て
も
、
そ
の
不
正
に
抵
抗
す
る
よ
り
も
、
功
名
心
と
い
う
大
き
な
誘
惑
の
虜
に
容
易
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
間
接
的
な
例
証
と
し
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
出
来
事
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
が
牧
師
に
な
る
た
め
に
行
っ
た
「
説

教
試
験
」（trial serm

on

）
で
あ
る
。
キ
ン
グ
が
属
し
て
い
た
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
は
、
牧
師
に
な
る
た
め
に

は
、
必
ず
し
も
神
学
校
を
卒
業
す
る
必
要
は
な
く
、
基
本
的
に
は
教
会
が
課
す
る
「
説
教
試
験
」
に
合
格
し
、
按
手
を
受
け
れ
ば
よ
か
っ

た
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
が
牧
師
に
な
る
決
心
を
し
た
の
は
、
一
九
四
七
年
、
一
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
夏
キ
ン
グ
は
、
モ
ア
ハ
ウ
ス
大

学
が
主
催
し
た
タ
バ
コ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
帰
っ
て
間
も
な
く
し
て
、
父
親
に
牧
師
に
な
る
決
意
を
告
げ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
父
親
が
長
い
間
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
父
キ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
受
け
て
さ
っ
そ
く
説
教
試
験
の
日
程
を

決
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
日
曜
日
の
午
後
に
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
日
キ
ン
グ
は
、
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教

会
で
、
日
ご
ろ
親
し
く
し
て
い
る
会
衆
の
前
で
説
教
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
イ
エ
ス
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
話
さ
ず
、
む
し

ろ
聴
衆
の
多
く
が
好
む
よ
り
も
大
き
な
言
葉
﹇
馴
染
み
の
な
い
言
葉
﹈
を
用
い
た
」
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
大
成
功
で
あ
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
キ
ン
グ
は
、
こ
の
説
教
を
通
し
て
、
天
賦
の
才
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
彼
は
、
心
情
の
表
現
の
中
に
彼
の
全
存
在
を
投
入
し
、

朗
々
と
響
き
渡
る
バ
リ
ト
ン
は
、
彼
の
確
信
を
音
楽
に
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
」。
会
衆
は
立
ち
上
が
っ
て
キ
ン
グ
を
祝
福
し
た
。
そ
し
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て
、
父
キ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
受
け
て
息
子
キ
ン
グ
に
説
教
者
の
資
格
を
与
え
た
の
で
あ
る
（
按
手
を
受
け
、
教
会
の
副
牧
師
（assistant 

pastor
）
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
翌
年
の
二
月
二
〇
日
で
あ
っ
た
）。
し
か
し
、
そ
の
と
き
キ
ン
グ
が
行
っ
た
説
教
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

有
名
な
リ
バ
ー
サ
イ
ド
教
会
の
牧
師
、
ハ
リ
ー
・
エ
マ
ー
ソ
ン
（H

arry E
m

erson

）
の
説
教
集
『
人
生
は
あ
な
た
が
作
る
も
の
』（“Life 

is W
hat You M

ake It ”

）
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
は
、
モ
ア
ハ
ウ
ス
大
学
の
ご
く
一
部

の
友
人
た
ち
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
51
（

。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
い
か
に
も
キ
ン
グ
ら
し
い
よ
う
に
思
う
。
一
般
的
に
は
、
牧
師
に
な
る
と
い
う
の
は
、
人
生
に
お
け
る
一
大
転
機

で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
彼
の
心
を
占
め
て
い
た
も
の
は
「
成
功
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
た
だ
試
験
に
合
格
す
る
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
称
賛
に
値
す
る
成
功
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
盗
用
と
い
う
不
正
を
は
た
ら
い
て
も
問
題

は
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
神
に
対
す
る
恐
れ
と
い
っ
た
も
の
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
一
身
を
さ
さ
げ
て
牧
師
に
な

り
た
い
と
い
う
信
仰
的
、
献
身
的
思
い
も
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
の
は
、
父
親
の
期
待
や
人
々
の
称

賛
に
か
な
う
よ
う
に
身
を
処
し
て
い
る
キ
ン
グ
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
他
人
の
説
教
や
話
を
黙
っ
て
借
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
珍
し

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
こ
か
に
、
そ
れ
を
認
め
る
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
モ
ア
ハ
ウ
ス
大
学
の

一
部
の
友
人
た
ち
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
背
景
を
物
語
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
ン
グ

の
反
倫
理
的
行
為
は
少
し
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
成
功
と
い
う
誘
惑
の

前
で
キ
ン
グ
の
罪
責
意
識
は
か
な
り
希
薄
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
以
上
の
点
に
加
え
、
も
う
一
つ
キ
ン
グ
ら
し
い
と
思
え
る
こ
と
は
、
そ
の
中
身
が
基
本
的
に
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
キ
ン
グ
は
そ
れ
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
、
言
わ
ば
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
あ
た
か
も

そ
の
思
想
が
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
そ
れ
と
一
体
と
な
り
、
そ
の
思
想
の
持
ち
主
で
あ
る
か
の
よ
う
に
存
在
と
思
い
を
注
い

で
、
朗
々
と
、
し
か
も
太
く
響
く
バ
リ
ト
ン
の
声
で
語
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
人
々
は
、
そ
し
て
父
親
で
す
ら
も
、
深
く
心
を
捕
ら
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え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
ン
グ
を
称
賛
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
内
容
的
に
と
い
う
よ
り
も
、
弁
舌
的
に
そ
う
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
キ
ン
グ
に
は
、
人
の
心
を
捕
ら
え
る
弁
舌
の
力
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
力
が
人
々
を
捕
ら
え
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
借
り
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
よ
い
説
教
を
見
分
け
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
新
た
に
表
現
し
た
と
き
、
そ
れ
は
人
々
の

心
を
掴
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
人
々
は
称
賛
を
送
り
、
キ
ン
グ
自
身
も
満
足
を
覚
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
虚
偽
に
対
す
る
キ
ン
グ
の
後
ろ
め
た
さ
や
罪
責
意
識
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
も
事
実
で

あ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
う
し
た
行
動
は
、
後
の
剽
窃
の
行
為
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
仰
的
恐
れ
や
罪
責
意
識
と
い
う
以
上
に
、
あ

る
種
の
功
名
心
が
キ
ン
グ
の
生
涯
全
体
を
貫
き
、
後
押
し
し
、
ま
た
引
き
上
げ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
ン
グ

が
一
九
三
四
年
に
、
わ
ず
か
七
歳
で
洗
礼
を
受
け
た
と
き
も
、
そ
れ
は
た
だ
「
姉
に
先
を
越
さ
れ
た
く
な
い
」
と
の
思
い
か
ら
で
あ
っ
た
と

告
白
し
て
い
る
）
52
（

。
ま
た
、
奇
し
く
も
、
暗
殺
さ
れ
る
二
ヶ
月
前
に
な
さ
れ
た
説
教
に
は
、「
め
だ
ち
た
が
り
や
本
能
」（T

he D
rum

 M
ajor 

Instinc

）
53
（t

）
と
い
う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
、
キ
ン
グ
の
本
音
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
教
の
解
題
を
書
い

た
ロ
バ
ー
ト
・
M
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
（R

obert M
. Franklin

）
は
、「
こ
の
『
め
だ
ち
た
が
り
や
本
能
』
と
題
す
る
説
教
に
、
私
が
い
か
に

深
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
か
、
読
者
に
は
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
説
教
は
キ
ン
グ
博
士
自
身
の
自
己
理
解
に
分
け
入
る

鍵
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
）
54
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
説
教
に
お
い
て
、
誰
に
で
も
め
だ
ち
た
が
り
や
の
本
能
、
衝
動
が
あ
る
と

言
う
。
し
か
し
、
大
事
な
の
は
、
そ
れ
を
神
の
た
め
に
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
愛
と
正
義
と
真
理
と
他
者
へ
の
献
身
）
55
（

」
の
た
め
に
用
い
る
こ

と
で
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
初
め
て
、
め
だ
ち
た
が
り
や
の
本
能
は
破
滅
に
陥
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
意
義
あ
る
仕

方
で
用
い
ら
れ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
人
生
を
と
お
し
て
、
キ
ン
グ
自
身
が
身
を
も
っ
て
学
び
得
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
自
身
の
意
識
の
中
に
は
、
絶
え
ず
評
判
や
名
声
や
成
功
を
求
め
る
功
名
心
の
強
い
衝
動
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
少
な
か
ら
ず
、
キ
ン
グ
の
剽
窃
と
い
う
反
倫
理
的
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
間

違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
4
節　
倫
理
的
評
価

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
剽
窃
と
い
う
反
倫
理
的
行
為
を
ど
う
扱
い
、
判
断
し
、
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、

基
本
的
に
二
つ
の
検
討
事
項
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
剽
窃
を
多
々
含
む
論
文
を
学
問
的
に
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
牧
師
で
あ
り
、
社
会
的
指
導
者
で
あ
り
、
ま
た
人
格
主
義
思
想
の
擁
護
者
で
あ
る
キ
ン
グ
を
倫
理
的
に
ど
う
評
価
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
二
番
目
の
倫
理
的
評
価
か
ら
検
討
し
た
い
。

キ
ン
グ
の
剽
窃
に
対
す
る
倫
理
的
評
価
は
千
差
万
別
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
学
問
的
議
論
の
中
で
は
、
学
問
的
評
価
か
ら
見
れ
ば
あ

ま
り
扱
う
に
値
し
な
い
事
柄
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
を
研
究
す
る
者
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
筆
者
な
り
の
判
断
を
示
し

て
お
く
こ
と
は
、
責
任
的
に
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
簡
単
に
論
じ
た
い
。

ま
ず
、
剽
窃
が
反
倫
理
的
で
あ
り
、
ま
た
反
社
会
的
、
反
学
問
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
如
何
な
る
弁
明
も

擁
護
も
赦
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
大
前
提
と
し
た
上
で
、
筆
者
は
バ
ー
ロ
ー
の
判
断
に
従
い
た
い
と
思
う
。
す
で
に
、
何
度
か

バ
ー
ロ
ー
の
言
説
に
言
及
し
て
き
た
が
、
実
は
バ
ー
ロ
ー
は
、
こ
の
剽
窃
の
問
題
を
何
よ
り
も
倫
理
的
観
点
か
ら
取
り
扱
っ
た
研
究
者
で
あ

る
。
し
か
も
、
キ
ン
グ
の
神
観
念
の
中
心
的
要
素
で
あ
る
人
格
主
義
思
想
の
観
点
か
ら
、
何
よ
り
も
そ
れ
に
反
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
問
題

を
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
主
義
的
倫
理
観
に
立
つ
バ
ー
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
、
女
性
問
題
と
共
に
最
も
深
刻
な
、

ま
た
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
バ
ー
ロ
ー
は
寛
大
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
キ
ン

グ
に
対
す
る
倫
理
的
評
価
は
、
そ
の
全
生
涯
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
事
柄
だ
け
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
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い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
バ
ー
ロ
ー
は
、
こ
の
剽
窃
と
い
う
問
題
だ
け
で
キ
ン
グ
の
存
在
そ
の
も
の
を
断
罪
す
る
と
い
う
こ
と

は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
剽
窃
と
い
う
反
倫
理
的
行
為
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
キ
ン
グ
を
、
そ
の
全
生
涯
か
ら
判
断
し
て
高
く
評
価

し
、
そ
の
評
価
の
中
で
こ
の
問
題
を
痛
み
を
持
っ
て
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
バ
ー
ロ
ー
は
彼
の
白
人
の
同
僚
で
あ
り
、
初

期
教
会
史
の
教
授
で
あ
り
、
ま
た
司
書
で
も
あ
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
バ
ン
デ
ィ
（D

avid B
undy

）
の
口
を
と
お
し
て
、
そ
の
こ
と
を
代

弁
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

バ
ン
デ
ィ
は
、
ま
ず
司
書
の
立
場
か
ら
、
一
つ
の
事
実
を
バ
ー
ロ
ー
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、「
フ
ォ
ー
ド
基
金
研
究
は
、
博
士
論
文
の
わ
ず
か
五
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
諸
問
題
か
ら
自
由
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
は
、
個
人

的
に
、
他
に
五
つ
の
剽
窃
さ
れ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
のPh.D

.

の
博
士
論
文
を
見
出
し
た
――
そ
の
内
の
二
つ
は
生
産
的
な
貢
献
を
し
、
独
創
的

で
す
ら
あ
る
学
者
に
な
っ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
）
56
（

」。
バ
ン
デ
ィ
は
、
ま
ず
こ
う
し
た
事
実
を
告
げ
、
そ
し
て
、「
キ

ン
グ
の
研
究
に
剽
窃
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
キ
ン
グ
の
悪
口
を
言
う
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
彼
が
人
権
の
領
域
に
お
い
て
達
成
し
た
非
常
に

重
要
な
多
く
の
事
柄
を
忘
れ
る
こ
と
を
、
い
と
も
簡
単
に
実
現
す
る
だ
ろ
う
」
こ
と
を
警
戒
し
た
）
57
（

。
そ
し
て
、
こ
う
も
語
っ
て
い
る
。「
キ

ン
グ
の
話
を
聞
い
て
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
私
は
、
多
く
の
人
た
ち
が
、
キ
ン
グ
自
身
の
独
創
的
な
貢
献
を
忘
れ
る
た
め
に
、
キ
ン
グ

が
取
り
組
ん
だ
す
べ
て
の
こ
と
を
過
小
評
価
し
、
ま
た
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
口
実
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
悲
し
み
を
覚
え
た
ほ
ど
に
は
、

シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
な
か
っ
た
。
キ
ン
グ
に
対
す
る
私
の
称
賛
は
、
変
色
す
る
こ
と
は
な
い
…
…
私
の
ホ
ー
リ
ネ
ス
の
背
景
か
ら
、
私
は
一
瞬

よ
り
も
、
そ
れ
が
光
で
あ
れ
欠
点
で
あ
れ
、
生
涯
の
全
体
を
一
層
熱
心
に
見
た
い
と
思
う
。
神
へ
の
信
仰
は
、
長
期
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

あ
る
！　

私
は
、
キ
ン
グ
を
信
仰
の
人
と
見
る
）
58
（

」。

バ
ー
ロ
ー
は
、
こ
の
バ
ン
デ
ィ
の
言
葉
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
剽
窃
の
問
題
を
、
そ
の
「
重
大
さ
を
軽

視
す
る
こ
と
な
く
」、
し
か
し
、
終
了
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
も
、
こ
の
見
解
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
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第
5
節　
学
問
的
評
価

と
こ
ろ
で
、
こ
の
剽
窃
の
最
大
の
問
題
は
、
何
よ
り
も
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
が
学
問
的
価
値
を
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

そ
こ
で
、
改
め
て
一
九
五
六
年
の
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
の
審
査
結
果
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
キ
ン
グ
の
剽
窃

が
発
覚
し
、
そ
れ
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
の
死
後
二
〇

年
以
上
経
っ
て
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
キ
ン
グ
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
若
干
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
表
立
っ
て

議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
『
キ
ン
グ
資
料
集
』
の
編
纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
厳
密
な
学

問
的
研
究
の
中
で
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
、
一
つ
に
は
、
キ
ン
グ
が
歴
史
に
名
を
残
す

人
物
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
発
覚
し
た
問
題
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
過
去
の
静
寂
の
中
に
永
遠
に
息
を
潜
め
る
こ
と
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
本
的
に
は
、

一
九
五
五
年
の
博
士
論
文
の
審
査
の
時
点
で
は
、
そ
う
い
う
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
指
導
教
授
た
ち
が
接
し
た
の
は
、
学
問
に
関
心
を

持
つ
、
利
発
な
学
生
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
多
く
の
学
生
の
中
の
一
人
の
学
生
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
学
者

と
し
て
身
を
立
て
る
よ
り
も
、
牧
師
と
し
て
社
会
に
出
て
行
こ
う
と
し
て
い
た
、
一
青
年
牧
師
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
わ
ず
も

が
な
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
や
は
り
大
事
な
点
で
は
な
い
か
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
や
や
も
す
る
と
、
歴
史
に
名
を
残
し
た
キ

ン
グ
か
ら
す
べ
て
を
見
よ
う
と
す
る
嫌
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
方
は
、
原
寸
大
の
キ
ン
グ
や
キ
ン
グ
の
人
間
関
係
を
見
失
い
、

あ
る
い
は
歪
め
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
、
一
応
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
博
士
論
文
の
審
査
内
容
に
向
か
い
た
い
と
思
う
。
今
、
わ
れ
わ
れ
の
手
許
に
審
査
結
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果
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
査
読
者
の
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
報
告
書
と
第
二
査
読
者
の
シ
リ
ン
グ
）
59
（

の
報
告
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
九
五
五
年
二
月
に
行
わ
れ
た
最
初
の
面
接
の
報
告
書
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
こ
の
面
接
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
原
稿
の
手
直
し
を
し
、
締

切
日
の
四
月
一
五
日
に
間
に
合
う
よ
う
に
最
終
原
稿
を
提
出
し
、
五
月
三
一
日
に
六
人
の
委
員
か
ら
な
る
委
員
会
の
口
頭
試
問
を
受
け
た

の
で
あ
る
。
委
員
に
は
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
、
シ
リ
ン
グ
、
ニ
ュ
ー
ホ
ー
ル
以
外
に
、
ベ
ル
ト
ッ
チ
ー
（Peter A

. B
ertocci

）、
レ
イ
ブ
リ
ー

（John H
. Lavely

）、
ミ
ラ
ー
ド
（R

ichard M
. M

illard

）
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
委
員
会
は
試
問
の
結
果
合
格
と
判
断
し
、
六
月
五
日
に

Ph.D
.

が
授
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
60
（

。
し
か
し
、
こ
の
時
の
報
告
書
は
何
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
手
許
に
あ
る
の
は
、
二
人
の

査
読
者
の
最
初
の
面
接
で
の
報
告
書
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
二
人
の
評
価
は
概
ね
良
好
で
あ
る
。
特
に
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
直
接
関
心
を
持
っ
て
い
る
剽
窃
の
問
題
に
関
し
て

も
、
若
干
の
指
摘
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
取
り
立
て
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
剽
窃

の
全
容
そ
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
小
さ
な
い
く
つ
か
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
は
、
ま
ず
総
括
的
に
評
価
し
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。「
キ
ン

グ
氏
の
博
士
論
文
は
、
際
立
っ
て
影
響
力
の
あ
る
二
人
の
神
学
者
――
そ
れ
ぞ
れ
が
非
常
に
独
創
的
で
ユ
ニ
ー
ク
な
観
点
を
維
持
し
て
い
る

――
の
多
く
の
意
義
深
い
関
係
を
示
す
目
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
の
立
場
も
平
易
で
は
な
く
、
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
書
は
非
常

に
難
解
で
あ
る
た
め
、
彼
の
主
要
な
追
随
者
や
批
判
者
の
間
に
幅
広
い
解
釈
の
相
違
が
あ
る
。
全
般
に
、
彼
は
広
範
な
学
び
、
印
象
的
な
能

力
、
そ
し
て
直
接
携
わ
っ
た
研
究
の
納
得
さ
せ
る
精
通
し
た
知
識
で
、
そ
の
目
的
に
接
近
し
て
い
る
）
61
（

」。
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
は
、
何
よ
り
も
キ

ン
グ
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
と
い
う
独
創
的
な
指
導
的
神
学
者
の
思
想
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
評
価
し
、
し
か
も
そ
の
取
り

組
み
に
お
い
て
キ
ン
グ
が
「
広
範
な
学
び
、
印
象
的
な
能
力
、
そ
し
て
直
接
携
わ
っ
た
研
究
の
納
得
さ
せ
る
精
通
し
た
知
識
」
を
示
し
て
い

る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
、
い
く
つ
か
の
点
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
「
形
式
的
な
、
あ
る
い
は
些
細

な
」
点
に
関
し
て
は
、
報
告
書
に
先
立
ち
、
す
で
に
文
書
で
キ
ン
グ
に
送
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
経
緯
だ
け
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
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こ
で
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
に
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
形
式
の
問
題
で
は
あ
る
が
、

そ
の
重
要
性
か
ら
鑑
み
て
わ
ざ
わ
ざ
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
、
後
日
提
出
さ
れ
た
）。
次
に
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
は
、
彼
の
「
主
た
る
批
判
」

と
し
て
、「
批
判
的
評
価
に
用
い
ら
れ
て
い
る
諸
前
提
と
諸
基
準
を
説
明
す
る
明
確
な
陳
述
の
欠
如
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
に

本
論
文
で
も
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
内
容
的
に
見
た
時
の
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
の
抱
え
る
一
つ
の
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
と
言
え

る
。
た
だ
し
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
指
摘
は
、
指
摘
に
の
み
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
ま
で
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
そ
し

て
、
最
後
に
、
内
容
に
関
し
て
さ
ら
に
四
点
、
具
体
的
に
頁
を
示
し
て
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
そ
う
重

要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
は
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
批
判
点

が
改
善
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
マ
ー
テ
ィ
ン
氏
の
論
文
は
、
す
ば
ら
し
い
有
用
な
学
問
的
業
績
と
な
る
こ
と
を
断
言
す
る
）
62
（

」（334

）。

次
に
第
二
査
読
者
の
シ
リ
ン
グ
の
評
価
で
あ
る
が
、
シ
リ
ン
グ
は
ま
ず
総
評
と
し
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。「
こ
の
研
究
論
文
は
、

完
璧
に
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
注
意
深
く
組
織
化
さ
れ
、
ま
た
体
系
的
に
展
開
さ
れ
た
。
解
説
し
て
い
る
諸
章
は
正
確
で
あ
り
、
客
観
的
で

あ
り
、
ま
た
明
確
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
観
点
の
真
の
描
写
を
提
示
し
て
い
る
。
著
者
は
、
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
る
入

手
可
能
な
す
べ
て
の
資
料
を
確
か
な
判
断
力
で
用
い
た
よ
う
に
思
う
。
比
較
と
評
価
は
公
平
で
、
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
お
り
、
ま
た
説
得
力

が
あ
る
）
63
（

」。
す
な
わ
ち
、
シ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
研
究
論
文
は
完
璧
に
な
さ
れ
、
注
意
深
く
組
織
化
さ
れ
、
体
系
的
に
展
開
さ
れ
、
ま
た
そ
の

比
較
と
評
価
は
公
平
で
、
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
、
ま
た
説
得
力
が
あ
る
と
、
実
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
高
い
評
価
を
前
提
と

し
て
、
い
く
つ
か
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
リ
ン
グ
も
す
で
に
キ
ン
グ
に
伝
え
て
い
る
点
は
省
略
し
、
ま
ず
指
摘
し
て
い
る

こ
と
は
「
文
体
の
改
善
」
で
あ
る
。
特
に
第
四
章
に
多
く
見
ら
れ
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
構
造
が
ぎ
こ
ち
な
く
、
粗
雑
で
、
非
文
法
的
で
あ

る
」
箇
所
の
改
善
を
指
示
し
て
い
る
。
次
に
内
容
の
面
か
ら
一
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
彼
の
神
概
念
の

中
で
特
殊
な
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
を
使
用
す
る
こ
と
の
議
論
を
、
第
四
章
に
含
め
る
こ
と
の
是
非
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
シ
リ
ン
グ
は
、
こ
れ
も
す
で
に
表
に
し
て
伝
え
て
あ
る
特
に
第
一
、
二
、
六
章
に
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関
す
る
訂
正
に
言
及
し
、
そ
の
改
善
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。「
第
一
草
稿
と

し
て
、
ま
た
指
示
さ
れ
た
変
更
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
原
稿
は
承
認
さ
れ
る
）
64
（

」。

以
上
の
よ
う
に
、
二
人
の
査
読
者
の
評
価
は
概
ね
良
好
で
あ
り
、
む
し
ろ
高
い
と
も
言
え
る
。
し
か
も
、
剽
窃
に
関
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
評
価
が
、
最
後
の
口
頭
試
問
で
の
評
価
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
見
る
の
は
、
ご
く
自
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
評
価
と
、
一
九
九
〇
年
以
降
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
剽
窃
の
事
実
の
隔
た
り
を
、
ど
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
議
論
の
焦
点
は
、
自
ず
か
ら
、
剽
窃
の
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ン
グ
の
論
文
に
は
「
博

士
論
文
」
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
で
一
つ
参
考
に
な
る
の
は
、
シ
リ
ン
グ
が
一
九
九
〇
年
一
一
月
に
、『
キ
ン
グ
資
料
集
』
の
編
集
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ス
タ
ッ
フ
、

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
セ
ー
レ
ン
（D

avid T
helen

）
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
答
え
て
語
っ
た
、
剽
窃
の
事
実
を
知
っ
た
上
で
の
キ
ン
グ
に
対
す
る

評
価
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
シ
リ
ン
グ
は
、
査
読
報
告
書
で
キ
ン
グ
の
不
正
確
な
表
記
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
そ
し
て
、
こ
の
イ

ン
タ
ヴ
ュ
ー
か
ら
す
る
と
、
そ
の
中
に
は
若
干
の
不
正
確
な
引
用
の
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
）、
そ
の
点
に
関
し
て
、
一
方
で

は
、「
あ
る
意
味
、
こ
の
こ
と
﹇
自
分
の
指
摘
﹈
が
発
見
さ
れ
て
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
正
確
な
引
用

の
仕
方
に
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
」
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、「
わ
た
し
は
そ
の
時
十
分
に
警

戒
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
う
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
も
っ
と
本
質
的
な
事
柄

を
探
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
ど
の
よ
う
に
資
料
を
扱
っ
て
い
る
か
、
彼
は
ど
れ
ほ
ど
的
確
に
解
釈
し
て
い
る
か
、
ま
た
彼
は
ど
れ
ほ
ど

良
い
評
価
を
し
て
い
る
か
。
…
…
あ
の
段
階
で
、
わ
た
し
は
剽
窃
の
可
能
性
な
ど
夢
想
だ
に
も
し
な
か
っ
た
）
65
（

」。
さ
ら
に
シ
リ
ン
グ
は
、
草

稿
の
段
階
で
こ
の
点
に
気
づ
き
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
れ
を
追
求
し
な
か
っ
た
の
か
と
改
め
て
問
わ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
は
単
純
に

「
わ
た
し
が
こ
の
こ
と
に
し
く
じ
っ
て
、
追
求
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、「
わ
た
し
が
多
く
の
形
式
上
の
誤
り
に
注
意

が
行
っ
て
い
た
」
こ
と
と
を
挙
げ
て
い
る
）
66
（

。
お
そ
ら
く
、「
剽
窃
の
可
能
性
を
夢
想
だ
に
も
し
な
か
っ
た
」
シ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、
若
干
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の
不
適
切
な
引
用
に
気
づ
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
の
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
シ
リ
ン
グ
は
、
率
直
な
思
い
と
し

て
、「
ど
の
教
授
も
、
あ
る
意
味
、
博
士
論
文
の
実
体
に
つ
い
て
、
著
者
が
知
っ
て
い
る
ほ
ど
多
く
は
知
ら
な
い
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
剽
窃
が
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
そ
れ
を
見
抜
く
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
キ
ン
グ
が
多
く
盗
用
し
た
ブ
ー

ザ
ー
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
自
体
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
）
67
（

。

そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
、
当
時
の
評
価
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
シ
リ
ン
グ
は
、
こ
う
断
言
し
て
い
る
。「
わ
た
し
は
、

そ
れ
は
良
い
博
士
論
文
だ
と
思
っ
た
。
…
…
彼
は
二
人
の
思
想
を
全
く
的
確
に
描
き
、
ま
た
彼
自
身
の
批
判
的
能
力
を
示
し
た
と
思
っ
た
」。

そ
し
て
シ
リ
ン
グ
は
、
剽
窃
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
お
い
て
も
、「
彼
は
博
士
論
文
に
お
い
て
…
…
﹇
後
の
公
民
権
運
動
で
示
し
た
﹈
非
常

に
機
敏
な
批
判
的
能
力
の
基
礎
を
築
い
た
と
思
う
。
…
…
彼
は
、
こ
の
博
士
論
文
に
お
い
て
、﹇
特
に
﹈
最
後
の
数
章
に
お
い
て
――
そ
こ

で
は
比
較
的
に
不
正
な
引
用
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
――
彼
が
後
に
行
っ
た
批
判
的
働
き
の
基
礎
を
築
い
た
と
思
う
）
68
（

」
と
語
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
三
五
年
前
の
自
分
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
し
、
ま
た
剽
窃
の
事
実
を
知
っ
た
上
で
も
、
特
に
博
士
論
文
の
最
後
の
数
章
を
評
価

し
て
、
キ
ン
グ
の
批
判
力
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て
再
度
、「
最
後
の
数
章
は
独
創
的
だ
と

思
い
ま
す
か
」
と
の
質
問
に
も
、
シ
リ
ン
グ
は
「
そ
う
思
い
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
で
は
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
の
学
問
的

貢
献
は
何
で
す
か
と
問
わ
れ
、
シ
リ
ン
グ
は
、
第
一
に
、「
彼
は
二
人
の
非
常
に
難
解
な
著
者
た
ち
の
神
学
を
徹
底
的
に
思
考
し
理
解
す
る

能
力
を
示
し
た
」、
第
二
に
は
、「
彼
は
両
者
を
公
平
に
比
較
し
、
彼
ら
の
強
み
を
認
め
、
ま
た
彼
ら
の
弱
点
を
指
摘
す
る
能
力
を
示
し
た
」

と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
れ
が
「
独
創
的
貢
献
」
と
言
え
る
の
か
と
問
わ
れ
、「
わ
た
し
の
知
る
限
り
、
当
時
、
こ
の
二
人
の
思

想
家
の
神
概
念
を
比
較
し
た
唯
一
の
博
士
論
文
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
独
創
的
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
、

そ
れ
は
独
創
的
貢
献
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
す
べ
て
の
不
正
に
引
用
さ
れ
た
資
料
を
全
く
別
に
す
れ
ば
、
彼
の
独
創
性
を
示
し
た
。
彼
は
、
自

分
が
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
こ
の
こ
と
を
、
こ
の
特
定
の
限
定
さ
れ
た
領
域
で
以
前
に
は
明
確
に
成
さ
れ
な
か
っ
た
仕
方
で
成
し

遂
げ
た
」
と
答
え
て
い
る
）
69
（

。
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そ
し
て
、
再
度
、
だ
め
を
押
す
か
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
の
評
価
を
修
正
す
る
つ
も
り
は
あ
る
か
と
問
わ
れ
、
こ
う
答
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
シ
リ
ン
グ
は
、
ま
ず
剽
窃
を
知
っ
た
立
場
か
ら
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、「
わ
た
し
は
、
彼

が
博
士
論
文
に
お
い
て
、
ま
た
二
人
の
著
者
の
解
釈
に
お
い
て
、
的
確
で
あ
り
健
全
で
あ
っ
た
と
の
わ
た
し
の
判
断
は
修
正
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
彼
が
彼
ら
の
言
葉
を
使
お
う
と
も
、
キ
ン
グ
の
言
葉
を
使
お
う
と
も
、
あ
る
い
は
ブ
ー
ザ
ー
の
言
葉
を
使
お
う
と
も
、
現
れ
出
た
も
の

は
正
確
で
あ
り
、
ま
た
的
確
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
…
…
彼
は
手
が
け
た
こ
と
を
よ
く
果
た
し
た
と
私
は
思
う
）
70
（

」
と
答
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
シ
リ
ン
グ
は
、
剽
窃
の
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ン
グ
の
論
文
に
は
博
士
論
文
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
テ
ー
マ
自
体
独
創
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
対
象
の
二
人
の
神
学
思
想
を
的
確
に
把
握
し
、
そ
れ
を
公
平

に
批
判
・
評
価
し
て
い
る
能
力
か
ら
見
て
も
、
博
士
論
文
に
値
す
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
リ
ン
グ
も
、
剽
窃
の
事
実
に

つ
い
て
は
、「
そ
れ
は
確
か
に
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
弁
護
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
事
実
を
勘
案
し
て
も
、
な
お
キ
ン
グ
の
論
文
は
博
士
論
文
に
値
す
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
シ
リ
ン
グ
は
、
も
う
一
つ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
項
の
と
こ
ろ
で
も
指
摘
さ
れ
た
点
で
あ
る
が
、
キ

ン
グ
を
こ
の
剽
窃
の
点
か
ら
だ
け
判
断
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
わ
れ
わ
れ
は
弱
く
ま
た
限
ら
れ
て
い
る
。
…
…
人
は
、
彼
が
考
察
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
他
の
多
く
の
強
み
を
持
っ
て
い
る
と
き
、
一

つ
の
著
し
い
欠
点
だ
け
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
あ
な
た
が
た
は
、
人
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

一
九
五
四
年
か
ら
一
九
六
八
年
の
す
べ
て
の
年
月
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
博
士
論
文
で
あ
る
程
度
掌
握
し
た
と
思
わ
れ
る
財
産

と
、
そ
こ
で
も
彼
が
明
ら
か
に
し
た
批
判
能
力
と
を
、
彼
が
正
に
役
立
て
た
方
法
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
、

そ
の
生
涯
を
走
り
行
く
中
で
役
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
全
体
と
し
て
、
つ
ま
り
彼
が
行
っ
た
す
べ
て
の
講
演
、
彼
が
出
版
し

た
書
物
と
の
関
連
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
彼
は
そ
の
歩
み
の
中
で
多
く
の
独
創
性
を
示
し
た
と
思
う
。
彼
は
正

に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
合
体
さ
せ
、
し
ば
し
ば
資
料
を
引
用
し
、
ま
た
し
ば
し
ば
引
用
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
合
体
さ
せ
た
――
確
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か
に
、
彼
の
基
本
的
な
提
出
物
に
お
い
て
、
彼
の
著
書
に
お
い
て
、
ま
た
彼
の
『
わ
た
し
に
は
夢
が
あ
る
』
に
お
い
て
、
ま
た
彼
が
行
っ
た

す
べ
て
の
講
演
に
お
い
て
、
彼
は
多
く
の
深
淵
な
考
え
を
合
体
さ
せ
、
そ
し
て
彼
自
身
の
人
格
の
る
つ
ぼ
を
と
お
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を

一
つ
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
彼
の
独
創
性
を
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
、
敢
え
て
一
つ
の
特
殊
な
欠
点
だ
け
を
取
り
上
げ
る
つ

も
り
は
な
い
。
そ
れ
は
認
め
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
他
の
す
べ
て
の
彼
の
貢
献
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
見
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

人
を
全
体
と
し
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
）
71
（

」。

お
そ
ら
く
、
こ
の
シ
リ
ン
グ
の
再
評
価
あ
る
い
は
再
確
認
に
対
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
こ

の
見
解
に
基
本
的
に
賛
同
を
覚
え
る
。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
を
読
ん
で
み
て
、
一
方
で
は
編
集
者
の
注
と
し
て
事
細
か
く
示
さ

れ
た
剽
窃
の
多
さ
に
唖
然
と
す
る
と
同
時
に
、
し
か
し
、
内
容
的
に
は
明
確
な
問
題
意
識
の
下
に
、
対
象
を
正
確
に
把
握
し
、
問
題
点
を
見

極
め
、
健
全
な
評
価
と
批
判
を
行
い
、
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
判
断
と
説
得
力
あ
る
論
評
を
し
て
い
る
の
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
博
士
論
文
だ
け
で
は
な
く
、
キ
ン
グ
の
他
の
書
物
や
説
教
や
講
演
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
色
で
は
な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
、
そ

こ
に
は
い
わ
ゆ
る
独
創
性
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
多
く
は
借
り
物
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
借
り
物
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
よ
さ
を
正
し
く
判
断
し
、
組
み
立
て
直
し
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
自
分
の
考
え
に
し
て
い
る
点
は
、
評
価
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
も
、
す
べ
て
借
り
物
と
は
言
え
な
い
キ
ン
グ
独
自
の
視
点
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
博
士
論
文
に
関
し
て
言
え
ば
、
シ
リ
ン
グ
も

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
を
比
較
す
る
こ
と
自
体
、
そ
れ
ま
で
誰
も
試
み
た
こ
と
の
な

か
っ
た
初
め
て
の
挑
戦
で
あ
っ
た
）
72
（

。
し
か
も
、
そ
れ
は
後
で
見
る
よ
う
に
十
分
な
成
功
へ
の
勝
算
が
あ
っ
て
決
め
ら
れ
た
主
題
で
あ
り
、
そ

の
点
で
も
す
ぐ
れ
た
見
通
し
と
判
断
力
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
加
え
て
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も

ウ
ィ
ー
マ
ン
も
な
か
な
か
難
解
な
神
学
者
で
あ
り
、
ま
た
評
価
も
分
か
れ
る
神
学
者
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
剽
窃
と
い
う
手
段
を
用
い
て
で
は

あ
る
が
（
し
か
し
、
両
者
の
批
判
と
評
価
に
関
し
て
は
、
シ
リ
ン
グ
も
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
比
較
的
少
な
い
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
像
を

客
観
的
に
描
き
出
し
、
そ
れ
に
適
切
な
評
価
を
与
え
て
い
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
あ
る
力
量
な
し
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
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て
ま
た
、
逆
に
、
そ
う
し
た
キ
ン
グ
の
示
し
た
能
力
が
、
指
導
教
授
た
ち
に
剽
窃
の
事
実
を
見
え
な
く
さ
せ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
）
73
（

。
し
た
が
っ
て
、
剽
窃
と
い
う
事
実
を
示
さ
れ
て
も
、
シ
リ
ン
グ
が
な
お
そ
れ
で
も
最
初
の
判
断
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
た

の
は
、
た
だ
の
自
己
弁
明
の
言
葉
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
、
剽
窃
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
上
で
、
な
お
、
そ
れ
は
内
容
的
に
博
士

論
文
に
値
す
る
と
確
信
を
持
っ
て
答
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
判
断
し
、
ま
た
そ
の
立
場
に
立
ち
た
い
と
思
う
。

し
か
し
、
博
士
論
文
全
体
に
わ
た
っ
て
剽
窃
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
幸
い
、
そ
の
す
べ
て

が
調
べ
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
お
け
る
本
論
文
の
論
述
に
お
い
て
は
、
剽
窃
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
煩
雑
に
な
ら
な
い
限
り
、
で
き
る
だ
け
明
示
す
る
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
剽
窃
さ
れ
て
い
る
文
章
は
「〈
…
…
〉」、
ま
た
剽

窃
さ
れ
て
い
る
文
章
を
筆
者
が
ま
と
め
て
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
〈
…
…
「
…
…
」
…
…
〉
と
表
記
す
る
。
ま
た
正
し
く
引
用
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
は
「『
…
…
』」
と
表
記
す
る
。

第
3
章　

博
士
論
文
に
見
る
キ
ン
グ
の
神
観
念

第
1
節　
博
士
論
文
の
概
要

キ
ン
グ
は
、「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
・
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
思
想
に
お
け
る
神
概
念
の
比
較
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

博
士
論
文
を
書
い
た
わ
け
で
あ
る
が
）
74
（

、
そ
の
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
動
機
の
一
つ
は
、
一
九
三
五
年
に
バ
ー
モ
ン
ト
州
で
も
た
れ
た
一
〇

日
間
に
わ
た
る
宗
教
セ
ミ
ナ
ー
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
「
徹
底
的
に
異
な
る
立
場
」
で
議
論
し
合
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の

内
容
は
、
す
で
に
触
れ
た
ホ
ル
ト
ン
の
論
文
「
現
代
神
学
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
役
割
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
キ
ン
グ
は
そ
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こ
か
ら
引
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
分
よ
り
も
一
元
論

的
で
あ
り
、
現
実
主
義
的
で
は
な
く
、
ま
た
人
間
の
レ
ベ
ル
で
は
多
元
論
的
で
あ
り
、
超
越
的
レ
ベ
ル
で
は
一
元
論
的
で
あ
る
と
論
じ
る
一

方
で
、
自
分
自
身
に
関
し
て
は
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
悪
に
対
し
て
決
し
て
責
任
を
負
う
必
要
の
な
い
究
極
的
多
元
論
」
を
維
持
し
よ
う

と
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
立
場
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
を
完
全
に

断
ち
切
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
善
と
悪
の
二
元
性
に
立
つ
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
〉。〈
さ
ら
に

こ
の
相
違
は
、
数
年
後
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
出
版
し
た
自
著
『
宗
教
の
成
長
』（T

he G
row

th of R
eligion, 1938

）
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

を
、
バ
ル
ト
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
、
ニ
ー
バ
ー
と
共
に
「
新
超
自
然
主
義
者
」
と
分
類
し
た
と
き
に
、
再
度
現
れ
た
〉（345

）。〈
こ
の
分
類
に
対

し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
、
自
分
の
中
心
的
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
無
制
約
的
な
も
の
」
に
関
し
て
も
、
そ
れ
は
「
そ
れ

に
よ
っ
て
制
約
的
な
も
の
が
肯
定
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
制
約
的
な
も
の
の
質
、
世
界
と
自
然
的
な
も
の
の
質
で
あ

る
」
と
論
じ
た
の
で
あ
る
〉（346

）。

し
か
し
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
両
者
と
も
相
互
の
立
場
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
こ
で
は
両
者
の
「
真

の
」
相
違
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
真
の
相
違
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が
、
こ
の
博
士
論
文
が
生
ま
れ

た
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
75
（

。
そ
れ
に
加
え
、「
神
概
念
」
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
れ
が
宗
教
の
「
中
心
」
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
神
概
念
を
解
釈
し
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
「
絶
え
ず
現
在
的
な
必
要
性
」
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
を
選
ん
だ
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
彼
ら
が
「
源
泉
的
人
物
」（fountainhead personalities

）
で
あ
り
、
ま
た

「
こ
こ
数
年
、
神
学
と
哲
学
の
思
想
領
域
で
ま
す
ま
す
影
響
力
を
持
っ
て
き
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
付
言
し
て
い
る
（346

）。

以
上
の
理
由
で
、
キ
ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
の
比
較
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
は
、「
解
説
」、「
比
較
」、

「
批
判
」
の
三
段
階
か
ら
な
る
。
ま
ず
キ
ン
グ
は
、
両
者
の
思
想
を
別
々
に
扱
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
概
念
の
「
包
括
的
、
共
感
的
解
説
」
を

試
み
、
そ
の
後
両
者
の
思
想
の
「
収
斂
点
と
分
岐
点
」
を
見
極
め
な
が
ら
比
較
し
、
そ
し
て
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
神
概
念
に
対
し
て
批
判
を
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加
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
批
判
的
評
価
の
基
準
は
、
二
つ
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、「
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
の

宗
教
的
諸
価
値
を
十
分
に
表
現
し
て
い
る
か
」、
も
う
一
つ
は
、「
一
貫
性
と
理
論
的
整
然
性
と
い
う
哲
学
的
要
求
に
十
分
合
致
し
て
い
る

か
」
で
あ
る
（346

）。

こ
の
三
段
階
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
、「
第
一
章
、
序
」、「
第
二
章
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
方
法
論
」
に
続
い
て
、「
第
三

章
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
」、「
第
四
章
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
」、「
第
五
章
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
お
け
る
神
概
念

の
比
較
と
評
価
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
第
六
章
、
結
論
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、

そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
こ
で
両
者
の
方
法
論
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
の
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
簡
単
に
触

れ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
神
学
の
内
容
は
そ
の
方
法
論
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、
内
容
の
理
解
に
は
方
法
論
の
理
解
が
不
可
欠
だ
か

ら
で
あ
る
。

第
2
節　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
方
法
論

ま
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
方
法
論
で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
が
体
系
的
で
あ
る
と
同
時
に
弁
証
論
的
で
あ
る
こ
と
に
触

れ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
ら
が
「
相
関
の
方
法
」（m

ethod of correlation

）
と
呼
ぶ
方
法
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
彼
の
目
的

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
現
代
人
が
彼
の
実
存
に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
問
題
、
つ
ま
り
彼
の
救
済

と
運
命
に
、
実
際
に
正
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
」。
そ
し
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
実
現
す
る
の
が
「
相
関
の
方
法
」
で

あ
り
、
そ
れ
は
「〈
哲
学
が
そ
こ
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
究
極
的
問
い
と
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
答

え
と
の
相
互
依
存
〉」
か
ら
な
る
。
キ
ン
グ
は
こ
の
方
法
を
、「
自
然
主
義
的
方
法
と
超
自
然
主
義
的
方
法
と
の
対
立
を
克
服
す
る
」
方
法
と

見
な
し
て
い
る
が
（351

）、
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
従
来
の
方
法
に
対
す
る
批
判
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
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れ
ば
、「〈
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
内
容
を
人
間
の
精
神
的
実
存
に
関
係
付
け
る
〉」
上
で
三
つ
の
不
適
切
な
方
法
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
超
自

然
主
義
的
方
法
」、「
自
然
主
義
的
あ
る
い
は
人
間
主
義
的
方
法
」、「
二
元
論
的
方
法
」
の
三
つ
で
あ
る
（352

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
超
自

然
主
義
的
方
法
」
と
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
『
異
質
な
世
界
か
ら
異
質
な
塊
の
よ
う
に
人
間
状
況
に
落
ち
て
き
た
、
啓
示
さ

れ
た
諸
真
理
の
総
体
』
と
見
な
す
」。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
人
間
の
実
存
的
状
況
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
、「
人
間
が
決
し
て

尋
ね
な
か
っ
た
問
い
に
対
す
る
答
え
を
受
け
取
る
と
い
う
不
可
能
な
立
場
に
人
間
を
立
た
せ
る
」
こ
と
に
な
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
方

法
論
に
立
つ
代
表
的
神
学
者
と
し
て
バ
ル
ト
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
（352

）。
次
に
第
二
の
「
自
然
主
義
的
あ
る
い
は
人
間
主
義
的
方
法
」

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
一
の
方
法
の
逆
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
軽
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
答
え
は
人
間
の
実
存
そ
の
も
の
か

ら
発
展
さ
せ
ら
れ
得
る
」
と
考
え
る
。
そ
の
代
表
格
は
、
一
九
世
紀
の
自
由
主
義
神
学
で
あ
る
（354

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
番
目
の
「
二

元
論
的
方
法
」
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
こ
で
言
う
二
元
論
と
は
、「
自
然
的
下
部
構
造
に
超
自
然
的
構
造
を
打
ち
立
て
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
神
学
を
「
自
然
的
神
学
」
と
「
超
自
然
的
神
学
」
に
分
け
る
こ
と
に
な
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
方
法
は
、
相
関
の
方
法

と
同
じ
く
、「
人
間
の
精
神
と
神
の
精
神
と
の
間
の
無
限
の
隔
た
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
は
積
極
的
な
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
点
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
よ
し
と
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
の
関
係
を
、「
い
わ
ゆ
る
『
自
然
神
学
』
を
と

お
し
て
人
間
が
到
達
で
き
る
神
学
的
真
理
の
塊
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
表
現
す
る
た
め
、「
問
い
の
形
式
か
ら
答
え
を
引
き
出
す
」

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
「
自
然
主
義
的
方
法
」
と
同
じ
く
、「
答
え
は
常
に
実
存
を
超
え
た
も
の
か
ら
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ

と
を
見
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（355

）。

以
上
の
三
つ
の
不
適
切
な
方
法
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
相
関
の
方
法
」
を
打
ち
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
積
極
的
意
味
を
キ

ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
従
っ
て
三
つ
の
点
で
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
資
料
の
相
関
」、「
諸
概
念
の
論
理
的
相
互
依
存
」、「
諸

事
物
あ
る
い
は
諸
出
来
事
の
現
実
的
相
互
依
存
」
で
あ
る
。
ま
ず
「
資
料
の
相
関
」
あ
る
い
は
「
資
料
の
呼
応
（correspondence

）」
で

あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
こ
れ
を
ブ
ー
ザ
ー
に
依
拠
し
て
、「〈
宗
教
的
諸
象
徴
と
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
呼
応
〉」
を
意
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味
し
て
い
る
と
捉
え
直
し
（356

）、
ま
た
「〈
こ
の
呼
応
は
、
神
の
ロ
ゴ
ス
性
質
と
人
間
の
ロ
ゴ
ス
性
質
に
お
い
て
現
実
と
な
る
。
こ
の
共

通
の
ロ
ゴ
ス
性
質
の
ゆ
え
に
、
神
と
人
間
と
の
間
に
は
理
解
可
能
な
接
触
が
あ
る
〉」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
と
人
間
に
は
そ
れ

ぞ
れ
ロ
ゴ
ス
構
造
が
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
神
理
解
の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
直
接
的
知
識
で
は
な
く
象
徴
が
語
ら
れ
る
の
は
、
神
は
ロ
ゴ
ス
性
質
を
持
つ
と
同
時
に
、
ま
た
理
性
の
「
深
淵
」（abyss

）
で
も
あ
る
た

め
、
神
に
つ
い
て
は
象
徴
的
に
し
か
語
り
得
な
い
と
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
論
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
象
徴
が
「
資

料
の
相
関
」
の
具
体
的
内
容
と
な
る
（357

）。

次
に
相
関
の
第
二
の
意
味
「
諸
概
念
の
論
理
的
相
互
依
存
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
キ
ン
グ
は
ブ
ー
ザ
ー
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
が
相
関
の

三
つ
の
意
味
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
そ
の
意
味
を
「〈
特
定
の
存
在
は
、
存
在
そ
れ
自
体
と
の
相
関
に
あ
る
〉」
こ
と
と
し
て

語
る
。
す
な
わ
ち
、〈
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
存
在
論
的
概
念
で
、「
個
別
化
と
参
与
」、「
力
動
性
と
形
式
」、「
自
由
と
運
命
」
と
の
三
つ
の

対
概
念
で
語
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
両
極
性
に
お
い
て
、
一
方
の
極
が
な
け
れ
ば
他
の
極
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
相
互
的

関
係
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
、「
存
在
と
非
存
在
」、「
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の
」、
さ
ら
に
「
実

存
的
存
在
と
本
質
的
存
在
」
と
の
両
極
性
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
両
極
を
保
持
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
解
は
、「
超
自
然
主

義
」、「
人
間
主
義
」、「
二
元
論
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
弱
点
を
克
服
す
る
の
で
あ
る
〉（359

）。
そ
し
て
、
こ
の
「
す
べ
て
の
実
存
的
現
実
の
両

極
的
構
造
」
が
相
関
の
第
二
の
意
味
な
の
で
あ
る
（360

）。

相
関
の
第
三
の
意
味
は
「
諸
事
物
あ
る
い
は
諸
出
来
事
の
現
実
的
相
互
依
存
」
で
あ
る
が
、
ブ
ー
ザ
ー
に
依
拠
し
た
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、

〈
そ
れ
は
「
神
と
人
間
と
の
相
互
関
係
」
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
神
は
部
分
的
に
人
間
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
〉。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
バ
ル
ト
の
よ
う
な
啓
示
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
神
学
者
か
ら
見
れ
ば
受
け
入
れ
が
た
い

こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「『
神
は
そ
の
深
淵
的
性
質
に
お
い
て
は
決
し
て
人
間
に
依
存
し
な
い
と
は
い
え
、
人
間
に
対
す

る
そ
の
自
己
顕
示
に
お
い
て
は
、
人
間
が
そ
の
顕
示
を
受
容
す
る
仕
方
に
依
存
す
る
』」
と
語
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神
の
自
己
顕
示
は
歴
史
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――
諸
事
物
あ
る
い
は
諸
出
来
事
――
に
お
い
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
己
顕
示
に
お
い
て
神
と
人
間
は
相
互
依
存
的

で
あ
り
、
こ
れ
が
相
関
の
第
三
の
意
味
な
の
で
あ
る
（360

）。

以
上
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
語
る
相
関
の
積
極
的
意
味
で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
葉
を
引
用
し

な
が
ら
そ
の
方
法
の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「『
相
関
の
方
法
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
内
容
を
、
互
い
に
相
互
依
存
に

あ
る
実
存
的
問
い
と
神
学
的
答
え
を
と
お
し
て
説
明
す
る
』」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「〈
組
織
神
学
は
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
お

い
て
、
初
め
て
実
存
的
問
い
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
の
人
間
状
況
の
分
析
を
行
い
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で

用
い
ら
れ
て
い
る
象
徴
が
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
こ
と
を
例
証
す
る
〉」
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
人
間
状
況
の
分
析
は
実

存
主
義
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
、
そ
れ
は
基
本
的
に
人
間
の
「
有
限
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（361

）。
そ
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ

ば
、
そ
の
分
析
は
哲
学
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
実
存
的
な
問
い
に
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
が
答
え
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は
神
学
の
課
題
と
な
る
（362

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
は
哲
学
と
神
学
と
の
相
互
依
存
に
基
づ
く
方
法
で
も
あ
る
の
で
あ
る
（365

）。

さ
て
、
次
に
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
方
法
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
「
科
学
的
方
法
」
で
あ
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン

は
、「『
科
学
は
知
る
こ
と
の
厳
密
な
過
程
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
ゆ
え
に
』、
す
べ
て
の
知
識
は
究
極
的
に
は
科
学
に
依
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
か
な
い
「
知
る
方
法
」
を
拒
否
す
る
。
そ
れ
は
一
般
に
伝
統
的
宗

教
が
主
張
す
る
「
啓
示
」、「
信
仰
」、「
権
威
」
の
三
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
つ
の
方
法
は
何
か
特
別
の

こ
と
を
知
る
方
法
で
は
な
く
、「
啓
示
」
は
後
に
扱
う
「
創
造
的
力
」
が
世
界
を
価
値
の
豊
か
さ
へ
と
変
容
す
る
た
め
に
解
き
放
た
れ
る
こ

と
で
あ
り
（370

）、
ま
た
「
信
仰
」
は
「『
人
間
の
善
の
源
泉
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
仕
方
で
生
き
る
こ
と
を
決
断
す
る
行
為
』」
で
あ
り
、

さ
ら
に
「
権
威
」
は
、
知
識
の
獲
得
に
お
い
て
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
新
し
い
知
識
を
獲
得
す
る
上
で
の
補
助
的
な
「
省
力

化
装
置
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（372

）。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
伝
統
的
な
方
法
を
拒
否
し
、
科
学
的
方
法
を
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
改
め
て
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
主
張
に
注
目
す
る
と
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
三
つ
の
段
階
か
ら
な
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ

は
、「
知
覚
的
観
察
」（sensory observation

）、「
実
験
﹇
経
験
﹈
的
態
度
」（experim

ental behavior

）、「
合
理
的
推
論
」（rational 

inference
）
で
あ
る
（372

）。
し
か
し
、
こ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
「
観
察
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、「
す
べ
て

の
知
識
は
、
形
而
上
学
的
知
識
で
す
ら
、
知
覚
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
」、
し
か
も
「
神
で
す
ら
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
」
と
確
信
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
知
識
と
直
接
的
経
験
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
特
に
神

の
科
学
的
知
識
を
得
る
場
合
は
、
以
下
の
配
慮
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「『（
1
）明
ら
か
に
宗
教
的
と
呼
ば
れ
得
る
経
験
の

類
型
を
明
確
化
す
る
こ
と
、（
2
）こ
の
経
験
に
お
い
て
経
験
さ
れ
て
い
る
対
象
を
示
す
デ
ー
タ
を
分
析
あ
る
い
は
解
明
す
る
こ
と
、（
3
）

こ
の
対
象
の
性
質
に
関
し
て
推
論
す
る
こ
と
』」
の
三
点
で
あ
る
（376

）。
ま
た
神
概
念
の
考
察
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
以
下
の
三
点
が
吟

味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「『（
1
）そ
の
概
念
は
、
人
間
の
生
が
そ
れ
へ
と
依
存
し
、
ま
た
人
間
が
最
大
の
善
の

可
能
性
を
得
る
た
め
に
そ
れ
へ
と
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
存
在
の
中
の
あ
る
も
の
を
示
し
て
い
る
か
。（
2
）

そ
れ
は
悪
の
問
題
を
適
切
に
扱
っ
て
い
る
か
。（
3
）そ
れ
は
宗
教
的
経
験
に
と
っ
て
真
実
で
あ
る
か
』」（376

）。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
点

が
十
分
配
慮
さ
れ
る
と
き
、
人
は
神
に
つ
い
て
科
学
的
に
知
り
得
る
と
す
る
の
が
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
科
学
的
方
法
論
な
の
で
あ
る
。

第
3
節　
博
士
論
文
に
見
る
キ
ン
グ
の
神
観
念

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
方
法
論
を
論
じ
た
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
概
念
を
考
察
し
、
そ
の
後

両
者
の
比
較
と
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
順
序
的
に
言
え
ば
、
本
論
文
も
そ
の
順
序
に
従
っ
て
キ
ン
グ
の
論
ず
る
と
こ
ろ
を
検

討
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
論
文
の
目
的
は
、
博
士
論
文
全
体
の
紹
介
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
に
見
ら
れ
る

キ
ン
グ
の
神
観
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
に
と
っ
て
一
番
重
要
と
な
る
の
は
、
比
較
と
評
価
の
と
こ
ろ
で
あ
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
、
比
較
と
評
価
の
基
準
と
し
て
、
キ
ン
グ
自
身
の
視
点
が
明
瞭
に
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
加
え

て
、
そ
の
論
述
の
展
開
に
お
い
て
す
で
に
論
じ
ら
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
の
主
要
な
点
が
繰
り
返
し
出
て
く
る
た
め
、

重
複
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
た
め
に
も
、
比
較
と
評
価
の
と
こ
ろ
を
中
心
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
の
論
述
箇
所
に
立
ち
返
り
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
全
体
的
に
見
た
場
合
、
キ
ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
多
く
の
相
違
点
を
認
め
な
が
ら
も
、
ま
た
同
時
に
多
く
の
共
通

点
を
認
め
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
共
通
点
と
は
、
基
本
的
に
は
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
「
非
人
格
主
義
」
と
い
う

概
念
で
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
キ
ン
グ
自
身
の
取
る
立
場
は
「
人
格
主
義
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
を
そ
の
人
格
主
義
の
立
場
か
ら
批
判
し
、
両
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
人
格

主
義
と
し
て
総
括
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
非
常
に
明
確
な
対
立
の
図
式
を
構
成
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
当
時
の
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
二
人
の
指
導
的
神
学
者
に
対
す
る
根
本
的
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
批
判
は
、
具
体
的
に
一
〇
項
目
に
及

ん
で
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
そ
の
各
々
を
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
キ
ン
グ
の
人
格
主
義
的
神
観
念
に
迫
り
た
い
と
思
う
。

（
1
）
神
の
存
在

最
初
に
キ
ン
グ
が
指
摘
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
共
通
点
は
、
両
者
と
も
「
神
は
否
定
で
き
な
い
現
実
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、「
両
者
と
も
、
神
の
存
在
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
議
論
を
無
益
で
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
退

け
る
ほ
ど
、
神
の
現
実
を
確
信
し
て
い
る
」。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「『
神
の
存
在
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
神
の
存
在
の
議
論
で
も

な
け
れ
ば
証
明
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
の
有
限
性
に
含
ま
れ
て
い
る
神
の
問
い
の
諸
表
現
な
の
で
あ
る
』」
と
語
っ
て
い
る
。
同
様
に
、

ウ
ィ
ー
マ
ン
も
「『
そ
の
よ
う
な
行
為
は
ば
か
げ
て
い
る
』」
と
考
え
る
（503

―504
）。

し
か
し
、
そ
の
理
由
に
お
い
て
は
、
両
者
は
異
な
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、「
神
の
存
在
は
、
物
理
的
世
界
に
お
け
る
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如
何
な
る
現
実
と
同
様
に
確
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
神
は
、
感
覚
を
と
お
し
て
感
知
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
存

在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
如
何
な
る
試
み
も
、
世
界
や
わ
れ
わ
れ
人
間
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
同
様
、
無
益
な
の
で
あ
る
」（504

）。

そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「
神
は
存
在
の
概
念
を
超
え
て
い
る
と
い
う
議
論
の
ゆ
え
に
、
伝
統
的
議
論
を
根
拠
の
な
い
も
の
と
見

て
い
る
」。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「『
神
は
存
在
す
る
』」
と
語
る
こ
と
は
、
神
に
対
す
る
冒
涜
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ

れ
ば
、「『
神
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
と
同
じ
く
、
無
神
論
的
で
あ
る
』」
か
ら
な
の
で
あ
る
（504

）。

さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
こ
の
両
者
の
相
違
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
背
景
か
ら
次
の
よ
う
に
特
徴
的
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ー

マ
ン
は
自
然
主
義
の
立
場
か
ら
、「
神
は
存
在
す
る
」
と
語
る
こ
と
の
必
要
性
を
見
出
す
。
そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
の
存
在

論
の
立
場
か
ら
、「
神
は
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
」
と
語
る
た
め
、
む
し
ろ
「
神
は
存
在
し
な
い
」
と
語
る
必
要
性
を
見
出
す
。
と
い
う

の
も
、「
神
は
存
在
す
る
」
と
語
る
こ
と
は
、
神
を
「
一
存
在
」
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
神
の
対
象
化
、
つ
ま
り
「
物
象
化
」

（thingification

）
と
な
り
、
そ
れ
は
神
に
対
す
る
冒
涜
と
な
る
か
ら
な
の
で
あ
る
（504

）。
し
か
し
、
そ
の
動
機
は
異
な
る
と
し
て
も
、

両
者
は
神
の
現
実
性
を
議
論
の
余
地
の
な
い
も
の
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
キ
ン
グ
は
、
以
上
と
の
関
連
で
、
も
う
一
つ
両
者
の
共
通
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
両
者
が
、「
神
の
現
実
を
、
神
の

定
義
に
よ
っ
て
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
い
わ
ゆ
る
神
の
存
在
証
明
の

問
題
は
す
で
に
「
死
ん
だ
問
題
」
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
神
の
「
最

小
限
」
の
定
義
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
提
示
し
た
。「『
神
は
、
人
間
の
生
が
、
そ
の
安
全
、
福
祉
、
そ
し
て
増
大
す
る
豊
か
さ
の
た
め

に
、
最
も
依
存
す
る
と
こ
ろ
の
何
も
の
か
で
あ
る
…
…
最
も
重
要
な
諸
条
件
を
構
成
す
る
最
高
価
値
（suprem

e value

）
の
何
も
の
か
で

あ
る
』」。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
も
し
神
が
「
最
高
価
値
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
価
値
の
最
大
の
達
成
を
基
礎
付
け
、
ま

た
可
能
と
す
る
過
程
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
神
の
存
在
の
事
実
は
「『
不
可
避
的
で
』」
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の

結
果
、「『
存
在
し
、
ま
た
存
在
し
得
る
最
高
の
も
の
は
、
自
己
証
明
的
定
理
で
あ
る
』」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
定
義
か
ら
し
て
神
の
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存
在
は
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
証
明
は
不
要
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
愚
か

な
こ
と
で
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
（505

）。

同
様
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
を
「
存
在
そ
れ
自
体
」（being-itself

）
あ
る
い
は
「
存
在
の
力
」（pow

er of being

）
と
し
て
定
義
す
る

が
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
何
の
証
明
も
必
要
と
し
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
定
義
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
存
在
そ
れ
自
体
」
あ
る
い
は
「
存
在
の
力
」
と
定
義
さ
れ
る
神
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
究
極
的
な
前
提
で
あ
り
、
す
べ
て
が
そ
こ
に

依
拠
し
て
い
る
根
源
で
あ
る
た
め
、
人
間
は
そ
の
神
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
定
義
に
お
い

て
、「
神
の
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
を
事
実
上
不
可
能
に
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、「
神
を
否
定
す
る
こ
と
で
す
ら
、
神
を
肯

定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
神
は
そ
れ
に
よ
っ
て
否
定
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
力
で
あ
る
」
か
ら
で

あ
る
（506

）。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
う
も
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
を
知
っ
た
も
の
は
、「『
自
分
自
身
の

こ
と
を
、
無
神
論
者
と
か
不
信
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
』」。
と
い
う
の
も
、
誰
一
人
、「『
生
の
中
に
は
如
何
な
る
深
淵
も
な
い
。
生
そ

れ
自
体
は
浅
薄
で
あ
る
』」
と
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
た
だ
無
神
論
者
と
な
り
得
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
「『
完
全
な
真

剣
さ
を
持
っ
て
』」
語
り
得
る
と
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
な
の
で
あ
る
（505

）。

し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
無
神
論
者
で
す
ら
否
定
で
き
な
い
仕
方
で
神
を
定
義
す
る
こ
と
に

お
い
て
、
神
の
現
実
性
を
明
示
し
、
ま
た
そ
の
論
議
の
不
必
要
性
を
訴
え
た
点
に
お
い
て
、
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題

は
、
果
た
し
て
そ
の
こ
と
が
成
功
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
キ
ン
グ
は
否
定
的
で
あ
る
。
キ
ン
グ

は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
対
す
る
D
・
C
・
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
（D

. C
. M

acintosh

）
の
批
判
に
言
及
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。「
こ
の
点
で
の
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
一
般
的
な
手
続
き
を
批
判
し
て
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
は
、
す
べ
て
の
人
が
満
足
す
る
よ
う
な
神
の
存

在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
安
易
な
方
法
は
、
す
べ
て
の
人
が
、
明
白
な
無
神
論
者
で
さ
え
、
神
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
ま

で
、
用
語
の
定
義
を
低
め
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
は
、
神
が
意
味
す
る
こ
と
か
ら
極
端
な
引
き
算
を
し
て
、
神
は
存
在
す
る
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と
い
う
保
証
を
得
る
こ
の
手
続
き
に
、
疑
問
を
持
つ
」（506

）。
す
な
わ
ち
、
誰
で
も
が
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
神
の
定
義
は
、
極
端

な
引
き
算
を
さ
れ
た
、
低
め
ら
れ
た
定
義
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
神
の
定
義
に
値
し
な
い
と
い
う
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
見
解
に
キ
ン
グ
も
賛

同
し
、
そ
れ
を
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
み
な
ら
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
対
す
る
批
判
点
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
結
論
付

け
る
。「
こ
の
批
判
は
、
基
本
的
に
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
手
続
き
と
同
様
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
そ
れ
に
も
当
て
は
ま

る
。
ウ
ィ
ー
マ
ン
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
両
者
と
も
、
神
の
存
在
の
問
題
を
死
ん
だ
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
、
神
観
念
を
定
式
化
し
よ
う
と
す
る

試
み
に
お
い
て
、
神
観
念
に
お
い
て
、
宗
教
的
観
点
か
ら
最
も
本
質
的
で
あ
る
多
く
の
も
の
を
諦
め
た
」（506

）。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
キ
ン
グ
が
語
る
「
本
質
的
な
も
の
」
と
は
、
何
よ
り
も
、
次
項
で
直
接
扱
う
こ
と
に
な
る
人
格
神
の
概
念
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
人
格
の
属
性
で
あ
る
、
言
葉
の
十
全
の
意
味
で
の
神
の
合
理
性
、
善
性
、
愛
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
観
点
か
ら
両
者
の
神

概
念
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
お
い
て
は
、『
神
』
は
、『
存
在
そ
れ
自
体
』
で
は
な
く
、『
一
存
在
』
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
神
は
、
他
の
存
在

と
並
ぶ
一
存
在
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
神
は
『
他
の
諸
存
在
を
超
え
る
』
一
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
存
在
』
は
、
神
の
被
造
物

の
偶
然
的
で
有
限
な
存
在
で
は
な
い
と
は
い
え
、
神
の
属
性
で
あ
る
と
断
言
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
神
は
、
単
な
る
『
人
格
的
な
す
べ
て
の

も
の
の
基
盤
』
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
神
は
彼
自
身
人
格
的
な
の
で
あ
る
」（506

）。
さ
ら
に
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
に
対
し
て
も
、「
キ

リ
ス
ト
教
の
神
は
、
単
に
自
然
の
中
の
非
人
格
的
な
過
程
で
は
な
い
。
神
は
、
過
程
に
意
味
と
方
向
を
永
遠
に
与
え
る
、
自
然
を
超
え
た

人
格
的
存
在
で
あ
る
」（507

）。
こ
の
人
格
に
つ
い
て
の
議
論
は
次
項
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
神
の
存
在
に
関
す
る
厄
介
な
問
題
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
多
く
の
本
質
的
な
も
の
を
犠
牲
に
し
た
と

批
判
す
る
の
で
あ
る
。
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（
2
）
神
の
人
格

第
二
に
キ
ン
グ
が
指
摘
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
共
通
点
は
、
両
者
と
も
神
に
対
し
て
人
格
（personality

）
概
念
を
用
い
る

こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
神
（personal G

od

）
の
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で

も
両
者
の
理
由
は
異
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
ウ
ィ
ー
マ
ン
で
あ
る
が
、
彼
は
自
然
主
義
的
、
経
験
主
義
的
立
場
か
ら
否
定
す
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
、

「
世
界
に
お
け
る
基
本
的
物
事
は
、
出
来
事
、
事
件
、
過
程
で
あ
る
」。
そ
の
こ
と
は
、
神
も
こ
の
自
然
秩
序
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
結
果
、
神
は
「
自
然
の
中
に
あ
る
『
創
造
的
出
来
事
』（creative event

）」
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
ま
た
、「『
統
合
的
過
程
』、『
相
互
作
用
』、『
態
度
（
動
作
）
の
様
式
』」
な
ど
と
も
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
よ

れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
神
に
は
、
性
格
上
人
格
的
で
あ
る
と
い
う
経
験
的
証
明
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
経
験
的
観
察

が
示
す
こ
と
は
、「
人
格
は
被
造
物
に
限
定
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
（508

）。

そ
れ
に
対
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
人
格
神
の
概
念
を
拒
否
す
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
存
在
論
的
分
析
か
ら
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ

に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「
人
格
は
諸
存
在
の
一
特
性
で
は
あ
る
が
、
存
在
そ
れ
自
体
の
特
性
で
は
な
い
」
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
、
全
面
的
に
人
格
概
念
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「
神
は
人
格
的
な
す
べ
て
の
も

の
の
基
盤
で
あ
る
」
と
い
う
象
徴
的
な
意
味
で
は
、
人
格
概
念
を
用
い
得
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
通
り
の
意
味
で
は
神
に
適
用
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
存
在
そ
れ
自
体
と
し
て
の
神
は
、「
有
限
性
の
範
疇
を
超
え
て
お
り
、
ま
た

主
観
と
客
観
の
分
裂
に
優
先
す
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「〈
神
を
一
人
格
と
語
る
こ
と
は
、
神
を
他
の
諸
対
象
と
並
ぶ
一
対

象
、
諸
存
在
の
中
の
一
存
在
、
も
し
か
す
る
と
最
高
の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
一
存
在
に
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
〉」
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
神
に
対
す
る
冒
涜
な
の
で
あ
る
（508

）。
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し
か
し
、
こ
こ
で
同
時
に
キ
ン
グ
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
と
も
神
を
「
非
人
格
的
」
に
は
考
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
積
極
的
に
は
人
格
と
し
て
語
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
要
素
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ

ン
は
、「〈
神
は
『
人
格
的
』
仕
方
で
人
格
的
適
合
に
応
答
す
る
〉」
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、「〈
神
の
性
格
は
、
人
格
の
存
在
に
責
任
を
持

て
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉」
と
主
張
す
る
。
同
様
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
、「〈
神
は
人
格
的
な
す
べ
て
の
も
の
の
基
盤
で
あ

り
、
ま
た
神
は
、
神
自
身
の
中
に
、
人
格
の
存
在
論
的
力
を
伴
っ
て
い
る
〉」
と
主
張
す
る
（508

）。
し
た
が
っ
て
、
両
者
に
お
い
て
、
神

は
非
人
格
的
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
両
者
と
も
神
に
言
及
す
る
と
き
、
人
称
代
名
詞
を
、
そ
の
不
十
分
さ
を
意

識
し
な
が
ら
も
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
、
そ
の
主
張
か
ら
言
え
ば
、
神
は
人
格
以
下
（sub-personal

）
で
は

な
く
人
格
以
上
（supra-personal
）
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
（509

）。

ま
た
こ
の
点
に
加
え
、
キ
ン
グ
に
よ
る
と
、
両
者
と
も
人
格
神
の
象
徴
が
礼
拝
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
持
つ
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、「『
個
人
や
人
格
の
神
話
的
象
徴
は
、
礼
拝
の
実
践
と
創
造
的
力
へ
の
人
格
的
献
身
に
と
っ
て
、
す

な
わ
ち
、
創
造
的
な
相
互
作
用
の
正
に
そ
の
性
質
か
ら
生
じ
る
こ
の
必
要
性
に
と
っ
て
、
不
可
欠
か
も
し
れ
な
い
』」
と
語
る
。
ま
た
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
、「
哲
学
者
の
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
個
人
の
み
が
個
人
を
い
や
す
こ
と
が
で
き
る
』
と
語
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
以
外
の
如
何
な
る

理
由
に
お
い
て
で
も
な
け
れ
ば
、
人
格
神
の
象
徴
は
、
生
け
る
宗
教
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
さ
ら
に
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「〈
こ
の
種
の
象
徴
主
義
は
、
宗
教
が
未
開
的
―
悪
魔
的
な
前
人
格
主
義
の
レ
ベ
ル
に
後
退
さ
せ
な
い
た
め
に
、
汎
神
論

や
自
然
主
義
の
批
判
に
対
し
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉」
と
論
じ
て
い
る
）
76
（

（509

）。
し
た
が
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ウ
ィ
ー
マ
ン

も
、
限
定
つ
き
で
人
格
神
の
意
義
を
認
め
て
は
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
積
極
的
意
味
で
は
、
あ
る
い
は
文
字
通
り
の
意
味
で
は
、
そ
れ

を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
両
者
に
対
し
て
、
こ
こ
で
キ
ン
グ
は
か
な
り
丁
寧
に
両
者
を
批
判
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
点
が
人
格

主
義
思
想
に
立
つ
キ
ン
グ
の
批
判
の
中
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
こ
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ろ
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
そ
の
点
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
キ
ン
グ
は
、「
神
は
人
格
で
は
な
く
過
程
で
あ
る
と
い
う
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
観
点
は
、
ど
れ
ほ
ど
健
全
で
あ
る
か
」
と
問
い
、
そ
の
批

判
を
試
み
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
一
方
で
は
過
程
と
し
て
神
を
論
じ
る
が
、
そ
の
神
は
同
時
に
「
有
機
的
統
一
」
を
も
た

ら
す
「
統
合
的
活
動
」
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、「
現
実
的
存
在
と
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
可

能
性
と
の
間
に
、
無
時
間
的
形
式
と
流
れ
る
よ
う
な
過
程
と
の
間
に
、
裂
け
目
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。
そ
こ
で
も
し
こ
の
裂
け
目
が

神
の
統
合
的
活
動
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
方
で
活
動
的
、
現
実
的
で
あ
り
な
が
ら
、「
神
は
過
程
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
の
統
合
的
活
動
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
神
は
過
程
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な

る
（509

）。
さ
ら
に
ま
た
、「
神
は
、
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
諸
形
式
の
不
動
の
把
握
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ

と
に
も
な
る
（509

―510

）。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
は
、
出
来
事
と
し
て
、
あ
る
い
は
過
程
と
し
て
神
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う

の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
点
に
加
え
、
キ
ン
グ
は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
さ
ら
に
神
を
諸
出
来
事
の
「
体
系
」
と
し
て
も
語
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
の
体
系
を

生
み
出
す
も
の
は
何
か
と
問
う
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
は
こ
の
説
明
は
な
い
と
言
う
。
と
い
う
の
も
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
自
然
主

義
的
立
場
に
立
つ
た
め
、
具
体
的
対
象
以
外
に
神
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
神
を
諸
出
来

事
あ
る
い
は
「
相
互
作
用
」
の
体
系
と
し
て
語
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
的
問
題
に
は
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
（510

）。
こ
れ
は
、

先
に
指
摘
し
た
点
と
共
に
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
立
つ
自
然
主
義
の
限
界
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
キ
ン
グ
は
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
理
論
の
弱
点

を
見
て
い
る
。

次
に
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
を
批
判
し
て
い
る
。
特
に
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
存
在
そ
れ
自
体
」
と
い
う
神
概
念
を

問
題
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
神
は
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
ゆ
え
に
、
神
は
人
格
の
基
盤
で

あ
り
、
善
の
基
盤
で
も
あ
る
た
め
、
そ
の
限
り
で
神
は
人
格
的
で
あ
り
、
ま
た
善
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
、
同
時
に
、
悪
の

ky46208キン�神d.indd   293 10.4.8   4:40:04 AM



294

問
題
に
対
し
て
も
同
様
に
用
い
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
ゆ
え
に
、
神
は
悪
の
基
盤
で
も
あ
り
、
し

た
が
っ
て
ま
た
そ
の
限
り
で
「
神
は
悪
で
あ
り
、
ま
た
非
人
格
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
悪
は
人
格
の
属
性
で
あ

る
善
に
対
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（510

）。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
論
の
弱
点
を
見
て
い
る
。

さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
以
上
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
が
共
に
「
超
人
格
的
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
問
題
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
こ
の
こ
と
が
、「
神
格
（D
eity

）
が
、
人
間
の
人
格
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
り
も
、
意
識
と
意

志
の
よ
り
高
い
類
型
を
代
表
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
従
来
の
有
神
論
的
人
格
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

き
た
こ
と
と
大
差
は
な
く
、
問
題
は
な
い
と
す
る
（510

）。
し
か
し
、
キ
ン
グ
は
、
も
し
両
者
の
主
張
が
、「
部
分
的
に
知
ら
れ
て
い
る
人

格
は
、
わ
れ
わ
れ
が
未
だ
知
ら
な
い
経
験
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
」、
さ
ら
に
は
「
意
識
と
合
理
性
に
欠
け
て
い
る
あ
る
種
の
全
体
が

あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
キ
ン
グ
は
両
者
は
こ
ち
ら
に
属
す
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
こ

に
は
問
題
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
超
人
格
」
は
、「
無
意
識
の
『
超
人
格
』」
で
あ
り
、
そ
の
た

め
そ
れ
は
「
人
格
よ
り
も
良
い
か
悪
い
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
な
い
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ

は
、
両
者
が
語
る
「『
超
人
格
的
』
と
は
、
何
の
具
体
的
内
容
も
伴
わ
な
い
用
語
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
そ
れ
は
、
せ
い
ぜ
い
、

知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
ラ
ベ
ル
で
あ
っ
て
、
定
義
的
な
仮
説
で
は
な
い
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
（510

）。

そ
れ
に
対
し
て
キ
ン
グ
は
、「
超
人
格
」
を
神
に
帰
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
人
格
」
を
帰
し
た
方
が
よ
い
と
語
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ

の
方
が
よ
り
「
経
験
的
」
で
あ
る
と
も
言
う
。
す
な
わ
ち
、
人
格
を
扱
っ
た
別
の
箇
所
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、「
経
験
の
世
界

に
お
い
て
は
、
人
格
を
生
み
出
し
維
持
す
る
根
本
的
源
泉
は
、
人
格
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、
そ
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、「
宇

宙
的
規
模
で
、
人
格
を
生
み
出
し
維
持
す
る
こ
と
の
現
実
に
直
面
す
る
と
き
」、
そ
の
源
泉
を
「
宇
宙
的
人
格
」（cosm

ic personality

）

に
求
め
る
の
は
自
然
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
確
か
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
神
を
一
存
在
に
低
め
て
し
ま
う

危
険
性
は
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
そ
う
し
た
危
険
性
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
根
ざ
す
人
格
概
念
を
積
極
的
に
選
び
取
る
こ
と
を
主
張
す
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る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
お
い
て
実
践
的
に
知
ら
れ
て
い
な
い
用
語
に
従
事
す
る
よ
り
も
、
人
格
と
い
う
よ
う
な

わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
考
え
に
困
難
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
方
が
、
は
る
か
に
良
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」（510

）。

さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る
危
険
性
に
対
し
て
も
真
っ
向
か
ら
批
判
す
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、「
人
間
の
人
格
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
に
真
実
で
あ
る
が
、
人
格
自
体
は
、
如
何
な
る
必
然
的
限

界
を
も
含
ん
で
い
な
い
」
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、「
人
格
観
念
は
、
絶
対
的
な
る
も
の
の
観
念
と
一
致
す
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
人
格
主
義
者
の
バ
ウ
ン
の
次
の
主
張
を
引
き
合
い
に
出
す
。「『
完
璧
で
完
全
な
人
格
は
、
無
限
で
絶
対
的
な
存
在
（the 

Infinite A
bsolute B

eing
）
の
中
に
の
み
、
人
格
の
十
全
さ
に
必
要
な
完
璧
で
完
全
な
自
己
と
自
己
表
現
を
見
出
し
得
る
と
き
、
そ
の
中
に

の
み
見
出
さ
れ
得
る
』」。
こ
の
理
解
に
立
っ
て
、
キ
ン
グ
は
、
人
格
的
な
神
概
念
は
何
ら
か
の
限
界
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主

張
す
る
（511

）。
そ
し
て
、
人
格
概
念
こ
そ
、
神
に
帰
す
べ
き
ふ
さ
わ
し
い
概
念
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
語
る
「
超
人
格
」
に
対
す
る
批
判
と
同
時
に
、
そ
の
逆
を
も
問
題
と
す
る
。
す

な
わ
ち
、
両
者
と
も
、
神
は
人
格
以
下
の
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
ま
た
そ
う
警
告
し
て
い
る
が
、
両
者
の
神
概
念
に
は
、
自
ら
の
主
張

に
反
し
、
人
格
以
下
の
痕
跡
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
神
を
「
相
互
作
用
」
あ
る
い
は
「
動
作
の
過
程
」
と
し

て
語
る
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
ち
ょ
う
ど
心
理
学
的
行
動
主
義
者
が
、
人
間
の
動
作
を
人
間
そ
の
も
の

と
考
え
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
神
の
動
作
を
神
そ
の
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
具
体
的
対
象
で
も
な
け
れ
ば
継
続
す
る
全

体
で
も
な
い
。
神
は
過
程
で
あ
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
は
、
如
何
な
る
真
実
の
目
的
を
も
欠
く
無
意
識
の
過
程
な
の
で
あ

る
」（511

）。
ま
た
、
神
を
「
存
在
そ
れ
自
体
」
あ
る
い
は
「
存
在
の
力
」
と
語
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「『
存
在
そ
れ
自
体
』
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
東
洋
の
﹇
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
﹈
ベ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
非
人
格
主
義
に
い
く
ら
か
似
た
、

人
格
以
下
の
（sub-personal

）
力
の
貯
水
池
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。『
存
在
そ
れ
自
体
』
は
、
意
識
と
生
の
純
粋
で
絶
対
的
な
欠
如
を
示

し
て
い
る
」。
そ
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
で
す
ら
、
無
意
識
に
「
存
在
そ
れ
自
体
」
を
そ
の
よ
う
に
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
、「
生
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け
る
神
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。「『
聖
書
の
神
の
姿
の
持
つ
、
い
わ
ゆ
る
神
人
同
形
説
の
多
く
は
、
神

の
生
け
る
も
の
と
し
て
の
性
格
の
表
現
で
あ
る
。
神
の
行
動
、
神
の
受
難
、
神
の
回
想
と
予
期
、
神
の
苦
難
と
喜
び
、
神
の
人
格
的
関
係

と
神
の
計
画
――
す
べ
て
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
神
を
生
け
る
神
と
し
、
ま
た
神
を
純
粋
に
絶
対
的
な
も
の
か
ら
、
存
在
そ
れ
自
体
か
ら
区
別

す
る
』」（511
）。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
こ
こ
で
認
め
る
よ
う
に
、「
存
在
そ
れ
自
体
」
と
い
う
概
念
が
聖
書
の
表
現
と
は
区
別

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
生
を
欠
い
た
非
人
格
的
な
絶
対
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず

「
人
格
以
下
の
も
の
」（less than personal

）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（511

）。

最
後
に
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
非
人
格
的
な
神
概
念
に
対
し
て
、
決
定
的
な
批
判
を
加
え
る
。
そ
れ
は
、
非
人
格

的
な
概
念
は
思
想
の
対
象
に
は
な
り
得
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
「
礼
拝
」
の
対
象
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
キ
ン

グ
は
、
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
に
依
拠
し
て
、
宗
教
的
人
間
は
常
に
二
つ
の
基
本
的
な
「
宗
教
的
価
値
」
を
持
つ
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「〈
一
つ
は
『
神
と
の
交
わ
り
』
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
『
神
の
善
へ
の
信
頼
』
で
あ
る
〉」。
そ
し
て
、「〈
こ
れ
ら
両
方
と
も
神
の
人
格
を
意

味
す
る
〉」
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
視
点
か
ら
、
さ
ら
に
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
に
依
拠
し
な
が
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
を
以
下
の

よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、「〈
い
か
な
る
交
わ
り
も
、
自
由
と
知
性
が
な
け
れ
ば
、
可
能
で
は
な
い
。
非
人
格
的
存
在
の
間
に
は
相
互

作
用
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
交
わ
り
は
な
い
。
真
の
交
わ
り
と
交
流
は
、
お
互
い
を
知
り
、
お
互
い
に
対
す
る
意
志
的
な
態
度
を
取
る

存
在
の
間
に
の
み
あ
り
得
る
〉。
も
し
神
が
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
単
な
る
『
相
互
作
用
』
あ
る
い
は
『
過
程
』
で
あ
る
な
ら
ば
、

あ
る
い
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
言
う
よ
う
に
、
単
な
る
『
存
在
そ
れ
自
体
』
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
と
の
如
何
な
る
交
流
も
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。〈
交
わ
り
は
、
意
志
と
感
情
が
出
て
行
く
こ
と
を
求
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
聖
書
が
神
を
『
生
け
る
』
神
と
し
て
語
る
と
き
意
味
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
神
に
適
応
さ
れ
る
生
は
、
神
の
中
に
、
人
間
の
心
の
最
も
深
い
切
望
に
応
答
す
る
感
情
と
意
志
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
の
神
が
、
祈
る
者
を
呼
び
起
こ
し
、
ま
た
そ
れ
に
応
え
る
の
で
あ
る
〉」（512
）。

ま
た
キ
ン
グ
は
、
非
人
格
的
な
面
で
も
、
宗
教
は
神
的
存
在
（D

ivine B
eing

）
と
の
一
致
を
探
求
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
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が
ら
、
し
か
し
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
探
求
さ
れ
る
一
致
は
、
人
格
的
存
在
の
一
致
と
は
大
い
に
異
な
る
か
ら
で

あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
こ
で
も
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「『
非
人
格
的
存
在
（B

eing

）
と

の
神
秘
的
、
形
而
上
学
的
一
致
と
、
聖
書
に
お
い
て
教
え
ら
れ
て
い
る
神
的
な
も
の
（the D

ivine

）
と
の
一
致
の
類
と
の
間
に
は
、
大
き

な
相
違
が
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
吸
収
（absorption

）
の
一
致
で
は
な
く
、
相
互
の
交
流
か
ら
成
長
す
る
一
致
、
つ
ま
り
心
と
意

志
と
知
性
の
一
致
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
一
致
は
、
人
格
的
存
在
の
間
で
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
神
の
人
格
の
み

が
、
神
と
の
交
わ
り
の
一
致
を
可
能
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
』」（513

）。
す
な
わ
ち
、
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
は
、
非
人
格
的
な
神
と
の
一
致
の
可
能

性
を
認
め
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
は
、
人
間
は
そ
の
非
人
格
的
神
の
中
に
言
わ
ば
「
吸
収
」
さ
れ
る
仕
方
で
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
そ
の
一
致
に
お
い
て
は
人
間
の
主
体
性
は
失
わ
れ
、
人
間
と
神
と
の
「
交
わ
り
」
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
対
立
の
原
理
に
立
ち
、
同
時
に
対
立
す
る
も
の
の
一
致
を
論
じ
る
が
、
そ
れ
は

有
限
と
無
限
と
の
存
在
論
的
一
致
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
側
の
没
主
体
的
な

恍
惚
的
一
致
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
は
神
と
人
間
と
の
対
峙
に
基
づ
く
交
わ
り
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、
そ
れ
は
非

聖
書
的
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
交
わ
り
を
生
み
出
す
の
は
、
た
だ
人
格
的
一
致
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
、
キ
ン
グ
は
さ
ら
に
善
と
愛
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
キ
ン
グ
は
ク
ヌ
ー
ド
ソ
ン
に
依
拠
し
な

が
ら
、
善
と
愛
は
人
格
の
属
性
で
あ
っ
て
、
神
の
人
格
の
前
提
な
し
に
は
、
善
と
愛
に
つ
い
て
真
実
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る

（513

）。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
善
と
愛
に
つ
い
て
語
る
が
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
非
人
格
的
意
味
で
の
善
と
愛
で
あ
っ

て
、
そ
の
言
葉
の
十
全
な
意
味
に
お
い
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
う
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
は
愛
で
あ
る
と
語
る
が
、
そ

の
愛
は
「
弁
証
法
的
な
対
立
の
一
致
」
と
し
て
の
愛
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
諸
要
素
の
相
互
へ
の
吸
引
以
上
の
何
も
の
を
も
意
味
し
て
い
な

い
」
の
で
あ
る
（513

）。
ま
た
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
、
神
を
愛
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
語
る
が
、
キ
ン
グ
は
、
ダ
ブ
ズ
（H

. H
. D

ubbs

）
に
依

拠
し
て
、「
相
互
作
用
」
と
し
て
の
神
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
反
問
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
親
交
は
、
一
種
の
相
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互
作
用
で
あ
る
」
か
ら
、「
相
互
作
用
は
愛
を
生
み
出
す
」
と
は
言
え
る
が
、
し
か
し
こ
こ
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
は
相
互
作
用
を
愛
す
る
」
と

い
う
こ
と
は
生
じ
な
い
と
言
う
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
否
定
し
、
ダ
ブ
ズ
に
依
拠
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。「〈
わ
れ
わ
れ
が
深
く
愛
し
て
い
る

の
は
、
人
間
（person

）
で
あ
る
――
わ
れ
わ
れ
は
、
具
体
的
対
象
、
一
貫
し
た
現
実
を
愛
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
相
互
作
用
で
は
な

い
。
過
程
は
愛
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
愛
は
第
一
に
過
程
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
過
程
を
生
み
出
す
継
続
的
人

間
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
〉」。
さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
ダ
ブ
ズ
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
論
じ
る
。「『
も
し
神
が
、
真
実
愛
に
値
す
る

な
ら
ば
、
神
は
相
互
作
用
の
体
系
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
――
神
は
一
対
象
、
つ
ま
り
相
互
作
用
へ
と
入
っ
て
行
く
恒
久
的
な

対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
相
互
作
用
に
過
ぎ
な
い
神
は
、
実
際
愛
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
宗
教
的
献
身
は
彼
に

は
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
』」（513

）。
し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
。「
両
概
念
と
も
、
あ
ま
り
に
も
非
人

格
的
で
あ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
概
念
を
適
切
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
神
と
の
真
の
交
わ
り
の
た
め
の
条
件

も
、
神
の
善
の
保
証
も
、
も
た
ら
さ
な
い
」（514

）。

（
3
）
神
の
超
越
と
内
在

次
に
キ
ン
グ
は
、
神
の
超
越
と
内
在
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
キ
ン
グ
の
基
本
的
理
解
は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
徹
頭
徹
尾
神
の
内

在
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
の
超
越
と
内
在
の
両
方
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
ウ
ィ
ー
マ
ン
で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
神
の
内
在
（im

m
anence

）
の
預
言
者
」
と
言
え
る
ほ
ど
、
徹
底
し
て
神
の

内
在
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
自
然
主
義
の
立
場
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
繰
り
返
し
触
れ
て
い
よ
う
に
、

ウ
ィ
ー
マ
ン
が
語
る
神
は
諸
出
来
事
の
体
系
で
あ
り
、
ま
た
相
互
作
用
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
諸
出
来
事
の
中

に
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
神
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
お
い
て
は
、
徹
頭
徹
尾
神
は
内
在
的
な
の
で
あ
る
（514

）。
た
だ
し
、

ウ
ィ
ー
マ
ン
は
完
全
に
神
の
超
越
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
人
間
は
神
の
究
極
の
性
質
、
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つ
ま
り
神
の
「
詳
細
で
特
殊
な
性
質
」
を
決
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
神
の
超
越
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
超
越
は
、
神
の
内
在
か
ら
生
じ
る
「
機
能
的
」
超
越
で
あ
っ
て
、
決
し
て
実
体
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

（515
）。

そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
一
面
、
そ
れ
と
正
反
対
の
神
の
超
越
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
何
よ
り
も
、
先
に
触
れ
た

よ
う
に
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
「
新
超
自
然
主
義
者
」
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
は
、
そ
う
し
た
見
方
を
退

け
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
超
自
然
主
義
者
の
立
場
に
近
い
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
主
義
者
の
立
場
に
近
い
」
と
判
断
す
る
。
ま
ず
、「
自
然
主

義
者
の
立
場
に
近
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
に
は
、
こ
れ
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
分
類
を
退
け

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「
神
的
な
も
の
は
、
自
然
を
超
え
た
超
越
的

世
界
に
住
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
の
『
恍
惚
的
』
特
性
の
中
に
、
そ
の
超
越
的
深
淵
と
基
盤
と
し

て
見
出
さ
れ
る
」
と
語
っ
て
い
る
（515
）。
し
か
し
、
キ
ン
グ
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
神
の
内
在
は
、
何
と
言
っ
て
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
存

在
そ
れ
自
体
」
と
い
う
神
概
念
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
べ
て
の
存
在
が
そ
こ
に
参
与
し
て
い
る
「
存
在
の

力
」
と
し
て
の
「
存
在
そ
れ
自
体
」
は
、
何
よ
り
も
神
の
内
在
を
力
強
く
語
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
キ
ン
グ
は
同
時
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
は
神
の
超
越
の
主
張
も
あ
る
と
見
る
。
し
か
も
、「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
し
ば
し
ば
内

在
よ
り
も
超
越
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
特
に
キ
ン
グ
が
注
目
す
る
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
用
い
る
「
深

淵
」（abyss

）
の
概
念
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
こ
に
神
の
超
越
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
深
淵
と
い

う
神
概
念
の
中
に
、
神
の
超
越
の
基
礎
を
見
て
い
る
。
神
は
、
存
在
の
深
淵
と
し
て
す
べ
て
の
存
在
を
超
越
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
存
在

の
全
体
――
世
界
――
を
超
越
す
る
と
い
う
意
味
で
、
超
越
的
で
あ
る
」。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
深
淵
と
は
「
神
の
性
質
の
無
尽
蔵
の
深
み

（depth

）」
で
あ
り
、「
神
の
知
ら
れ
ざ
る
側
面
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
深
淵
に
お
い
て
「
神
は
接
近
不
可
能
な
仕
方
で
聖
で
あ
り
、
人
間
か

ら
無
限
に
離
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
（515

）。
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そ
れ
で
は
、
両
者
の
こ
う
し
た
立
場
を
、
キ
ン
グ
は
ど
う
評
価
す
る
の
か
。
こ
こ
で
キ
ン
グ
は
、
ホ
ル
ト
ン
に
依
拠
し
な
が
ら
、
両
者
に

共
に
見
ら
れ
る
神
の
内
在
に
つ
い
て
の
強
調
は
、「
推
奨
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ

は
「〈
自
然
を
非
常
に
非
合
理
的
な
も
の
と
見
な
す
た
め
に
創
造
の
秩
序
が
も
は
や
そ
の
中
に
識
別
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
ま
た
歴
史
を

無
意
味
な
も
の
と
見
る
た
め
に
そ
の
す
べ
て
が
神
か
ら
の
疎
外
の
『
負
の
し
る
し
』
を
お
び
て
い
る
〉」
そ
の
よ
う
な
超
自
然
主
義
に
対
し

て
、
一
方
で
は
「
警
告
」
と
な
り
、
ま
た
他
方
で
は
「
矯
正
」
と
も
な
る
か
ら
な
の
で
あ
る
（516

）。

し
か
し
、
よ
り
具
体
的
な
検
討
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
批
判
が
あ
る
。
ま
ず
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
対
し
て
は
、
そ
の
自
然
主
義
の

立
場
は
極
端
に
走
り
す
ぎ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、「
神
の
内
在
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
神
的
超
越
の
教
理
に
あ
る
真
理
が
完
全
に
見
失
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
」
と
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
統
的
に
語
る
「
創
造
主
」
と
い
う
考
え
は
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
主
張
か
ら
は

排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
神
を
自
然
に
お
け
る
単
な
る
「
過
程
」
と
か
「
態
度
（
動
作
）」
と
す
る
こ
と
は
、
神
か
ら
「
威
厳
」
を
奪
う

こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、「
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
は
異
質
な
自
然
主
義
哲
学
に
対
す
る
偏
向
の
ゆ
え

に
、
こ
の
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
」
と
結
論
付
け
る
（516

）。

ま
た
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
対
し
て
も
批
判
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
中
心
は
、
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
一
方
で
は
神
の
絶
対
的
内
在
を
語
り
、
他
方
で
は
神
の
絶
対
的
超
越
を
語
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
は
そ
こ
に
曖
昧
さ
を
見
る
。
と

い
う
の
も
、「
も
し
神
が
絶
対
的
に
内
在
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
絶
対
的
に
超
越
的
で
は
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
逆
に
、
も
し
神
が
絶
対

的
に
超
越
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
絶
対
的
に
内
在
的
で
は
あ
り
得
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（516

）。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ

の
こ
と
を
弁
証
法
的
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
、
内
在
の
「
然
り
」
と
超
越
の
「
否
」
の
い
ず
れ
か
が

排
他
的
に
あ
る
い
は
絶
対
的
に
主
張
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
崩
壊
す
る
と
語
る
。
そ
し
て
、
そ
の
批
判
に
立
っ
て
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

は
、「
意
味
の
あ
る
有
神
論
的
立
場
に
と
っ
て
必
要
な
、
神
の
超
越
と
内
在
と
の
間
の
緊
張
を
維
持
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
」
と
し
、

そ
こ
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
弱
点
が
あ
る
と
結
論
付
け
る
（517

）。
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（
4
）
神
の
超
人
的
性
格

第
四
に
キ
ン
グ
が
指
摘
す
る
こ
と
は
、
神
の
超
人
的
性
格
に
つ
い
て
の
両
者
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
本
節
の
（
1
）

の
内
容
に
関
連
す
る
の
で
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
く
に
留
め
た
い
。

キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
神
を
超
人
的
存
在
と
し
て
捕
ら
え
て
い
る
と
語
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て

は
、
た
と
え
ば
、
神
は
人
間
と
の
関
連
で
人
間
の
「
究
極
的
関
心
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
神
の
超
人
的
性
格
を
表
し
て
い
る
の

で
あ
る
（
そ
れ
は
、「
無
制
約
的
な
る
も
の
」
と
い
っ
た
概
念
に
も
表
さ
れ
て
い
る
）。
ま
た
逆
に
、
予
備
的
関
心
が
究
極
性
を
要
求
す
る
と

き
、
そ
こ
に
偶
像
崇
拝
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
悲
劇
が
生
じ
る
と
見
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、「
神
の

み
が
人
間
の
究
極
的
関
心
を
保
証
す
る
」
の
で
あ
り
（517

）、「
神
と
人
間
と
の
間
に
は
質
的
差
異
が
あ
る
」
の
で
あ
る
（518

）。

同
様
に
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
お
い
て
も
、
神
の
超
人
的
性
格
が
保
持
さ
れ
、
同
時
に
偶
像
崇
拝
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
キ

ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、「
人
間
と
そ
の
歴
史
的
存
在
に
降
り
か
か
る
主
要
な
悲
劇
は
、
被
造
的
善
を
創
造
的
善
（
神
）
の
地
位

に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
人
間
の
傾
向
か
ら
生
じ
る
」
と
考
え
る
（517

―518

）。
こ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
偶
像
崇
拝
の
考
え
と
基
本
的

に
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
最
高
の
も
の
は
、
人
間
の
生
に
お
け
る
支
配
の
秩
序
を
、
被
造
的
善

に
よ
る
人
間
の
関
心
の
支
配
か
ら
、
創
造
的
善
（
神
）
に
よ
る
支
配
へ
と
覆
す
こ
と
で
あ
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
（518

）。

さ
ら
に
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
議
論
は
、「
神
は
人
間
で
は
な
い
」
と
の
主
張
に
発
展
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
で
に
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
神
は
一
存
在
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
主
張
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
お
い

て
は
、
初
め
に
見
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
人
間
中
心
主
義
に
反
対
し
て
徹
底
し
た
神
中
心
主
義
の
神
学
を
展
開
し
た
わ
け
で
、
そ
の
た
め

ウ
ィ
ー
マ
ン
は
一
貫
し
て
神
と
人
間
と
の
間
の
「
質
的
差
異
」（519

）
を
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
と
も
神
の
超
人
的
性
格
を

強
調
し
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
神
を
人
間
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
も
全
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面
的
に
同
意
し
て
い
る
。

（
5
）
神
の
力
と
知
識

以
上
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
キ
ン
グ
は
基
本
的
に
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
の
言
わ
ば
本
性
を
扱
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
に
お

い
て
は
、
そ
の
属
性
の
い
く
つ
か
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
初
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
、
神
の
「
全
能
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど

ち
ら
か
と
言
う
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
に
沿
っ
た
考
察
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
全
能
の
問
題
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
語
る
「
存
在
の

力
」
と
し
て
の
神
概
念
に
直
結
す
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
繰
り
返
し
見
て
き
た
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
を
「
存
在
の
力
」
と
語
る
。
そ
れ
は
非
存
在
に
抵
抗
す
る
存
在
の
力
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
伝
統
的
に
「
全
能
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
ン
グ
に

よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
正
に
そ
の
意
味
で
こ
の
全
能
と
い
う
言
葉
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
能
と
は
、
神
は
自
分

の
欲
す
る
こ
と
を
何
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
伝
統
的
、
通
俗
的
な
意
味
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
「『
そ
の
全
表
現
に
お
い
て
、
非

存
在
に
抵
抗
す
る
存
在
の
力
』」
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
（519

）。

そ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
神
の
力
を
あ
ま
り
強
調
し
な
い
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
、
過
程
の
力
あ
る
い
は
成
長

の
力
に
つ
い
て
語
り
、
そ
こ
に
神
の
力
を
見
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
主
張
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
力
も
内
在
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
存
在
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
の
「
一
種
の
貯
水
池
」
と
し
て
の
考
え
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
意

味
で
の
力
と
し
て
神
を
経
験
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
神

は
「
善
の
源
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
（520

）。

し
か
し
な
が
ら
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、「
全
能
」
の
問
題
に
関
し
て
、
そ
の
伝
統
的
形
式
を
拒
否
す
る

こ
と
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
存
在
論
的
観
点
か
ら
否
定
し
て
お
り
、
ま
た
ウ
ィ
ー
マ
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ン
も
経
験
論
的
観
点
か
ら
、「
過
去
、
現
在
、
将
来
の
す
べ
て
の
対
象
を
知
っ
て
い
る
『
最
高
の
存
在
』」
と
い
っ
た
も
の
は
経
験
で
き
な
い

と
し
て
否
定
し
て
い
る
（520

）。
し
か
し
、
反
面
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
そ
こ
に
留
ま
る
の
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
新
た
に
解
釈
し
、
意
味
を
与
え
、
そ
の
伝
統
的
属
性
概
念
を
生
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
態
度
は
、
基
本
的
に
、
他
の
属
性
に
対
し
て
も
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
す
べ
て
の
属
性
は
経
験

的
に
論
証
で
き
な
い
と
し
て
退
け
る
。
そ
れ
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
全
能
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
、「
非
存
在
に
抵
抗
す
る
力
」
と
し
て
全
能
を
理
解
す
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。「『
何
も
の
も
、

彼
（
神
）
の
生
の
中
心
的
統
合
の
外
に
は
な
い
。
奇
異
で
、
暗
く
、
隠
さ
れ
て
い
て
、
孤
立
し
、
接
近
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
何
も

な
い
。
何
も
の
も
、
存
在
の
ロ
ゴ
ス
構
造
の
外
に
は
な
い
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要
素
は
、
形
式
の
統
一
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
深
淵
の

質
は
、
神
的
生
の
合
理
的
質
を
飲
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
』」（521

）。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、「
人
の
存
在
に

は
絶
対
的
な
闇
は
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
神
的
全
能
は
、「
究
極
的
に
は
、
現
実
が
人
間
の
知
識
に
開
か
れ
て
い
る

こ
と
へ
の
信
頼
の
論
理
的
基
礎
」
と
な
る
。
そ
れ
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
新
し
く
解
釈
す
る
全
能
の
意
味
で
あ
る
が
（521

）、
こ
れ
に
対
す
る

キ
ン
グ
の
批
判
は
、
後
で
扱
わ
れ
る
も
う
一
つ
の
中
心
的
属
性
の
「
善
」
の
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
6
）
神
の
永
遠
と
遍
在

次
に
キ
ン
グ
が
扱
う
神
の
属
性
は
、
永
遠
と
遍
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
い
。
ま
ず
永
遠

で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
に
よ
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
永
遠
を
無
時
間
性
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
、
ま
た
時
間
の
無
限
性
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
も
退
け
、
永
遠
を
「『
時
間
の
す
べ
て
の
時
期
を
包
含
す
る
力
』」
と
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
永
遠
性
と

は
、「〈
人
間
の
経
験
の
中
に
、
経
験
さ
れ
る
現
在
の
中
で
の
記
憶
さ
れ
る
過
去
と
予
期
さ
れ
る
将
来
と
の
統
一
の
中
に
、
見
出
さ
れ
る
〉」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
永
遠
を
「
永
遠
の
現
在
」
と
し
て
象
徴
化
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
決
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し
て
同
時
性
、
す
な
わ
ち
時
間
の
様
式
を
解
消
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
永
遠
の
現
在
は
、「〈
過
去
か
ら

将
来
へ
と
動
く
が
、
し
か
し
現
在
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
な
し
に
動
く
〉」
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
神
は
永
遠
で
あ
る
と

言
う
。
そ
の
た
め
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
に
は
時
間
性
（tem

porality

）
と
永
遠
性
（eternality

）
の
両
方
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
（521, 437
）。

そ
れ
に
対
し
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
神
の
時
間
性
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
繰
り
返
し
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、「
創
造
的
出
来
事
」、「
過

程
」
と
し
て
語
ら
れ
る
神
は
、
明
ら
か
に
時
間
的
、
過
去
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
キ
ン
グ
は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
「
ほ
ぼ
完
全
に
永

遠
性
を
見
失
っ
て
い
る
」
と
断
言
す
る
（522

）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
永
遠
の
問
題
は
、
神
の
遍
在
の
問
題
へ
と
発
展
す
る
が
、
こ
こ
で
も
二
人
は
、
そ
の
伝
統
的
意
味
を
否
定
す
る
こ
と
で

は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
そ
こ
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
積
極
的
に
そ
の
再
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
キ
ン
グ
に
よ
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「
神
は
、
基
盤
と
し
て
の
そ
の
性
格
か
ら
拡
張
を
創
造
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
す
べ
て
の

空
間
が
そ
こ
に
根
ざ
す
と
こ
ろ
の
基
盤
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
遍
在
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
キ
ン
グ

に
よ
れ
ば
、
空
間
が
神
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
神
が
空
間
の
中
に
い
る
の
で
は
な
い
た
め
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「
神
は
、
時
間
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
空
間
的
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
結
論
付
け
て
い
る
（522

）。

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
、
両
者
と
も
神
の
時
間
性
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
同
意
す
る
。
キ
ン
グ
も
、「
も
し
神
が

生
け
る
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
時
間
性
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
（522

）。
し
か
し
、
同
時
に
、
永
遠
性
も
保
持
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
ウ
ィ
ー
マ
ン
を
批
判
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
評
価
す
る
。
特
に
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
関
し
て

は
、
キ
ン
グ
は
、「
過
程
」
あ
る
い
は
「
創
造
的
出
来
事
」
と
し
て
の
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
規
定
は
、
形
而
上
学
的
概
念
を
排
除
す
る
こ
と
を

一
方
で
は
目
指
し
て
い
る
が
、「
宗
教
的
礼
拝
者
は
、
価
値
の
増
大
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
価
値
の
保
持
者
で
あ
る
神
を
捜
し
求
め
て
い
る
」

（523

）
と
述
べ
、「
永
遠
の
価
値
の
保
持
者
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
保
持
者
な
し
に
は
、
す
べ
て
の
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努
力
は
消
え
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

（
7
）
神
の
善
性

次
に
キ
ン
グ
が
扱
う
の
は
、
神
の
善
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
神
の
「
力
」
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
強

調
す
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
神
は
「
唯
一
絶
対
的
な
善
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
の
場
合
、「
絶
対
的
」
と
は
五
つ

の
意
味
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
絶
対
的
善
は
、
す
べ
て
の
環
境
と
条
件
の
も
と
で
善
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
第

二
に
「
そ
の
要
求
は
無
限
定
的
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
第
三
に
「
そ
の
無
限
の
価
値
」
の
意
味
で
、
第
四
に
「
無
限
定
的
な
善
で
あ

る
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
最
後
に
「
絶
対
的
価
値
は
完
全
に
信
用
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
、
絶
対
的
な
の
で
あ
る
（524

）。
ま
た
キ

ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、「
神
は
、
よ
り
低
い
価
値
を
最
大
限
の
相
互
の
支
援
と
相
互
の
高
揚
と
の
諸
関
連
に
も
た
ら
す
ゆ
え
に
、

最
高
の
価
値
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
相
互
の
支
援
と
相
互
の
高
揚
は
、
同
時
代
間
だ
け
で
は
な
く
、
継
続
す
る
諸
世
代
間
、

時
代
と
文
化
の
間
に
も
あ
る
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
仕
方
に
お
い
て
神
は
最
高
価
値
で
あ
り
、
ま

た
唯
一
絶
対
の
善
な
の
で
あ
る
（524

）。

そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
善
に
つ
い
て
全
く
語
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
本
格
的
な
議
論
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
、
両
者
は
大
き
く
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
そ
の
理
由
を
、「
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
基
本
的

な
強
調
が
価
値
論
的
（axiological

）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
存
在
論
的
で
あ
る
」
か
ら
だ
と
分
析
し
て
い
る
（525

）。

そ
れ
で
は
、
キ
ン
グ
自
身
は
、
こ
の
善
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
。
こ
こ
で
、
先
ほ
ど
保
留
と
さ
れ
た
「
力
」
に
つ
い
て
の
評
価
が
浮

上
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、「
力
」
と
「
善
」
と
の
両
方
を
視
野
に
入
れ
て
、
キ
ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
を
批
判
す
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
に
判
断
す
る
。「
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
両
者
と
も
、
彼
ら
が
肯
定
す
る
こ
と
に
お
い
て

部
分
的
に
正
し
く
、
ま
た
彼
ら
が
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
部
分
的
に
間
違
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
神
の
善
を
強
調
す
る
こ
と
に
お
い
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て
正
し
い
が
、
し
か
し
彼
の
力
を
軽
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
間
違
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
の
力
を
強
調
す
る
こ
と
に
お
い

て
正
し
い
が
、
し
か
し
彼
の
善
を
軽
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
間
違
っ
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
両
者
と
も
、
神
的
性
格
の
一

局
面
を
、
他
の
基
本
的
局
面
の
軽
視
に
対
し
て
、
過
度
に
強
調
す
る
。
神
は
力
強
い
か
善
的
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
は
力

強
く
か
つ
善
的
な
の
で
あ
る
」。
と
い
う
の
も
、〈「
価
値
は
、
そ
れ
自
体
で
は
無
力
で
あ
る
」、
ま
た
「
存
在
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
道
徳
的

に
中
立
で
あ
る
」〉（
デ
ィ
モ
ス
）
か
ら
な
の
で
あ
る
（525

）。

す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
力
と
善
を
共
に
等
し
く
強
調
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

価
値
自
体
で
は
無
力
で
あ
り
、
ま
た
力
だ
け
で
は
価
値
中
立
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
価
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
さ
ら
に
議
論
を
重
ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
善
の
強
調
に
対
し
て
は
、「
善
を
実

現
す
る
無
限
の
力
」
の
必
要
性
を
語
る
が
、
そ
れ
は
「
全
能
」
の
教
理
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
真
理
で
あ
る
と
言
う
。
キ
ン
グ
に
よ
れ

ば
、
全
能
と
は
、「
神
は
実
行
不
可
能
な
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
、
ま
た
「
彼
自
身
の
性
質
に
反
し
て
活
動
す
る

力
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
（525

）、
そ
れ
は
む
し
ろ
、「
神
は
善
を
実
現
す
る
力
を
持
ち
、
ま
た
彼
の
目
的
を
実
現
す
る
」
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（525

―526

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
力
な
く
し
て
は
、
善
（
道
徳
）
は
空
虚
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
り
、

ま
た
こ
の
力
な
く
し
て
は
、
神
の
存
在
は
現
実
性
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
こ
の
点
を
見
る
こ
と
に
失
敗
し
て

お
り
、
そ
の
結
果
、「
彼
の
神
概
念
が
意
味
の
あ
る
有
神
論
的
立
場
と
し
て
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
を
引
き
起
こ
す
」
結
果
に

な
っ
て
い
る
と
結
論
付
け
る
（526

）。

そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
逆
に
力
を
強
調
す
る
が
、
し
か
し
キ
ン
グ
は
、
そ
の
内
容
は
空
虚
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
で
キ
ン
グ

は
、
デ
ィ
モ
ス
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、〈「
神
は
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
主
張
は
、
哲
学
的
関
心
が
あ
る
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
し
も
が
語
り
得
る
こ
と
で
あ
り
――
た
と
え
ば
、「
す
べ
て
の
も
の
の
存

在
を
な
す
、
存
在
す
る
基
盤
が
あ
る
」
と
――
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
宇
宙
は
存
在
す
る
」
と
語
る
こ
と
と
同
じ
く
、「
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
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（
同
語
反
復
）
以
上
の
こ
と
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
」〉。
ま
た
、「〈
す
べ
て
の
知
的
人
間
は
、
宇
宙
は
広
大
で
あ
り
、
無
限
で
あ
り
、
ま
た

恐
ろ
し
い
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
を
信
者
に
し
な
い
。
人
が
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
宇
宙
は
善
か
悪
か
、
あ
る

い
は
無
関
心
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〉」。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
デ
ィ
モ
ス
の
見
解
を
借
用
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
存
在
そ
れ
自

体
」
と
い
う
神
概
念
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
内
容
的
に
空
虚
で
あ
る
ば
か
り
か
、
信
仰
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
こ

と
に
同
意
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
善
か
悪
か
と
い
う
価
値
の
問
題
に
十
分
に
取
り
組
む
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
点
に
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
弱
点
を
見
る
の
で
あ
る
（526

）。

さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
そ
の
原
因
を
、
こ
れ
ま
た
デ
ィ
モ
ス
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
な
が
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
的
思
考
に
あ
る

こ
と
を
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「〈
構
造
は
存
在
そ
れ
自
体
か
ら
由
来
す
る
。
反
対
に
、
価
値
は
構
造
か
ら
由
来
す
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
点
で
、
価
値
は
現
実
か
ら
の
第
二
の
段
階
に
あ
る
。
…
…（
ま
た
）
価
値
―
概
念
は
、
理
想
と
現
実
と
の
対
立
を
、
し
た
が
っ
て

ま
た
本
質
と
実
存
と
の
分
離
を
、
前
提
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
価
値
は
、
現
実
か
ら
の
第
三
の
段
階
な
の
で
あ
る
。
価
値
―
範
疇
は
、
有

限
な
存
在
の
領
域
に
押
し
や
ら
れ
る
〉」（526
）。

こ
の
こ
と
に
加
え
、
キ
ン
グ
は
「
力
」
の
強
調
の
危
険
性
に
も
触
れ
、
そ
れ
が
一
つ
の
結
論
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
れ
も

ま
た
デ
ィ
モ
ス
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
見
解
と
結
論
で
あ
る
。「〈
真
実
の
意
味
で
、
こ
の
強

調
は
危
険
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
が
目
的
と
な
る
、
力
の
崇
拝
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
神
的
力
は
、
他
の
力
と
同
様

に
、
も
し
そ
れ
が
神
的
善
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
独
裁
的
な
力
と
な
り
得
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
そ
れ
自

体
と
い
う
概
念
も
、
他
の
純
粋
に
存
在
論
的
概
念
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
念
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。
後
者
は
、
価
値
と
存
在
と
の
二

つ
の
独
立
し
た
概
念
の
総
合
で
あ
る
〉」（527

）。
こ
こ
で
デ
ィ
モ
ス
は
、
結
論
と
し
て
、「
価
値
と
存
在
」
と
の
「
総
合
」
の
必
要
性
を
説

い
て
い
る
。
こ
の
デ
ィ
モ
ス
の
論
文
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
の
論
評
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
は
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
こ
と
は

視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
デ
ィ
モ
ス
の
結
論
は
、
正
に
キ
ン
グ
自
身
の
論
文
全
体
の
結
論
と
深
く
合
致
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ky46208キン�神e.indd   307 10.4.27   0:19:59 AM



308

る
。
そ
の
た
め
、
キ
ン
グ
は
、
デ
ィ
モ
ス
の
結
論
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
結
論
と
し
て
、
こ
こ
に
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
は
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
デ
ィ
モ
ス
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
に
対
し
て
下
し
た
判
断
を
、
キ
ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
比

較
に
お
い
て
、
そ
の
両
者
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
、
語
ら
し
め
た
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
力
を
不
当
に
強
調
し
て
善
を
軽
視
し
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
善
を
不
当
に
強
調
し
て
力
を
顧
み

な
い
た
め
、
ど
ち
ら
の
神
概
念
も
十
分
で
は
な
い
と
判
断
す
る
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
念
は
、
む
し
ろ
両
者
の
総
合
で
あ
る
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
見
解
が
、
キ
ン
グ
の
論
文
全
体
の
一
つ
の
結
論
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
8
）
神
の
創
造
的
活
動

次
に
キ
ン
グ
が
扱
う
の
は
、
伝
統
的
な
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
教
理
で
あ
る
。
こ
の
教
理
に
対
し
て
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は

共
に
反
対
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
再
解
釈
を
試
み
て
い
る
。

キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
無
か
ら
の
創
造
の
教
理
は
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
経
験
的
方
法
の
観
点
か
ら
そ
の
教

理
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
（528

）。
ま
た
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
次
項
で
見
る
悪
の
問
題
と
の
関
連
で
、
神
を
創
造
主
と
論
じ
る
こ
と
に
反

対
す
る
。
た
だ
し
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
「
神
は
す
べ
て
の
被
造
的
価
値
の
創
造
者
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
な
ら
、
神
を

創
造
者
と
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
い
る
（529

）。
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
、
存
在
論
的
観
点
か
ら
、
創
造
は
本
来
「
神
と
世
界
と
の

関
係
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
教
理
は
創
造
を
一
つ
の
行
為
と
見
な
し
て
い
る
と
判
断
し
、
そ
れ
に
反
対
す
る
（528

）。
ま

た
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
は
、
神
は
あ
く
ま
で
も
存
在
の
基
盤
で
あ
っ
て
、
超
自
然
的
な
創
造
者
で
は
な
い
と
し
、

反
対
す
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
無
か
ら
の
創
造
の
教
理
に
も
あ
る
意
味
が
あ
る
と
言
う
。
キ
ン
グ
は
そ
れ
を
要
約
し
て
、
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。「
こ
の
成
句
は
、
神
は
世
界
を
存
在
し
な
い
も
の
（not-being
）
か
ら
創
造
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
性
質
（
と
す
べ
て
の
自
然
）
は
、
存
在
し
な
い
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
自
然
的
存
在
は
、
存
在
の
限
界
で
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あ
る
。
ま
た
人
間
は
、
正
に
そ
の
存
在
し
な
い
も
の
の
遺
産
の
ゆ
え
に
、
不
安
、
奮
闘
、
不
完
全
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
」。
し
た
が
っ
て
、

キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
教
理
を
出
来
事
と
し
て
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
、
人
間
を
存
在
へ
と
実
現
す
る
過
程
に
与
え
ら
れ

た
言
葉
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
こ
に
こ
の
教
理
の
新
し
い
意
味
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
（528

―529

）。

し
か
し
な
が
ら
、
キ
ン
グ
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
共
に
創
造
に
関
す
る
聖
書
の
証
言
を
真
剣
に
は
考
え

て
い
な
い
と
批
判
す
る
。

（
9
）
善
と
悪

先
の
善
の
問
題
と
の
関
連
で
重
要
な
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
悪
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
こ
の
悪
の

問
題
と
の
関
連
で
、
神
が
創
造
主
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
と
い
う
の
も
、
神
が
創
造
主
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
悪
の

問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
が
ま
ず
指
摘
す
る
こ
と
は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
の
問
題
」
を
「
誤
っ

た
問
題
」
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
問
題
は
、
人
が
『
善
』
あ
る
い
は
自
然
に
お

け
る
善
の
主
た
る
要
因
で
あ
る
神
の
経
験
的
証
拠
か
ら
離
れ
る
と
き
、
ま
た
す
べ
て
の
存
在
の
創
造
者
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
神
を
考
え
る

始
め
る
と
き
、
初
め
て
生
じ
る
。
創
造
者
と
し
て
の
神
観
念
が
放
棄
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
問
題
は
消
滅
す
る
。
よ
り
経
験
的
な
問
題
は
、
悪

の
現
実
的
性
質
と
範
囲
を
定
義
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
起
源
に
関
す
る
非
経
験
的
支
弁
に
ふ
け
る
べ
き
で
は
な
い
」（529

）。
し
た
が
っ

て
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
悪
の
問
題
は
、
経
験
的
に
知
ら
れ
る
善
の
源
泉
と
し
て
の
神
か
ら
離
れ
、
悪
の
起
源
に
つ
い
て
の
非
経
験

的
支
弁
に
ふ
け
る
と
き
に
生
じ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
悪
の
問
題
は
実
質
的
に
は
存
在
し
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
悪
は
存
在
す
る
。
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
そ
の
こ
と
は
認
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
、
経
験
的
考
察
を
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
は
、「
こ
の
神
観
は
、
明
ら
か
に
、
有
限
論
的
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
は
善
の
源
泉
に
過
ぎ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
彼
の
外
に
あ
る
悪
の
力
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
う
し
た
悪
の
力
の
正
に
そ
の
存
在
の
ゆ
え
に
、
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す
べ
て
の
存
在
の
究
極
的
基
盤
で
は
な
い
」（529

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
自
身
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「『
な
ぜ
神
は

す
べ
て
の
存
在
の
究
極
的
基
盤
で
は
な
い
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
殺
人
、
性
欲
、
裏
切
り
、
ま
た
す
べ
て
の
存
在
の
恐
怖
の
基
盤
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
神
と
し
て
崇
敬
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ブ
ー
ド
ゥ
ー
教
よ
り
も
悪
い
宗
教
を
創
始
し
よ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
る
』」（529

）。
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
キ
ン
グ
は
、「
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
決
し
て
す
べ
て
の
存
在
の
創
造
者
で
は
な
い
有
限
な
神

を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
の
問
題
を
避
け
て
い
る
」
と
批
判
す
る
（530

）。

そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
神
を
す
べ
て
の
存
在
の
基
盤
と
考
え
る
た
め
に
、
悪
の
問
題
に
も
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
悪
を
以
下
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
は
、「
物
理
的
悪
、
痛
み
、
そ

し
て
死
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
れ
は
「
現
実
の
問
題
を
与
え
な
い
」
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
「
被
造
的

有
限
性
の
自
然
的
意
味
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
問
題
と
な
る
の
は
、
二
番
目
の
「
被
造
的
自
由
の
悲
劇
的
意
味
で
あ
る
道

徳
的
悪
」
で
あ
り
、
三
番
目
の
「
無
意
味
性
と
無
益
さ
の
明
白
な
現
実
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
現
代
人
が
置
か
れ
た
現
状

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
特
に
こ
の
最
後
の
も
の
を
、「
神
学
的
信
仰
に
本
当
の
困
難
を
与
え
る
唯
一
の
悪
の
部
類
」
で
あ
る
と
見
な
す
の
で

あ
る
（530

）。

と
こ
ろ
で
キ
ン
グ
は
、「
こ
の
第
三
の
悪
の
部
類
の
問
題
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
決
は
、
一
部
は
そ
の
過
度
の
簡
潔
さ
の
ゆ
え
に
、

理
解
す
る
の
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
」（530

）
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
面
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
論
（
救

済
論
）
を
扱
っ
た
『
組
織
神
学
』
第
二
巻
が
出
る
の
は
一
九
五
七
年
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
聖
霊
論
を
扱
っ
た
第
三
巻
が
出
る
の
は

一
九
六
三
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
救
済
に
関
す
る
十
分
な
議
論
は
、
そ
の
時
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
キ
ン
グ
は
、
解
決
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
一
つ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
神
の
非
合
理
的
側
面
で
あ
る
「
深
淵
」
の
概
念
で

あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
こ
に
悪
の
問
題
の
所
在
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
神
の

深
淵
的
性
質
は
、
予
測
で
き
な
い
力
の
非
合
理
的
で
無
形
式
の
次
元
で
あ
る
。
神
の
性
質
に
は
二
つ
の
側
面
、
つ
ま
り
ロ
ゴ
ス
と
深
淵
が
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あ
る
。
前
者
は
合
理
的
側
面
で
あ
り
、
後
者
は
非
合
理
的
側
面
で
あ
る
。
世
界
に
お
け
る
悪
の
大
半
と
な
る
の
は
、
こ
の
非
合
理
的
側
面

で
あ
る
。
そ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
悪
の
問
題
を
、
神
の
性
質
に
お
け
る
非
合
理
的
側
面
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
」

（530
）。
も
し
こ
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
神
は
そ
の
性
質
自
体
の
中
に
悪
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
神
は
悪
に
制
限
さ
れ
た
存
在
と
な
り
、
そ
れ
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、
端
的
に
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
ウ
ィ
ー
マ
ン
と
同
様
に
、「
有
限
論
的
な
神
観
で
も
っ
て
終
わ
る
」
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
お
い
て

は
、
悪
は
神
の
外
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
神
の
内
に
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
言
う
。
し
か

し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
語
る
神
は
、
共
に
有
限
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
対
し
て
、
キ
ン
グ
は
鋭
い
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
。
ま
ず
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
対
し
て
は
、
神
の
創
造
を
否
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
の
問
題
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
解
決
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
批
判

す
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
よ
う
な
否
定
は
、
意
識
と
価
値
の
源
泉
の
如
何
な
る
説
明
を
も
与
え
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
性
質
の
統
一
の

説
明
に
失
敗
す
る
」。
ま
た
キ
ン
グ
は
、
こ
う
し
た
安
易
な
解
決
は
、「
善
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
も
失
敗
す
る
」
と
断
言
す
る
（530

）。

こ
れ
と
同
様
に
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
対
し
て
も
厳
し
い
批
判
を
加
え
る
。
ま
ず
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
主
張
す
る
、
悪
の
第

一
の
分
類
（
物
理
的
悪
、
痛
み
、
そ
し
て
死
）
は
被
造
的
有
限
性
の
自
然
的
意
味
で
あ
る
ゆ
え
に
真
の
問
題
を
提
起
し
な
い
と
い
う
考
え

に
対
し
て
、
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
悪
は
被
造
物
の
有
限
性
に
含
ま
れ
る
自
然
的
意
味
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で

は
、
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
も
し
創
造
が
有
限
で
、
ま
た
有
限
性
が
悪
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
神
は

悪
の
創
造
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
考
え
も
到
底
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（530

―531

）。

以
上
の
点
に
加
え
、
キ
ン
グ
は
も
う
一
つ
の
点
を
問
題
と
す
る
。
そ
れ
は
、
神
の
性
質
を
合
理
的
側
面
と
非
合
理
的
側
面
に
分
け
、
悪
を

非
合
理
的
側
面
に
還
元
し
た
こ
と
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
れ
は
神
的
性
質
に
二
元
論
を
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
問
題
で
あ

る
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
そ
の
二
つ
の
側
面
の
関
係
が
十
分
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
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デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
に
依
拠
し
て
、
キ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「〈
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
深
淵
と
し
て
の
神
と
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
神
と

の
間
の
巨
大
な
隔
た
り
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
た
め
、
そ
の
二
つ
の
間
の
接
点
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ど
こ
に
お
い
て

も
、
神
の
性
質
の
こ
の
二
つ
の
側
面
の
関
係
を
十
分
に
は
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
深
淵
と
ロ
ゴ
ス
と
の
間
の
神
秘
は
非
常
に
大
き

い
た
め
、
こ
の
二
つ
が
な
ぜ
神
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
か
、
人
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
〉」（531

）。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
次
項
で
扱
わ
れ
る
一
元
論
か
多
元
論
か
の
問
題
に
お
い
て
、
十
分
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
10
）
一
元
論
対
多
元
論
の
問
題

最
後
に
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
根
本
的
相
違
と
思
わ
れ
る
問
題
を
扱
う
。
そ
れ
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
キ
ン
グ

が
そ
も
そ
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
興
味
を
持
つ
に
至
っ
た
、
そ
の
出
発
点
に
あ
っ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
一
元
論
か
多
元
論
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
五
年
に
バ
ー
モ
ン
ト
州
で
も
た
れ
た
宗
教
セ
ミ
ナ
ー
で
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
分
よ

り
も
一
元
論
的
で
あ
り
、
現
実
主
義
的
で
は
な
く
、
ま
た
人
間
の
レ
ベ
ル
で
は
多
元
論
的
で
あ
り
、
超
越
的
レ
ベ
ル
で
は
一
元
論
的
で
あ
る

と
論
じ
た
。
そ
し
て
自
分
自
身
に
関
し
て
は
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
悪
に
対
し
て
決
し
て
責
任
を
負
う
必
要
の
な
い
究
極
的
多
元
論
」
を

維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
立
場
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と

を
完
全
に
断
ち
切
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
善
と
悪
の
二
元
性
に
立
つ
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
し

か
し
、
キ
ン
グ
に
は
、
こ
の
議
論
に
は
、
両
者
と
も
相
互
の
立
場
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
た
め
、
両
者
の
「
真
の
」
相
違
は
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
真
の
相
違
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が
、
こ
の
博
士
論
文
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
の
一
つ

に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
問
題
に
、
キ
ン
グ
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
結
論
か
ら
言
え
ば
、
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
徹
底
し
た
一
元
論
者
で
あ
り
、
ま
た
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
徹
底
し
た
多
元
論
者
で
あ

り
、
そ
の
結
果
両
者
と
も
他
を
排
除
し
て
い
る
点
で
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
か
が
正
し
い
と
い
う
の
で
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は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
総
合
こ
そ
が
必
要
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
キ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に

ウ
ィ
ー
マ
ン
に
つ
い
て
総
括
す
る
。「
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
そ
こ
で
は
神
は
決
し
て
悪
と
は
見
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
究
極
の
多
元
論
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
。
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
神
は
す
べ
て
の
存
在
の
究
極
的
基
盤
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
強
調
す
る
。
神
は
、
い
く
つ
か
の
究
極

的
実
在
の
一
つ
で
あ
る
」。
そ
れ
に
対
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
は
、「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
、
神
は
一
つ
の
究
極
の
実
在
、
す
べ
て
の

存
在
の
究
極
の
基
盤
で
あ
る
」
と
改
め
て
断
言
す
る
。
し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、
そ
の
見
解
に
基
づ
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
元
論
者
で
あ

り
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
多
元
論
者
で
あ
る
と
語
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
一
層
強
調
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
質
的

に
も
量
的
に
も
」「
究
極
的
一
元
論
」
に
固
執
し
て
お
り
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
こ
れ
ま
た
「
質
的
に
も
量
的
に
も
」「
究
極
的
多
元
論
」
に
固

執
し
て
い
る
と
語
る
の
で
あ
る
（531
）。
こ
の
表
現
が
語
る
こ
と
は
、
今
ま
で
同
様
の
指
摘
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
た
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

も
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
、「
実
在
の
一
面
を
、
他
の
面
を
最
小
限
に
す
る
一
方
で
、
過
度
に
強
調
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（531

―

532

）。
し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、「
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
一
性
を
見
失
う
ほ
ど
多
性
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
多
性

を
見
失
う
ほ
ど
一
性
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
」
と
も
語
る
の
で
あ
る
（532

）。

し
か
し
、
キ
ン
グ
に
と
っ
て
、
こ
の
両
者
の
取
る
極
端
な
観
点
は
、
共
に
健
全
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
性
は
多
性
を

必
要
と
し
て
お
り
、
ま
た
多
性
は
一
性
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
究
極
の
多
元
論
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ

は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
究
極
の
多
元
論
は
、
統
一
へ
の
合
理
的
要
求
を
満
足
さ
せ
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
。
感
覚
―
経
験

は
多
様
で
あ
り
、
ま
た
多
元
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
性
は
一
元
的
で
、
ま
た
体
系
的
で
あ
る
」。
キ
ン
グ
は
、
カ
ン
ト
を
引
き
合
い
に
出

し
て
、
一
元
論
は
理
性
の
最
も
深
い
要
求
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
ブ
ー
ザ
ー
の
言
葉
を
借
用
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「〈
こ
の
宇
宙
に
は
体
系
が
あ
る
。
認
識
は
そ
れ
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
如
何
な
る
究
極
的
体
系
も
、
独
立

し
た
単
位
か
ら
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
体
系
が
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
単
位
は
体
系
に
従
位
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉」

（532

）。
さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
一
元
論
へ
の
要
求
は
、
理
性
の
要
求
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
の
要
求
で
も
あ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
宗
教
的
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礼
拝
者
が
探
求
す
る
主
要
な
物
事
の
一
つ
は
、
す
べ
て
の
多
様
性
を
統
一
へ
と
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
（B

eing

）
で
あ
る
」。
キ

ン
グ
は
、
こ
の
二
つ
の
理
由
（
要
求
）
の
ゆ
え
に
、
宗
教
に
お
い
て
一
元
論
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し

て
、「
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
こ
の
統
一
を
見
出
す
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
は
、
宗
教
的
に
も
知
的
に
も
不
十
分
な
神
概
念
を
彼
に
残
す
」
と
語
る

の
で
あ
る
（532
）。

し
か
し
ま
た
、
反
対
に
、
究
極
的
一
元
論
を
主
張
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
一
元
論
的
体
系
が
ス
ピ
ノ
ザ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「
こ
れ
ら
の
体
系
の
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
有
限
な
個
人
は
存
在
の
統
一
に
飲
み
込
ま
れ
る
。
個
々
の
人
間
は
、
そ
れ
ら
自
身
の
如
何
な
る
実
体
的
性
格
を
も
持
た
な
い
、
一

つ
の
実
体
の
単
な
る
一
時
的
様
式
に
過
ぎ
な
い
」（532

）。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
キ
ン
グ
が
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
一
元
論
的
体
系
に
お
い
て

は
、
人
間
の
個
と
し
て
の
存
在
が
そ
の
体
系
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
実
体
的
性
格
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
キ
ン
グ
が
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
に
は
、
汎
神
論
に
向
か
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、

こ
の
汎
神
論
の
特
色
を
、「
神
を
非
人
格
的
に
し
、
有
限
な
人
格
の
分
離
性
と
独
立
性
を
弱
め
る
」
こ
と
に
見
て
い
る
が
、
キ
ン
グ
は
、
そ

う
し
た
非
人
格
的
神
理
解
と
そ
れ
に
伴
う
人
間
の
人
格
性
の
希
薄
さ
を
、
特
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
存
在
そ
れ
自
体
」
あ
る
い
は
「
存
在
の

力
」
と
い
う
神
概
念
に
見
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
汎
神
論
へ
の
傾
向
は
、
真
の
宗
教
に

大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
真
の
宗
教
は
、
よ
り
人
格
的
な
神
と
の
関
係
を
求
め
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点

に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
真
の
宗
教
は
、
人
間
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の
と
の
形
而
上
学
的
結
合
に
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
間
の
相
互
理
解
の
関
係
、
つ
ま
り
礼
拝
と
愛
の
中
で
そ
れ
自
体
を
表
現
す
る
関
係
に
、
関
心
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
彼

ら
の
明
確
な
個
性
を
維
持
す
る
人
格
（persons

）
間
で
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
人
格
を
絶
対
的
な
も
の
の
単
な
る
一
面
や
一
様

式
に
す
る
こ
と
は
、
真
の
宗
教
的
経
験
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
汎
神
論
は
、
実
践
的
に
も
理
論
的
に
も
、
破
滅
を
招
く
」（532

）。

こ
の
点
は
、
す
で
に
神
の
人
格
性
を
扱
っ
た
と
こ
ろ
で
基
本
的
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
改
め
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
形
而
上
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学
的
・
一
元
論
的
体
系
が
持
つ
汎
神
論
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
格
性
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
あ
る
一
つ
の
矛
盾
を
問
題
と
す
る
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
語
る
自
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。
キ
ン

グ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
人
間
の
本
性
を
自
由
に
認
め
、「『
人
間
は
自
由
を
持
つ
ゆ
え
に
人
間
で
あ
る
』」、
ま
た
「『
自
由
が
人
間
を

人
間
と
す
る
』」
と
語
る
（532

）。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、「
人
間
は
、
あ
る
意
味
で
、
彼
自
身
の
足
で
『
立
つ
』
た
め
に
、

神
的
基
盤
を
離
れ
た
。
彼
は
、
あ
る
程
度
、
神
的
生
の
『
外
』
に
い
る
。『
神
的
生
の
外
に
い
る
こ
と
は
、
実
現
さ
れ
た
自
由
の
中
に
、
も

は
や
本
質
と
結
合
し
て
い
な
い
存
在
の
中
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
』」。
し
か
し
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
不
可
避
的
に
一
つ
の
問

題
が
生
じ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
の
一
元
論
と
人
間
の
自
由
と
の
両
方
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
は
一
元
論
的
体
系
の
中

に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。
自
由
は
形
而
上
学
的
他
者
性
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
一
元
論
的
体
系
に
は
、
有
限
な
人
格

（persons

）
の
側
に
は
如
何
な
る
他
者
性
も
な
い
。
有
限
な
存
在
は
、
無
限
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
る
も
の
の
一
部
で
あ
り
、
一

種
の
論
理
的
必
要
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
」（533

）。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
も
論
じ
る
。「
自
由
が
存
在
す
る
た

め
に
は
、
有
限
な
魂
の
側
に
、
明
確
な
個
性
と
独
立
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
個
的
で
あ
る
こ
と
が
、
徹
底
し
た
一
元
論
で
は
奪
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
一
元
論
は
、
人
格
の
排
他
性
を
弱
め
、
ま
た
人
格
的
存
在
間
の
境
界
線
を
消
し
、
有
限
な
人
間
を
単
に
絶
対
的
な

も
の
の
一
部
に
し
て
し
ま
う
」。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
一
元
論
的
体
系
に
お
い
て
は
、
第
一
に
自
由
な
人
間
が
対
峙
す

る
他
者
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
（
人
間
は
、
い
わ
ば
絶
対
的
な
も
の
に
飲
み
込
ま
れ
、
そ
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
）、
第
二
に
、
そ
の
結
果

人
間
に
は
明
確
な
個
性
と
独
立
性
が
な
い
た
め
に
、
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
キ
ン
グ
は
、「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

体
系
は
、
有
限
な
自
由
の
た
め
に
如
何
な
る
場
所
を
も
も
た
ら
さ
な
い
」
と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
（533

）。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
が
確
保

さ
れ
る
た
め
に
は
、
多
元
論
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
キ
ン
グ
は
、
改
め
て
、「
総
括
す
る
な
ら
ば
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
多
元
論
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
一
元
論
も
、
哲
学
的
、
宗
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教
的
世
界
観
と
し
て
、
不
十
分
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
る
。
と
い
う
の
も
、「
そ
れ
ぞ
れ
現
実
の
一
面
を
過
度
に
強
調
し
、
反
面
も
う
一
つ

の
重
要
な
面
を
全
く
無
視
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
は
、
今
ま
で
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
再
び
、「
解
決
は
一
元
論
か
多
元
論
か
の
ど
ち
ら
か
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
元
論
と
多
元
論
の
両
方
で
あ
る
」
と
語
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
キ
ン
グ
は
単
純
に
両
者
の
総
合
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
質
」
の
問
題
と
「
量
」
の
問
題
が
区
別

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、「
一
方
で
質
的
一
元
論
を
保
持
し
な
が
ら
、
他
方
で
量
的
多
元
論
を
保
持
す
る
」
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
「
可
能
で
あ
る
」
と
語
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
こ
と
が
確
立
さ
れ
て

始
め
て
、「
一
性
と
多
性
は
保
持
さ
れ
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
観
点
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ

の
批
判
と
評
価
を
終
え
て
い
る
。「
そ
の
よ
う
な
観
点
は
、
一
方
で
は
、
個
性
を
非
人
格
主
義
か
ら
守
り
、
ま
た
究
極
の
一
元
論
の
類
型
で

あ
る
、
す
べ
て
を
飲
み
込
む
宇
宙
主
義
（universalism

）
か
ら
守
る
。
他
方
、
そ
れ
は
究
極
的
な
多
元
論
の
攻
撃
に
対
し
て
基
本
的
な
一

元
論
の
考
え
の
正
当
さ
を
立
証
す
る
」（533
）。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
が
抱
く
神
観
念
は
、
質
的
一
元
論
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
量
的
多

元
論
に
開
か
れ
た
神
観
念
で
あ
り
、
そ
う
し
た
神
観
念
は
人
格
神
を
基
本
と
す
る
神
観
念
を
外
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
を
、
キ
ン
グ
は
こ
の
結
論
に
お
い
て
間
接
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
考
察
を
終
え
て
い
る
。

第
4
章　

キ
ン
グ
の
人
格
神
論
と
人
格
主
義
思
想

第
1
節　
博
士
論
文
の
整
理
・
評
価

以
上
に
お
い
て
、
キ
ン
グ
が
行
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
概
念
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
概
念
と
の
比
較
と
評
価
を
検
討
し
た
が
、
改
め
て
そ
こ

ky46208キン�神d.indd   316 10.4.8   4:40:19 AM



317 M・L・キングの神観念と人格主義思想

に
示
さ
れ
た
キ
ン
グ
自
身
の
神
観
念
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

（
1
） 
神
の
存
在
――
キ
ン
グ
も
神
の
存
在
を
全
面
的
に
認
め
る
。
し
か
し
、
神
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
ウ
ィ
ー
マ
ン

の
よ
う
に
、
誰
も
が
否
定
で
き
な
い
が
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
語
る
神
の
本
質
を
大
き
く
損
な
う
定
義
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
は
し

な
い
。
た
と
え
あ
る
制
約
を
こ
う
む
る
危
険
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
キ
ン
グ
は
神
を
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
概
念
で
あ
る
「
人
格

神
」
と
し
て
語
る
。
そ
し
て
人
格
神
で
あ
る
限
り
、
そ
の
神
は
「
存
在
」
す
る
神
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
そ
の
神
は
「
一
存
在
」、

た
だ
し
「
他
の
諸
存
在
を
超
え
る
一
存
在
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

（
2
） 

神
の
人
格
――
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
神
の
人
格
を
否
定
す
る
が
、キ
ン
グ
は
神
を
「
人
格
神
」
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は（
1
）で
見
た
よ
う
に
、
他
の
諸
存
在
を
超
え
る
一
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
有
限
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
い

う
の
も
、
完
全
な
人
格
は
「
無
限
の
絶
対
的
な
存
在
」
の
中
で
始
め
て
見
出
さ
れ
る
た
め
、
人
間
の
人
格
は
限
定
さ
れ
て
い
る

が
、
人
格
自
体
で
あ
る
神
は
如
何
な
る
必
然
的
限
界
も
含
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
こ
そ
神
に
最
も
ふ
さ
わ
し

い
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
概
念
は
、
ど
れ
ほ
ど
崇
高
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
結
局
は
神
を
人
格
以
下
の
も
の
に
し
て
し

ま
う
た
め
、
不
適
切
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
神
と
の
交
わ
り
」
と
「
神
の
善
へ
の
信
頼
」
と
い
う
二
つ
の
「
宗
教
的
価
値
」
を
完

全
に
満
た
し
得
る
の
は
、
人
格
概
念
以
外
に
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
人
格
的
概
念
の
み
が
「
真
の
交
わ
り
と
交
流
」、
す
な
わ

ち
聖
書
が
語
る
「
人
間
の
心
の
最
も
深
い
切
望
に
応
答
す
る
感
情
と
意
志
」
を
表
す
「
生
け
る
神
」
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
神
の
み
が
礼
拝
と
祈
り
の
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
神
の
み
が
真
実
に
善
で

あ
り
、
ま
た
愛
の
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
3
） 

神
の
超
越
と
内
在
――
キ
ン
グ
は
神
の
内
在
を
肯
定
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
な
く
し
て
神
の
実
在
性
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
そ

れ
は
超
自
然
主
義
に
対
す
る
警
告
と
も
矯
正
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
同
時
に
神
の
超
越
も
肯
定
す
る
。
し
か
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し
、
そ
の
超
越
は
、
例
え
ば
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
語
る
「
深
淵
」
と
い
っ
た
よ
う
な
神
の
「
内
に
あ
る
」
性
質
で
は
な
く
、
聖
書
が
語

る
創
造
主
の
よ
う
に
「
外
に
あ
る
」
超
越
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
神
の
内
在
性
と
超
越
性
は
緊
張
を
保
つ
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
4
） 
神
の
超
人
的
性
格
――
キ
ン
グ
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
と
共
に
、
神
の
超
人
的
性
格
を
強
調
し
、
い
か
な
る
意
味
に
お

い
て
も
神
を
人
間
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

（
5
） 

神
の
力
と
知
識
――
キ
ン
グ
は
、
伝
統
的
な
神
の
属
性
の
概
念
で
あ
る
「
全
能
」
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
語
る
「
存
在
の
力
」
と
の
関

連
で
扱
っ
て
い
る
が
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
が
「
力
」
に
つ
い
て
ほ
ぼ
語
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
キ
ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
共
に
「
力
」

の
必
要
性
を
語
る
。
そ
の
内
容
は
、（
7
）の
善
と
の
関
連
で
語
ら
れ
て
い
る
。

（
6
） 

神
の
永
遠
と
遍
在
――
キ
ン
グ
は
神
の
属
性
で
あ
る
「
遍
在
」
を
永
遠
と
の
関
係
で
論
じ
る
が
、
神
は
生
け
る
神
と
し
て
時
間
性

を
持
つ
こ
と
に
同
意
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
こ
と
な
く
し
て
神
の
実
在
性
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
同

時
に
、
永
遠
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
関
連
付
け
て
言
う
な
ら
ば
、「
永
遠
の
価
値

の
保
持
者
」
が
い
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
努
力
は
消
え
去
っ
て
し
ま
い
、
そ
う
し
た
対
象
な
し
に
は
信
仰
は
成
り
立
た
な
い
か
ら

で
あ
る
。

（
7
） 

神
の
善
性
――
キ
ン
グ
は
基
本
的
に
神
は
「
善
」
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
そ
れ
は
、
価
値
自
体
で
は
無
力
で
あ
り
、
ま
た

力
だ
け
で
は
価
値
中
立
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
価
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
関
連
で
、

「
全
能
」
と
は
、「
神
は
善
を
実
現
す
る
力
を
持
ち
、
ま
た
彼
の
目
的
を
実
現
す
る
」
こ
と
と
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
全
能
と

は
、
神
が
思
い
の
ま
ま
に
何
事
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
神
の
目
的
で
あ
る
善
を
実
現
す
る
力
の
こ
と

と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
キ
ン
グ
は
、「
力
」
は
独
裁
的
力
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
絶
え
ず
神
の
「
善
」
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
「
価
値
と
存
在
と
の
二
つ
の
独
立
し
た
概
念
の
総
合
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
。
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（
8
） 

神
の
創
造
的
活
動
性
――
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
共
に
創
造
に
関
す
る
聖
書
の
証
言
を
真
剣
に
は
考
え
て
い

な
い
と
批
判
し
、
伝
統
的
な
創
造
の
教
理
を
肯
定
す
る
。

（
9
） 
善
と
悪
――
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
悪
の
問
題
を
神
が
創
造
主
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
避
け
、
ま
た
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
、
そ
れ
と
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん
で
は
い
る
が
、
悪
を
神
の
「
深
淵
」
の
非
合
理
性
に
見
よ
う
と
す
る
た
め
、
神
自
身

の
中
に
悪
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
キ
ン
グ
は
両
者
共
に
悪
の
問
題
に
対
す
る
十
分
な
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
考

え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
キ
ン
グ
自
身
の
考
え
は
、
次
項
に
委
ね
ら
れ
る
。

（
10
） 

一
元
論
対
多
元
論
の
問
題
――
キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
質
的
・
量
的
一
元
論
を
も
、
ま
た
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
質
的
・
量
的
多
元

論
を
も
退
け
る
。
と
い
う
の
も
、
後
者
は
神
の
絶
対
性
を
失
い
、
理
性
と
宗
教
の
求
め
で
あ
る
「
一
性
」
を
損
な
う
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
前
者
は
人
間
を
絶
対
者
の
中
に
飲
み
込
ま
せ
て
し
ま
い
、
現
実
の
「
多
性
」
を
奪
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
キ

ン
グ
は
、「
質
的
一
元
論
と
量
的
多
元
論
の
総
合
」
を
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
両
者
が
総
合
さ
れ
て
初
め
て
、
神
の
絶

対
性
と
個
々
の
人
間
の
存
在
及
び
自
由
の
両
方
が
保
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
こ
で
キ
ン
グ
は
直
接
触
れ
て
い
な
い
が
、
悪
の

問
題
は
人
間
の
自
由
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
）。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
総
合
は
、
人
格
対
人
格
の
関
係
に
お
い
て
の
み
成

立
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
す
る
と
、
キ
ン
グ
が
明
確
に
人
格
概
念
を
中
心
に
考
察
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
非
人
格
的
な
神
概
念
に
対
し
、
キ
ン
グ
は
人
格
主
義
的
視
点
か
ら
両
者
を
批
判
・
評
価
し
て
い

る
。
ま
た
対
象
と
な
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
一
方
で
非
人
格
的
思
想
と
い
う
共
通
性
を
持
ち
な
が
ら
、
同
時
に
、
両
者
間
に

お
い
て
も
対
照
的
な
相
違
が
あ
り
、し
か
も
そ
れ
は
相
補
う
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
特
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
「
力
」

の
概
念
と
、
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
「
善
」
の
概
念
と
が
相
補
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
関
係
は
人
格
主
義
思
想
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に
よ
っ
て
有
意
義
に
総
合
さ
れ
る
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
結
論
で
述
べ
て
い
る
「
質
的
一
元
論
と
量
的
多
元
論

の
総
合
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
は
、
一
方
で
は
両
者
を
批
判
す
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
両
者
を
総
合
す
る
仕
方
で
、
自
ら

の
人
格
主
義
思
想
の
具
体
的
内
容
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
キ
ン
グ
が
初
め
か
ら
抱
い
て
い
た
明
確

な
意
図
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
キ
ン
グ
は
、
た
ま
た
ま
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
き
っ
か
け
は
、
両
者
の
論
争
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
両
者
に
、
自
分
の
立
脚
す
る
人
格
主
義
思
想
の
最
も
批
判
可
能
な
対
象
を
見

る
と
同
時
に
、
自
分
の
人
格
主
義
思
想
を
最
も
明
確
に
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
対
象
を
も
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
見
通
し
の
下

で
こ
の
両
者
を
選
び
、
博
士
論
文
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ブ
ラ
ン
チ
（Taylor B

ranch

）
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。「
最
終
的
に
キ
ン
グ
は
、
実
質
的
な
危
険
の
な
い
評
価
を
保
証
し
た
主
題
――
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
観
念
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
神
観
念
と
の

比
較
――
を
選
ん
だ
。
…
…
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ウ
ィ
ー
マ
ン
も
共
に
人
格
主
義
者
と
は
反
対
の
超
越
主
義
者
（T

ranscendentalist

）
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
に
と
っ
て
、
こ
の
博
士
論
文
の
結
論
に
は
決
し
て
迷
い
が
な
か
っ
た
。
彼
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン

を
、
彼
ら
の
持
つ
神
観
念
が
非
常
に
単
調
で
あ
り
、
思
弁
的
で
あ
り
、
ま
た
知
的
で
あ
る
た
め
、
宗
教
の
摂
理
へ
の
人
間
の
切
望
に
答
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
批
判
す
る
で
あ
ろ
う
）
77
（

」。
し
か
し
、
こ
の
評
価
は
一
面
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
、
非
人
格
主
義
の
立
場
に
立
つ

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
批
判
し
や
す
い
対
象
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
両
者
を
総
合
す
る
形
で
人
格
主

義
思
想
を
語
り
得
る
こ
と
を
見
た
点
も
十
分
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
明
確
な

構
想
が
こ
の
博
士
論
文
を
成
功
さ
せ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
初
め
に
抱
い
た
こ
の
見
通
し
の
ゆ
え
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
明
確
な
見
通
し
が
、
論
文
全
体
に
そ
の
明
晰
性
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
、

そ
の
点
を
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
も
シ
リ
ン
グ
も
高
く
評
価
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
、
深
刻
な
剽
窃
の
問
題
を

覆
い
隠
し
た
一
因
と
も
言
え
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
キ
ン
グ
は
、
批
判
と
評
価
を
と
お
し
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て
間
接
的
に
自
分
の
信
じ
る
人
格
神
を
語
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
直
接
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
博
士

論
文
の
主
眼
は
、
二
人
の
思
想
家
の
神
概
念
の
比
較
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
批

判
と
評
価
の
具
体
的
基
準
が
初
め
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
一
面
、
や
は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
が
最
初
の

面
接
で
指
摘
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
キ
ン
グ
は
、
そ
の
指
摘
を
受
け
て
も
論
文
を
書
き
改
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
書
き
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
キ
ン
グ

は
非
人
格
的
神
概
念
を
批
判
す
る
こ
と
に
お
い
て
人
格
神
を
語
る
と
い
う
手
法
を
用
い
た
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
人

格
神
と
い
う
の
は
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
礼
拝
と
祈
り
の
実
践
的
応
答
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
た

と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
が
繰
り
返
し
そ
の
視
点
か
ら
非
人
格
的
思
想
を
批
判
し
、
ま
た
人
格
的
思
想
を
擁
護
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
引
用
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
真
の
宗
教
は
、
人
間
的
な
も
の

と
神
的
な
も
の
と
の
形
而
上
学
的
結
合
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
間
の
相
互
理
解
の
関
係
、
つ
ま
り
礼
拝
と
愛
の
中
で
そ
れ
自
体
を
表
現

す
る
関
係
に
、
関
心
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
彼
ら
の
明
確
な
個
性
を
維
持
す
る
人
格
（persons

）
間
で
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

人
間
の
人
格
を
絶
対
的
な
も
の
の
単
な
る
一
面
や
一
様
式
に
す
る
こ
と
は
、
真
の
宗
教
的
経
験
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」（532

）。

こ
う
し
た
礼
拝
と
愛
を
真
に
成
立
さ
せ
る
人
格
間
の
交
わ
り
こ
そ
が
、
人
格
神
を
語
り
得
る
基
盤
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
交
わ
り
は
具
体
的

交
わ
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
体
系
的
に
論
じ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
を
損
な
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ラ
ン
チ
が
、

「
彼
の
博
士
論
文
は
、
人
格
主
義
を
主
題
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
批
判
の
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
戦
略
的
に
選
ぶ
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
」

と
評
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
冷
淡
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、「
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
は
、
キ
ン
グ
に
、
す
べ
て
の
神
学
の
基
準
テ
ス

ト
に
対
し
て
彼
の
人
格
主
義
を
詳
細
に
説
明
す
る
よ
う
時
々
勧
め
た
の
で
は
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
、
賢
明
に
も
、
人
格
主
義
は
体
系
で
あ
る

よ
り
も
信
条
で
あ
る
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
妥
当
な
評
価
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
目
的
か
ら
言
え
ば
、
や
や
問
題
あ
り
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
の
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は
キ
ン
グ
の
神
観
念
の
全
容
で
あ
る
が
、
こ
の
博
士
論
文
か
ら
は
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

今
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
キ
ン
グ
は
体
系
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
た
め
、
一
方
で
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
他
方
、
あ
る
見
通
し
を
持
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
授
業
で
の
ペ
ー
パ
ー
や
説
教
な
ど
を

と
お
し
て
、
あ
る
程
度
そ
の
全
容
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
共
に
、
最
近
の
キ
ン
グ
研
究
を
踏
ま
え
て
見
え
て
く
る
こ
と

は
、
や
は
り
指
導
教
授
で
あ
っ
た
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、「
有
限
的
・
無

限
的
神
（finite-infinite G

od

）」
と
い
う
神
概
念
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
キ
ン
グ
自
身
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
ン
グ
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
神
概
念
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
最
初
の
書
物
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
で
は
エ
ド
ガ
ー
・
S
・
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
と
L
・
ハ
ロ
ル
ド
・
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
の
も
と
で
哲
学
と

神
学
と
を
学
ん
だ
が
、
こ
の
二
人
と
も
わ
た
し
の
思
想
に
つ
よ
い
刺
激
を
あ
た
え
た
。
わ
た
し
が
人
格
主
義
の
哲
学
――
究
極

的
な
実
在
の
意
味
を
知
る
鍵
は
人
格
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
理
論
――
を
ま
な
ん
だ
の
は
、
主
と
し
て
こ
う
し
た
教
師

の
も
と
で
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
格
主
義
的
な
理
想
主
義
は
、
今
日
で
も
依
然
と
し
て
わ
た
し
の
哲
学
上
の
立
場
と
な
っ
て
い

る
。
有
限
で
あ
る
と
同
時
に
無
限
な
人
格
だ
け
が
究
極
的
な
実
在
だ
と
い
う
人
格
主
義
の
主
張
は
、
わ
た
し
の
つ
ぎ
に
の
べ
る

二
つ
の
信
念
を
つ
よ
め
て
く
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ま
ず
、
人
格
神
と
い
う
観
念
の
形
而
上
学
的
な
ら
び
に
哲
学
的
な
基

礎
づ
け
を
あ
た
え
て
く
れ
た
し
、
つ
ぎ
に
、
一
切
の
人
間
の
人
格
の
権
威
と
価
値
の
形
而
上
学
的
な
基
礎
を
あ
た
え
て
く
れ
た

の
だ
）
78
（

（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）。

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
人
格
主
義
思
想
の
中
で
も
特
に
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
「
有
限
的
・
無
限
的
神
」
と
い
う
考
え

に
深
い
共
感
を
覚
え
、
そ
れ
が
キ
ン
グ
の
血
と
も
な
り
肉
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
で
は
、
質
的
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一
元
論
と
量
的
多
元
論
の
総
合
と
し
て
の
神
理
解
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
概
念
に
注
目

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
キ
ン
グ
が
実
際
の
礼
拝
で
語
っ
た
説
教
に
お
い
て
、
キ
ン
グ
の
言
う
人
格
神
が
全
体
的
に
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。

第
2
節　
説
教
に
見
る
キ
ン
グ
の
神
観
念

キ
ン
グ
は
、
説
教
集
『
愛
す
る
力
』（
邦
訳
名
『
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
）
79
（

』）
に
収
め
ら
れ
た
説
教
「
わ
れ
ら
の
神
の
能
力
」
の
中
で
、
神
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
こ
の
宇
宙
に
は
唯
一
の
神
、
力
の
神
が
い
ま
し
、
こ
の
方
は
自
然
と
歴
史
の
う
ち
に
き
わ
め
て
豊
か
な

こ
と
を
行
う
能
力
を
持
ち
給
う
、
と
い
う
確
信
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
確
信
は
、
旧
新
約
聖
書
の
中
で
繰
り
返

し
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
学
的
に
は
、
神
の
全
能
の
教
理
の
中
で
証
し
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
礼
拝
す
る
神
は
、
弱

い
無
能
な
神
で
は
な
い
。
彼
は
、
反
対
勢
力
の
大
波
を
打
ち
し
り
ぞ
け
、
悪
の
巨
大
な
山
々
を
打
ち
崩
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
給
う
。
神
が

有
能
な
方
で
あ
り
給
う
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
証
し
は
、
鳴
り
響
い
て
い
る
の
で
あ
る
」（189

）。
キ
ン
グ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

に
お
い
て
「
全
能
」
と
語
ら
れ
て
き
た
神
に
つ
い
て
語
る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
悪
と
対
峙
し
、
そ
れ
を
退
け
る
「
力
の
神
」
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
悪
と
の
関
連
で
神
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
キ
ン
グ
の
神
観
念
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
キ

ン
グ
は
、
悪
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
人
々
を
、
ま
る

で
空
地
の
雑
草
の
よ
う
に
拭
い
去
っ
て
し
ま
う
無
慈
悲
な
洪
水
や
大
旋
風
。
あ
る
個
人
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
侵
し
て
、
そ
の
生
涯
を
無
意
味

さ
の
悲
劇
的
な
循
環
同
然
に
し
て
し
ま
う
精
神
病
な
ど
の
病
気
。
戦
争
と
い
う
狂
気
の
さ
た
と
、
他
の
人
間
に
対
す
る
人
間
の
非
人
間
的
行

為
の
野
蛮
さ
」（191

）。
キ
ン
グ
は
、
こ
う
し
た
悪
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
関
連
の
中
で
神
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
悪
と
神
と
は
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
悪
の
問
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題
は
、
人
間
の
心
を
い
つ
も
苦
し
め
て
き
た
。
私
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
す
る
悪
の
多
く
が
、
人
間
の
愚
か
さ
と
無
知
と
、
そ
し
て
自
由
の

誤
用
に
よ
る
の
だ
と
い
う
主
張
に
私
の
答
え
を
限
定
し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
以
上
に
は
、
私
は
た
だ
、
神
を
め
ぐ
っ
て
影
の
よ
う
に
神
秘
が

あ
り
、
ま
た
、
今
後
も
常
に
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
え
る
だ
け
で
あ
る
」（191

）。
キ
ン
グ
は
、
悪
の
存
在
を
、
基
本
的
に
は
人
間
の
罪
が
生

み
出
し
た
も
の
と
捉
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
現
実
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
神
秘
と
し
て
理
解
す

る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、「
当
座
は
悪
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、
有
能
な
わ
れ
わ
れ
の
心
に
は
会
得
で
き
な
い
目
的
を
持
っ
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
」
と
語
る
よ
う
に
、
人
間
の
思
い
で
は
捉
え
き
れ
な
い
神
の
意
志
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
は
言
及
し

て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
正
に
神
の
神
秘
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
悪
に
対
峙
す
る
神
を
、
キ
ン
グ
は
大
き
く
三
つ
の
点
か
ら
捉
え
て
い
る
。
ま
ず
キ
ン
グ
は
、「
神
は
物
理
的
な
宇

宙
の
広
大
な
範
囲
を
支
え
る
能
力
が
あ
り
給
う
」（191

）
と
語
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
全
宇
宙
の
支
配
者
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
次
に
キ
ン

グ
は
、「
神
は
す
べ
て
の
悪
の
軍
勢
を
鎮
圧
す
る
能
力
が
あ
り
給
う
」（193

）
と
語
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
キ
ン
グ
は
、
ま
ず
悪
を
「
客

観
的
な
現
実
性
の
あ
る
力
」
と
認
め
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
歴
史
を
顧
み
る
こ
と
に
お
い
て
、「
悪
が
そ
れ
自
体
の
破
壊
の
種
を
う
ち
に

含
ん
で
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
一
見
抵
抗
し
が
た
い
勢
い
で
進
軍
し
て
い
き
な
が
ら
、
正
義
の

軍
勢
の
槌
の
一
撃
で
潰
滅
し
て
し
ま
う
悪
の
軍
勢
の
物
語
で
あ
る
」（193

）
と
見
る
。
ま
た
道
徳
的
観
点
か
ら
も
、「
道
徳
の
世
界
に
は
一

つ
の
法
則
が
あ
る
――
そ
れ
は
、
物
理
的
な
世
界
の
法
則
に
も
似
た
沈
黙
の
見
え
な
い
至
上
命
令
で
あ
り
――
生
と
い
う
も
の
も
た
だ
一
定

の
仕
方
で
働
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
」（193

）
と
見
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
歴
史
に
働
く
こ
の
具
体
的
な
力
を
、
ヒ

ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
、
あ
る
い
は
植
民
地
主
義
に
触
れ
な
が
ら
、
最
後
に
ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
に
言
及
し
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
国
で
は
、
も
っ
と
別
の
、
人
種
差
別
と
い
う
不
正
な
悪
し
き
体
制
が
、
百
年
近
く
に
も
わ
た
っ
て
、
黒
人
に
劣
等
感
を

負
わ
せ
、
そ
の
人
格
を
剥
奪
し
、
生
存
と
自
由
と
幸
福
追
求
と
い
う
生
得
の
権
利
を
拒
否
し
て
き
た
。
差
別
は
黒
人
た
ち
の
重
荷
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
の
恥
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
変
化
の
嵐
は
世
界
的
な
規
模
で
吹
き
始
め
た
の
と
同
様
に
、
わ
が
国
で
も
吹
き
始
め
た
の
だ
。
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次
々
に
起
こ
る
出
来
事
が
徐
々
に
、
人
種
差
別
体
制
の
終
焉
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
人
種
差
別
が
す
で
に
死
ん
で
い
る

こ
と
を
、
確
実
に
し
る
こ
と
が
で
き
る
」（194

―195

）。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
大
変
革
を
、「
不
義
の
中
に
生
ま
れ
、
不
平
等
に
養
わ
れ
、
搾

取
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
体
制
の
消
滅
」
と
捉
え
、
ま
た
そ
れ
を
「
宇
宙
の
道
徳
律
と
調
和
し
な
い
原
理
に
も
と
づ
い
た
体
制
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
も
、
衰
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
、
ま
た
「
神
が
人
間
の
救
済
の
た
め
歴
史
を
通
し
て
働
い
て
お
ら
れ
た
」
こ
と
と
し
て
語
る
の

で
あ
る
（195
）。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
キ
ン
グ
は
、「
神
は
歴
史
上
の
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
征
服
す
る
能
力
を
持
っ
て
お
ら
れ

る
」
と
改
め
て
語
る
の
で
あ
る
（195

）。
さ
ら
に
ま
た
、
道
徳
律
の
関
係
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「
神
は
、
こ
の
宇
宙
の
構
造

そ
の
も
の
の
中
に
、
あ
る
絶
対
的
な
道
徳
律
を
据
え
て
い
給
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
も
破
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
わ
れ
わ

れ
が
そ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
破
壊
し
て
し
ま
う
。
悪
の
諸
力
は
一
時
的
に
真
理
に
打
ち
勝
つ
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
結
局
、
真
理
が
、
そ
の
征
服
者
を
征
服
し
て
し
ま
う
の
だ
」（196

）。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
神
は
何
よ
り
も
こ
の
歴

史
と
世
界
に
あ
っ
て
、
悪
に
対
峙
し
、
悪
を
征
服
す
る
力
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
キ
ン
グ
は
、「
神
は
人
生
の
試
練
と
困
難
に
立
ち
向
か
う
内
面
的
原
動
力
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
能
力
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
」
と

語
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
お
い
て
悪
と
戦
う
神
は
、
一
人
ひ
と
り
の
内
面
に
お
い
て
も
、
人
生
の
試
練
と
困
難
に
立
ち
向
か
う
力
と
し
て

働
く
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
そ
の
こ
と
を
、
具
体
的
に
自
分
の
経
験
を
と
お
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
で
の
バ
ス
ボ

イ
コ
ッ
ト
運
動
の
中
で
起
こ
っ
た
一
つ
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
抗
議
運
動
を
始
め
て
か
ら
、
キ
ン
グ
の
家
に
は
脅
迫
の
電
話
が
か
か
っ

て
く
る
よ
う
に
な
る
が
、
初
め
は
一
過
性
の
も
の
だ
と
思
い
、
あ
ま
り
気
に
も
留
め
な
い
で
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
脅
迫
は
止
む
ど
こ
ろ

か
、
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
晩
、
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
時
に
、
ま
た
も
や
電
話
が
鳴
っ
た
の
で
あ
る
。

電
話
に
出
る
と
、
相
手
は
、「
い
い
か
、
黒
ん
ぼ
、
お
れ
た
ち
は
、
お
前
か
ら
ほ
し
い
も
の
は
全
部
い
た
だ
い
ち
ま
っ
た
ん
だ
。
来
週
に
な

ら
な
い
う
ち
に
、
お
前
は
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
に
来
た
こ
と
を
後
悔
す
る
ぜ
」（199
―200

）
と
凄
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
キ
ン
グ
の
恐

怖
心
は
「
飽
和
点
」
に
達
し
た
と
、
述
懐
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ン
グ
は
、
そ
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
よ
う
と
「
諦
め
の
寸
前
ま
で
」
行
っ
た
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こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
キ
ン
グ
は
疲
労
困
憊
の
中
で
、「
自
分
の
問
題
を
神
に
ゆ
だ
ね
る
決
心
」
を
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
祈
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
は
今
、
自
分
が
正
し
い
と
信
じ
て
い
る
こ
と
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
私

は
恐
れ
て
い
ま
す
。
人
々
は
私
の
指
導
を
頼
り
に
し
て
い
ま
す
。
も
し
私
が
力
も
勇
気
も
な
く
彼
ら
の
前
に
立
て
ば
、
彼
ら
も
た
じ
ろ
い
で

し
ま
う
で
し
ょ
う
。
私
の
力
は
尽
き
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
私
に
は
何
も
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
は
一
人
で
は
問
題
に
立
ち
向
か
え
な

い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
」。
し
か
し
、
こ
う
祈
っ
た
瞬
間
、
キ
ン
グ
は
大
き
な
平
安
と
落
ち
着
き
を
経
験
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
以
前
に
は
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
聖
な
る
お
方
の
臨
在
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
キ
ン
グ
は
、

「
義
の
た
め
に
立
ち
上
が
れ
、
真
理
の
た
め
に
立
ち
上
が
れ
。
神
が
永
遠
に
お
前
の
見
方
で
あ
り
給
う
」
と
い
う
「
内
な
る
声
」
を
聞
い
た

の
で
あ
る
（200

）。
こ
の
神
の
経
験
は
、
キ
ン
グ
に
勇
気
と
希
望
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
日
目
の
晩
に
、
今
度
は
キ
ン
グ

の
家
に
爆
弾
が
投
げ
込
ま
れ
、
そ
の
知
ら
せ
を
聞
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
キ
ン
グ
は
、「
実
に
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
は
爆

破
の
報
を
落
ち
着
い
て
受
け
取
」
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
キ
ン
グ
は
こ
う
語
る
の

で
あ
る
。「
こ
の
宇
宙
に
は
一
つ
の
偉
大
な
恵
み
深
い
力
な
る
方
が
い
ま
し
、
そ
の
名
を
神
と
い
う
」、
そ
し
て
、「
そ
の
方
が
、
道
な
き
と

こ
ろ
に
道
を
開
き
、
暗
黒
の
昨
日
を
輝
か
し
い
明
日
に
変
え
る
能
力
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
」
と
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
悪
（
不
義
）
に
対
峙
し
、
そ
れ
に
打
ち
勝
つ
「
力
の
神
」
を
三
つ
の
点
で
語
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
神

は
、
た
だ
絶
対
的
な
力
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
明
確
な
意
志
を
持
つ
と
同
時
に
、
一
人
ひ
と
り
に
深
く
配
慮
し
、
語
り
か
け
、
そ

し
て
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
、
そ
の
よ
う
な
人
格
的
な
応
答
を
す
る
神
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
タ
イ

福
音
書
一
〇
章
六
節
の
聖
句
「
だ
か
ら
、
へ
び
の
よ
う
に
賢
く
、
は
と
の
よ
う
に
素
直
で
あ
れ
」
に
基
づ
く
説
教
「
強
い
意
志
と
や
さ
し
い

心
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
私
は
最
後
に
、
こ
の
聖
句
の
意
味
を
神
の
ご
性
質
に
当
て
は
め
て
み
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ

れ
の
神
の
偉
大
さ
は
、
意
志
が
強
固
で
あ
る
と
と
も
に
、
心
の
や
さ
し
い
方
で
あ
る
点
に
あ
る
。
ま
た
神
は
、
厳
格
さ
と
温
和
さ
と
い
う
両

方
の
性
質
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
聖
書
は
、
こ
の
二
つ
の
性
質
を
常
に
は
っ
き
り
強
調
し
て
、
神
の
正
義
と
怒
り
に
現
れ
た
強
固
な
意
志
な
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ら
び
に
神
の
愛
と
恵
み
に
示
さ
れ
た
や
さ
し
い
心
を
物
語
っ
て
い
る
。
神
は
、
二
本
の
腕
を
広
げ
て
お
ら
れ
る
。
一
方
の
腕
は
、
非
常
に
強

力
で
、
正
義
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
取
り
込
み
、
も
う
一
方
の
腕
は
、
恵
み
深
く
わ
れ
わ
れ
を
抱
擁
す
る
。
神
は
一
方
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル

を
そ
の
わ
が
ま
ま
な
行
な
い
の
た
め
に
罰
し
給
う
た
正
義
の
神
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
放
蕩
息
子
が
も
ど
っ
た
時
、
い
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど

の
喜
び
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
寛
容
の
父
親
で
い
給
う
」（19

）。

す
な
わ
ち
、
神
は
一
方
で
は
不
義
を
厳
し
く
罰
す
る
正
義
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
深
い
憐
れ
み
を
も
っ
て
人
間
を
抱
擁
す
る

恵
み
の
神
、
寛
容
な
父
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
は
、「
神
は
、
世
界
を
超
越
で
き
る
ほ
ど
意
志
強
固
で
あ
り
、
世
界

の
中
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
心
や
さ
し
い
方
で
あ
る
」
と
も
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
や
さ
し
い
神
は
、
人
間
を
「
苦
悩
や
葛
藤
の

中
に
放
置
し
給
わ
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
暗
闇
の
中
に
わ
れ
わ
れ
を
求
め
、
わ
れ
わ
れ
の
悲
劇
的
な
放
蕩
生
活
の
中
で
、

わ
れ
わ
れ
の
た
め
、
わ
れ
わ
れ
と
と
も
に
苦
し
ん
で
下
さ
る
」
神
な
の
で
あ
る
（19

―20

）。
こ
う
し
た
正
義
と
愛
の
神
こ
そ
が
、
真
実
に
、

人
々
の
苦
悩
に
心
を
砕
き
、
共
に
苦
し
み
、
救
い
の
み
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
、
人
格
神
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
格
神
こ

そ
が
、
礼
拝
に
お
い
て
賛
美
さ
れ
、
ま
た
祈
ら
れ
る
唯
一
の
対
象
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
神
が
悪
の
勢
力
を
征
服
し
給
う
の
が
こ
れ
ほ
ど

遅
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
」（122

）
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
神
は
一
気
に
悪
を
打
ち
砕
か
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
悪
の
存
在
を
認
め

て
い
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
神
義
論
に
も
通
じ
る
問
題
で
あ
る
（122

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
、
も
う
一
つ
の
説
教
「
海
辺

で
の
悪
の
死
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
神
は
、
わ
れ
わ
れ
が
欲
し
て
い
る
よ
う
な
横
暴
な
方
法
で
悪
を
処
理
す
る
な
ら
ば
、

お
そ
ら
く
、
そ
の
究
極
的
な
目
的
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
責
任
あ
る
人
間
で
あ
っ
て
、
機
械
で
は
な
い
。
人
格

で
あ
っ
て
あ
や
つ
り
人
形
で
は
な
い
。
神
は
わ
れ
わ
れ
に
も
自
由
を
与
え
給
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
自
分
の
至
上
権
を
あ
る
程
度
放
棄
さ

れ
、
ご
自
分
に
一
定
の
制
限
を
課
し
給
う
た
。
神
の
子
供
た
ち
は
自
由
に
さ
れ
た
以
上
、
自
発
的
な
選
択
に
よ
っ
て
、
神
の
み
む
ね
を
行
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
は
、
み
む
ね
を
そ
の
子
供
た
ち
に
強
制
す
る
と
同
時
に
、
人
間
の
た
め
の
目
的
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
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な
い
。
神
が
も
し
、
文
字
通
り
の
全
能
に
よ
っ
て
ご
自
身
の
目
的
を
無
効
に
し
給
う
と
す
れ
ば
、
力
よ
り
も
弱
さ
を
表
し
て
お
ら
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
力
は
目
的
を
達
成
す
る
能
力
で
あ
り
、
目
的
を
無
効
に
す
る
行
動
が
弱
さ
だ
か
ら
で
あ
る
」（123

）。

し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、
悪
の
現
実
性
を
認
め
る
と
同
時
に
、
先
の
問
題
を
人
間
の
自
由
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
人

間
を
自
由
な
存
在
と
し
て
創
造
し
た
し
、
ま
た
そ
う
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
神
は
、「
至
上
権
を
あ
る
程
度
放
棄
さ

れ
、
ご
自
分
に
一
定
の
制
限
を
課
し
給
う
た
」
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
神
は
自
ら
を
制
限
し
、
人
間
を
そ
の
働
き
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
を
あ
く
ま
で
も
自
由
な
存
在
と
し
て
扱
う
ゆ
え
に
――
そ
れ
は
、
そ
の
こ
と
が
神
の

目
的
で
あ
る
た
め
に
――
こ
の
世
界
に
は
な
お
悪
の
存
在
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
、
キ
ン
グ
の
神
観
念
の
も
う
一

つ
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
深
く
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
人
格
主
義
思
想
の
影
響
、
特
に
ブ
ラ
イ

ト
マ
ン
の
影
響
を
受
け
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
最
後
に
検
討
し
て
、
キ
ン
グ
の
神
観
念
を
締
め
括
り
た
い
と
思

う
。

第
3
節　
キ
ン
グ
の
神
観
念
と
そ
の
意
義

そ
こ
で
、
改
め
て
、
キ
ン
グ
に
深
い
影
響
を
与
え
た
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
神
観
念
に
戻
り
た
い
と
思
う
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
キ
ン
グ
研

究
者
の
バ
ー
ロ
ー
の
見
解
を
参
考
に
し
た
い
。
バ
ー
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
初
め
、
二
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
ま
で
は
伝
統
的

な
「
有
神
論
的
絶
対
主
義
」（theistic absolutism

）
の
立
場
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
神
の
「
無
限
の
絶
対
的
な
全
能
」
を
主
張
す
る
立
場

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
か
ら
は
そ
れ
を
退
け
、
さ
ら
に
バ
ウ
ン
の
影

響
を
受
け
て
人
格
主
義
思
想
へ
と
向
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
神
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
世
界
の
中
で
戦
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
と
言
う
（
逆
に
言
え
ば
、
も
し
神
が
絶
対
的
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
戦
う
必
要
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は
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
）。
ま
た
、
こ
う
し
た
考
え
に
加
え
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
思
想
的
変
化
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
生
の
痛
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
若
く
し
て
癌
で
亡
く
な
っ
た
愛
す
る
妻
の
死
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
経
験
の
中
で
、

ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
次
第
に
伝
統
的
な
神
概
念
を
退
け
、「
有
限
的
・
無
限
的
神
」
と
い
う
神
概
念
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
最
初
の
体
系
的
な
叙
述
と
な
っ
た
の
が
一
九
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
神
の
問
題
』（T

he Problem
 of G

od

）
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
そ
の
思
想
の
展
開
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
『
神
の
発
見
』（T

he Finding of G
od, 1931

）、『
人
格
と
宗
教
』

（Personality and R
eligion, 1934

）、『
宗
教
哲
学
』（A

 Philosophy of R
eligion

）
へ
と
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
）
80
（

。

そ
れ
で
は
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
が
語
る
「
有
限
的
・
無
限
的
神
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
る
の
か
。
バ
ー
ロ
ー
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。「
神
は
、
た
と
え
ば
、
愛
、
善
、
正
義
に
お
い
て
は
無
限
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
の
力
は
、
神
の
性
質
の
中
に
あ
る
永
遠

の
非
創
造
的
、
非
意
思
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
有
限
で
あ
る
）
81
（

」。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
に
立
ち

返
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
中
心
的
概
念
を
用
い
て
語
る
な
ら
ば
、
神
は
「
善
」
に
お
い
て
は
無
限
で
あ
る
が
、「
力
」
に
お

い
て
は
有
限
で
あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
の
力
は
有
限
で
は
あ
る
と
し
も
、
こ
の
神
は
、「
宇
宙
に
お
い
て
最
も
強
力

な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
善
で
あ
り
完
全
で
あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
根
本
的
な
源
泉
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
、「
永
遠
に
最
高

善
の
達
成
の
た
め
に
戦
う
宇
宙
で
最
も
強
力
な
意
志
」（92
）
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
意
志
は
「
永
遠
に
理
性
と
正
義
に
忠
実
」
な
の
で
あ
る
）
82
（

。

す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
は
、
悪
に
対
す
る
神
の
戦
い
と
そ
れ
を
通
し
て
の
善
の
実
現
を
語
る
こ
と
に
お
い
て
、
善
と
悪
の
二
元
論
に
陥

る
こ
と
を
避
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
そ
の
戦
い
の
不
可
避
性
と
必
要
性
に
注
目
す
る
中
に
あ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
面
を
語

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
と
人
間
と
の
協
働
で
あ
る
。「
こ
の
神
は
苦
し
む
が
、
し
か
し
常
に
そ
れ
を
打
破
す
る
。
障
害
に
直
面
す
る
が
、

し
か
し
創
造
さ
れ
た
人
格
と
の
協
働
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
克
服
す
る
」。
す
な
わ
ち
、
神
は
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
力
を
持
っ
て
一

方
的
に
悪
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
絶
え
ず
悪
と
の
戦
い
の
中
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
そ
の
力
は
有
限
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
、
神
自
体
が
有
限
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
力
の
有
限
性
に
人
間
の
関
与
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
の

ky46208キン�神d.indd   329 10.4.8   4:40:27 AM



330

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
人
間
を
通
し
て
、
い
わ
ば
人
間
と
協
働
す
る
仕
方
で
、
悪
に
対
し
て
戦
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
戦
い

に
お
い
て
善
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
戦
い
は
、
人
間
に
と
っ
て
も
必
然
的
な
戦
い
と
な
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
は
ま
た
同

時
に
神
を
深
く
経
験
す
る
と
き
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
考
え
は
、
キ
ン
グ
の
公
民
権
運
動
の
神
学
的
基
礎
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
キ
ン
グ
自
身
の
言

葉
に
よ
れ
ば
、
キ
ン
グ
は
、
こ
う
し
た
「
有
限
的
・
無
限
的
神
」
思
想
か
ら
人
格
神
の
神
学
的
基
礎
付
け
と
人
格
の
尊
厳
を
学
ん
だ
と
語
っ

て
い
る
が
、
同
時
に
、
自
分
が
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
公
民
権
運
動
の
神
学
的
基
礎
付
け
を
も
得
た
と
思
わ
れ
る
。
キ
ン
グ
は
、
人
格

的
思
想
か
ら
は
一
歩
退
い
て
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非
暴
力
的
抵
抗
運
動
は
、「
宇
宙
は
正
義
に
味
方
す

る
」
と
い
う
確
信
に
基
づ
い
て
い
る
が
、「
こ
う
し
た
確
信
こ
そ
が
、
な
ぜ
非
暴
力
的
抵
抗
者
が
、
報
復
し
な
い
で
苦
痛
を
甘
受
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
正
義
の
た
め
の
闘
い
の
な
か
で
、
彼
が
宇
宙
を
味
方
に
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
人
格
神
を
信
ず
る
こ
と
に
困
難
を
感
ず
る
献
身
的
な
非
暴
力
の
信
奉
者
が
い
る
こ
と
は
事
実

だ
。
だ
が
、
彼
ら
と
い
え
ど
も
、
普
遍
的
な
全
体
の
た
め
に
働
い
て
い
る
何
ら
か
の
創
造
的
な
力
が
存
在
す
る
こ
と
は
信
じ
て
い
る
の
だ
。

わ
た
し
た
ち
が
、
こ
う
し
た
創
造
的
な
力
を
無
意
識
的
な
力
と
名
づ
け
よ
う
と
、
非
人
格
的
な
バ
ラ
モ
ン
と
名
づ
け
よ
う
と
、
比
類
な
き
力

と
無
限
の
愛
を
も
っ
た
人
格
的
存
在
と
名
づ
け
よ
う
と
、
こ
の
宇
宙
の
な
か
に
は
、
現
実
の
ば
ら
ば
ら
な
側
面
を
ひ
と
つ
の
調
和
あ
る
全
体

に
統
一
す
る
た
め
に
働
く
創
造
的
な
力
は
た
し
か
に
存
在
す
る
の
だ
）
83
（

」。

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
キ
ン
グ
が
知
的
遍
歴
を
経
て
辿
り
つ
い
た
人
格
主
義
的
神
観
念
は
、

ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
や
ボ
ス
ト
ン
大
学
で
の
学
び
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
元
々
キ
ン
グ
の
信

仰
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
学
び
を
通
し
て
知
的
に
整
理
さ
れ
、
整
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
キ
ン
グ
研
究
者
の
間
に
見
解
の
対
立
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
詳
論
に
立
ち
入
る
こ
と

は
し
な
い
が
、
結
論
だ
け
を
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
神
学
校
や
大
学
院
で
の
学
び
を
通
し
、
自
ら
が
信
じ
る
人
格
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神
的
神
観
念
が
明
確
に
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

キ
ン
グ
は
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
脈
打
っ
て
い
た
人
類
の
普
遍
的
価
値
と
も
言
え
る
人
格
思
想
を
、
そ
の
学
び
に
お
い

て
取
り
組
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
実
践
に
お
い
て
そ
れ
を
継
承
し
、
そ
の
真
価
を
世
界
に
表
し
た
と
言
え
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
を

と
お
し
て
、
キ
ン
グ
自
身
が
そ
う
し
た
普
遍
的
価
値
を
担
う
思
想
的
流
れ
に
自
ら
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
キ
ン
グ
の
取
り
組
ん
だ
公
民
権
運
動
は
、
人
種
的
、
社
会
的
問
題
の
み
な
ら
ず
、
人
類
の
普
遍
的
問
題
に
も
取
り
組
ん
だ
戦
い
で
あ
っ

た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
の
評
価
が
、
今
後
の
キ
ン
グ
研
究
に
お
い
て
一
層
明
確
に
さ
れ
て
い
く
こ
と

が
、
ま
す
ま
す
大
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

以
上
の
論
述
と
引
用
は
、
以
下
に
拠
る
。T

he Papers of M
artin Luther K

ing, Jr.

（
以
下
、PM

LK
J

と
略
記
す
る
）, II, p. 3

（
2
） Ibid., p. 1

（
3
） Ibid., p. 2

（
4
） Ibid., p. 3

（
5
） R

ufus B
urrow

, Jr., D
od and H

um
an D

ignity: T
he Personalism

, T
heology, and E

thics of M
artin Luther K

ing, Jr., 2006, p. 26.  

バ
ー

ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
レ
は
「
新
人
格
主
義
神
学
者
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
本
人
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人
格
主
義
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弟
子
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は
名
乗
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

（
6
） Ibid., p. 391.  

こ
の
申
請
の
結
果
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学
で
の
初
年
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）
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た
め
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こ
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と
に
な
っ
た
。

（
7
） Ibid., p. 390

（
8
） M
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JP, II, p. 4

（
9
） “C
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een C

ornish R
ogers and D

avid T
helen, ” in: T

he Journal of A
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erican H
istory, vol. 78, no. 1, 1991
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と
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す
る
）, p. 41
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） Taylor B
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erican in the K

ing Years 1954

―63

（
以
下
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と
略
記
す
る
）, p. 90

（
12
） 

後
で
キ
ン
グ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
も
触
れ
る
が
、
当
時
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
教
会
で
は
、
神
学
校
を
出
な
く
て
も
、
教

会
が
行
う
「
説
教
試
験
」（trial serm

on

）
に
合
格
す
れ
ば
、
牧
師
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
牧
師
に

な
っ
て
い
る
。

（
13
） PM

LK
J, II, p. 1

（
14
） PW

, p. 91

（
15
） PM

LK
J, II, p. 5.  

な
お
、
バ
ウ
ン
の
主
な
著
書
と
し
て
、『
思
想
と
知
識
の
理
論
』（1897

）、『
人
格
主
義
』（1908

）
が
あ
る
。

（
16
） Ibid. 

及
びM

artin Luther K
ing, Jr., E

ncyclopedia
（
以
下
、M

LK
JE

と
略
記
す
る
）, 2008, p. 42

―43.  

及
びJam

es John M
cLarney, T

he 

T
heism

 of E
dgar Sheffield B

rightm
an
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以
下
、T

E
SB

と
略
記
す
る
）, 1936. p. x.  

な
お
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
の
主
な
著
書
と
し
て
、『
哲
学
入
門
』

（1925

）、『
神
の
問
題
』（1930

）、『
神
の
発
見
』（1931
）、『
道
徳
法
』（1933

）、『
宗
教
哲
学
』（1940

）、『
自
然
と
価
値
』（1945

）
が
あ
る
。

（
17
） Ibid. 

な
お
、
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
は
そ
の
後
一
九
六
五
年
ま
で
ボ
ス
ト
ン
大
学
で
教
え
た
が
、
そ
れ
以
後
は
ワ
シ
ン
ト
ン
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に
あ
る
ウ
ェ
ス
レ
ー

神
学
校
で
組
織
神
学
を
教
え
、
一
九
七
二
年
に
引
退
し
た
。
彼
の
主
な
書
物
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
生
け
る
教
会
の
神
学
』（1953

）、『
自

由
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
見
た
神
学
の
ケ
ー
ス
』（1959
）、『
責
任
あ
る
自
由
――
キ
リ
ス
ト
者
の
活
動
へ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
――
』

（1971

）、『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
と
正
義
――
良
心
の
逆
説
――
』（1975
）。
な
お
キ
ン
グ
は
、
大
学
院
終
了
後
も
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
と
接
触

を
保
ち
、
一
九
五
六
年
に
は
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
か
ら
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
の
バ
ス
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
に
従
事
し
て
い
た
キ
ン
グ
に
返
信
の
手
紙
が
送

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
が
こ
こ
数
ヶ
月
南
部
で
わ
れ
わ
れ
同
国
民
に
与
え
て
き
た
奇
跡

的
な
指
導
力
を
持
っ
た
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に
、
あ
な
た
の
手
紙
は
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私
に
と
っ
て
、
霊
感
を
新
た
に
す
る
」。「
あ
な
た
が
そ
の
た
め
に
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
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て
い
る
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
、
神
が
あ
な
た
に
勝
利
を
も
た
ら
す
よ
う
に
」。
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あ
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ソ
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文
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（1952

）

（
39
） 『
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
』（C

harles W
. K

egley and R
obert W

. B
retall, ed., T

he T
heology of Paul T

illich, 1952

）（
以
下
、

T
PT

と
略
記
す
る
）
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。

①W
alter M

arshall H
orton, “T

illich ’s R
ole in C

ontem
porary T

heology ”

②G
eorge F. T

hom
as, “T

he M
ethod and Structure of T

illich ’s T
heology ”

③D
avid E

. R
obert, “T

illich ’s D
octrine of M

an ”

④John H
erm

an R
andall, jr., “T

he O
ntology of Paul T

illich ”

（
40
） PM

LK
J, II, p. 340. 

ま
た
以
下
の
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
キ
ン
グ
は
、
序
の
最
初
の
草
稿
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
、
ホ
ル
ト
ン（W

alter 

M
arshall H

orton

）
の
論
文
か
ら
、
一
語
一
句
そ
の
ま
ま
に
盗
用
し
た
」（PM

LK
J, II, pp. 339

―40

）。

（
41
） PM

LK
J, II, p. 340

（
42
） D

H
D

, p. 8

（
43
） 

こ
れ
は
、
以
下
の
出
典
に
よ
る
。L

. H
arold D

eW
olf, “M

artin Luther K
ing, Jr. as T

heologian, ” Journal of the Interdenom
inational 

T
heological C

enter 4, no. 2

（spring 1977

）

（
44
） 

以
上
、D
H

D
, p. 8

（
45
） M

LK
JP, II, p. 339

（
46
） Ibid., p. 340

（
47
） D

H
D

, p. 8

（
48
） 

シ
リ
ン
グ
は
、
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
多
忙
な
牧
会
の
最
初
の
年
に
、
彼
は
毎
日
六
時
か
ら
九
時
ま
で
三
時
間
、
大
き
な
ス
ト
レ
ス
の
中
で
こ
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の
博
士
論
文
を
書
い
た
の
で
あ
る
」（A

JH
, p. 76

）。
た
だ
し
、
こ
の
時
間
に
つ
い
て
の
表
記
は
正
確
で
は
な
い
。
本
文
を
参
照
。

（
49
） W

ally G
. Vaughn, ed., R

eflection on O
ur Pastor D

r. M
artin Luther K

ing, Jr. at D
exter A

venue B
aptist C

hurch, 1954

―1960, T
he 

M
ajority Press, 1999, p. 5

（
50
） K

ing, Stride T
ow

ard Freedom
, 1958, p. 26

（
51
） Taylor B

ranch, Parting the W
aters: A

m
erican in the K

ing Years 1954

―63, pp. 65

―66.  

た
だ
し
、
ブ
ラ
ン
チ
は
、
説
教
試
験
を
行
っ
た

日
に
、
按
手
を
受
け
、
副
牧
師
に
任
命
さ
れ
た
と
話
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
文
に
も
記
し
た
よ
う
に
誤
り
で
あ
る
。

（
52
） Ibid., p. 48

（
53
） C

layborne C
arson &

 Peter H
olloran, ed., A

 K
nock at M

idnight: Inspiration from
 the Serm

ons of R
everend M

artin Luther K
ing, Jr., 

1998, p. 165. “drum
 m

ajor ”
（
鼓
笛
隊
長
）
と
い
う
言
葉
が
注（
54
）の
梶
原
訳
に
お
い
て
「
め
だ
ち
た
が
り
や
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
54
） 

ク
レ
イ
ボ
ー
ン
・
カ
ー
ソ
ン
、
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
ロ
ラ
ン
編
、
梶
原
寿
訳
、『
真
夜
中
に
戸
を
た
た
く
――
キ
ン
グ
牧
師
説
教
集
』、
二
〇
〇
七
年
、

二
〇
七
頁
。
な
お
、
解
題
を
書
い
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
牧
師
は
、
ア
ト
ラ
ン
タ
所
在
の
超
教
派
神
学
セ
ン
タ
ー
の
学
長
で
あ
る
（
同
、
二
〇
九
頁
）。

（
55
） 

同
上
、
二
三
〇
頁
。

（
56
） D

H
D

, p. 9

（
57
） Ibid.

（
58
） Ibid., p. 10

（
59
） 

シ
リ
ン
グ
は
、
一
九
五
三
年
に
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
神
学
研
究
科
の
教
授
会
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
の
第
二
査
読
者
と
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
査
読
を
行
っ
た
の
は
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
行
っ
て
か
ら
ま
だ
日
の
浅
い
時
期
で
あ
っ
た
。
簡
単
に
経
歴
を
紹
介
し
て

お
く
と
、
シ
リ
ン
グ
は
一
九
二
三
年
に
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
ア
ナ
ポ
リ
ス
に
あ
る
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
大
学
を
卒
業
し
、
一
九
三
四
年
に
ボ
ス

ト
ン
大
学
か
らPh.D

.

を
取
得
し
て
い
る
。
博
士
論
文
の
主
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
、
指
導
教
授
は
ブ
ラ
イ
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
。
職
歴
と
し
て
は
、

一
九
三
二
年
か
ら
四
五
年
ま
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
の
い
く
つ
か
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
教
会
で
牧
師
を
務
め
、
そ
の
後
一
九
五
三
年
に
ボ
ス
ト
ン

大
学
に
行
く
ま
で
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
神
学
校
で
教
鞭
を
取
っ
た
。
そ
し
て
一
九
六
九
年
に
ボ
ス
ト
ン
大
学
を
引
退
し
、
そ
の
後
は
メ
リ
ー

ラ
ン
ド
州
の
ギ
ー
ザ
ー
ス
ブ
ル
グ
に
あ
る
引
退
施
設
に
入
る
ま
で
、
多
く
の
神
学
校
で
客
員
教
授
と
し
て
教
鞭
を
取
っ
た
。（JA

H
, p. 63

）

（
60
） 

以
上
の
叙
述
は
、M

LK
JP, II, p. 341

に
よ
る
。
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（
61
） Ibid., p. 333

（
62
） 
以
上
、ibid. pp. 333

―334

（
63
） Ibid., p. 335

（
64
） 

以
上
、ibid.

（
65
） 

以
上
、JA

H
, p. 73

（
66
） Ibid., p. 74

（
67
） Ibid.

（
68
） Ibid., p. 75

（
69
） Ibid.

（
70
） Ibid., pp. 75

―76

（
71
） Ibid., p. 78

（
72
） 

キ
ン
グ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
に
手
紙
を
出
し
、
か
つ
て
自
分
と
同
じ
テ
ー
マ
で
博
士
論
文
を
書
い
た
人
が
い
る
か
ど
う
か
を
尋
ね

て
い
る
。
二
人
の
答
え
は
、
ど
ち
ら
も
「
否
」
で
あ
っ
た
。

（
73
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、『
キ
ン
グ
著
作
集
』
第
二
巻
の
解
説
者
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
ボ
ス
ト
ン
の
教
授
た
ち
は
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
の

教
授
た
ち
と
同
様
に
、
キ
ン
グ
を
、
エ
ッ
セ
イ
や
試
験
や
ク
ラ
ス
で
の
コ
メ
ン
ト
で
、
一
貫
し
た
、
進
化
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
神
学
的
同

一
性
を
示
し
た
、
熱
心
で
才
能
豊
か
な
学
生
と
見
た
。
す
ぐ
れ
た
記
憶
力
や
、
対
立
す
る
諸
観
点
を
総
合
す
る
天
分
に
対
す
る
キ
ン
グ
の
評
判

が
、
キ
ン
グ
が
借
り
物
の
考
え
や
言
葉
に
依
存
す
る
こ
と
を
分
か
り
に
く
く
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
」。PM

LK
J, II, p. 26

（
74
） 

以
下
の
論
述
は
、
基
本
的
に
す
べ
て
博
士
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
るPM

LK
J, II

か
ら
の
引
用
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
論
述
で
あ
る
た
め
、
頁

数
は
そ
の
都
度
す
べ
て
本
文
中
に
記
入
す
る
。

（
75
） 

キ
ン
グ
は
、
こ
こ
で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
相
違
に
言
及
し
て
い
る
が
、
結
論
に
お
い
て
は
、
両
者
の
相
違
を
明
確
に
し
な
が
ら
も
、

む
し
ろ
両
者
の
共
通
性
に
注
目
し
、
両
者
を
批
判
し
て
い
る
。

（
76
） 

こ
こ
で
キ
ン
グ
は
、
両
者
の
象
徴
理
解
の
相
違
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、『
象
徴
』
と
い
う

言
葉
を
い
さ
さ
か
違
っ
た
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ィ
ー
マ
ン
は
、
記
号
（sign

）
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
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意
味
す
る
た
め
に
用
い
る
。
他
方
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
象
徴
は
技
術
的
記
号
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
象
徴
の
基
本
的
特
質
は
、
そ

の
内
的
力
で
あ
る
。
本
物
の
象
徴
は
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
も
の
に
現
実
に
参
与
す
る
。
さ
ら
に
、
真
の
象
徴
は
、
神
の
性
質
に
つ
い
て
何
も
の

か
を
示
す
が
、
そ
の
指
し
示
し
は
、
決
し
て
正
確
で
も
、
非
両
義
的
で
も
、
文
字
通
り
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
人
格
を
神
の
性

質
の
象
徴
的
表
現
と
し
て
語
る
と
き
、
彼
は
こ
こ
に
神
の
性
質
の
間
接
的
指
し
示
し
が
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
」（509

）。

（
77
） Taylor B

rnch, PW
, p. 102

（
78
） 

キ
ン
グ
著
、
雪
山
慶
正
訳
『
自
由
へ
の
大
い
な
る
歩
み
』、
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。
な
お
、
訳
文
で
「
ぼ
く
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
す
べ

て
「
わ
た
し
」
と
直
し
て
あ
る
。
ま
た
「
デ
ヴ
ォ
ル
フ
」
は
「
デ
ィ
ウ
ォ
ル
フ
」
に
直
し
た
。

（
79
） 

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
著
、
蓮
見
博
昭
訳
、『
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
』、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
五
（
一
九
七
四
）。
本
書
か
ら
の
引
用

頁
数
は
、
随
時
本
文
中
に
記
す
。

（
80
） 

以
上
、D

H
D

, p. 91

（
81
） Ibid., p. 92

（
82
） Ibid.

（
83
） 

キ
ン
グ
著
、
雪
山
訳
『
自
由
へ
の
大
い
な
る
歩
み
』
一
二
九
頁
。
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