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163 なぜ日本にキリスト教哲学が必要なのか

な
ぜ
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
が
必
要
な
の
か

茂　
　

牧　

人

今
日
本
の
哲
学
の
世
界
に
お
い
て
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
作
業
は
、
形
而
上
学
的
な
真
理
自
身
の
源
泉
を
探
り
、
そ
の
真
理
を
解
体
す

る
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
年
―
一
九
〇
〇
年
）
は
、『
力
へ
の
意
志
』
に
お
い
て
「
ま
さ
に
事
実
な
る
も
の
は
な

く
、
あ
る
の
は
た
だ
解
釈
の
み
で
あ
る
。
私
た
ち
は
い
か
な
る
事
実
「
自
体
」
も
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
1
（

」
と
述
べ
る
。
ニ
ー
チ
ェ

は
、
こ
こ
で
真
理
や
価
値
が
「
個
人
や
社
会
、
時
代
な
ど
の
視
点
に
相
対
的
な
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
や
価
値
が
生
み
出
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
2
（

」
を
探
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
彼
は
、
真
理
は
〈
力
へ
の
意
志
〉
が
捏
造

し
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
力
は
、
日
本
に
お
い
て
も
二
〇
世
紀
に
お
い
て
決
定
的
と
な
っ
て
お
り
、
形
而
上
学
と
そ
の

真
理
の
解
体
と
い
う
作
業
は
日
常
の
作
業
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
以
降
日
本
の
哲
学
の
状
況
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
真
理
自
身
を
語
る
こ
と
が
大
変
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
真
理
は
破

壊
・
解
体
さ
れ
、
主
体
概
念
自
体
も
、
破
壊
・
解
体
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
中
で
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
が
主
張
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
救
い
主
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
語
り
方

は
、
十
分
に
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
単
に
過
去
の
形
而
上
学
、
つ
ま
り
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
キ
リ
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ス
ト
教
の
形
而
上
学
を
鸚
鵡
返
し
に
語
っ
て
い
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
は
、
既
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ポ
ス
ト
形
而
上
学
の
時
代
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
れ
自
身
語
り
方
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
努
力
の
跡
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

さ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
、
い
つ
も
そ
の
時
代
の
世
界
に
対
し
て
の
弁
証
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
中
世
ス
コ
ラ
学
の
神
学
者
・
哲
学
者
た

ち
は
、
口
角
泡
を
飛
ば
す
ほ
ど
議
論
を
し
た
。
ま
た
命
を
賭
し
て
神
の
た
め
に
闘
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
今
私
た
ち
も
、
こ
の
世
俗
化

し
、
真
理
で
あ
る
神
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
ポ
ス
ト
形
而
上
学
の
時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
る
た
め
に
戦
略
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
日
本
の
哲
学
の
世
界
に
対
し
て
弁
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

弁
証
学
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
始
ま
っ
て
か
ら
す
ぐ
に
起
こ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
は
弁
証
学
と
と

も
に
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
と
も
い
え
る
。
神
学
に
と
っ
て
弁
証
学
は
、
神
学
の
横
に
並
ん
で
い
る
学
問
分
野
で
は
な
く
、
本
質
的
に
内
在

的
な
学
な
の
で
あ
る
。
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
学
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
対
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
会
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
一
九
世
紀
の
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
以
降
の
神
学
者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
世
俗
化
の
進
む
近
代
社
会

と
調
停
す
る
と
い
う
課
題
を
考
え
抜
い
た
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
自
身
は
、
そ
れ
を
教
義
学
と
哲
学
と
の
調
停
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い

た
。
そ
し
て
宇
宙
と
い
う
超
越
に
対
す
る
「
絶
対
依
存
の
感
情
」
を
説
い
た
。
ト
レ
ル
チ
は
、
産
業
革
命
に
よ
る
社
会
の
変
化
に
と
も
な
い

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
教
養
人
の
み
な
ら
ず
労
働
者
も
含
む
文
化
と
の
調
停
の
問
題
と
し
て
感
じ
取
っ
て
い
る
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
観
念

論
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
宗
教
を
価
値
体
験
と
し
て
み
る
歴
史
的
・
心
理
学
的
方
法
と
を
綜
合
し
て
、
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
主
張
し

て
い
る
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
に
入
り
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
近
代
人
に
対
し
て
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
痛
切
に
感
じ
取
り
、
そ
こ
か
ら
諸
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
人
間
の
理
性
の
内
に
あ
る
問
い
と
啓
示
に
現
れ
た
答
え
と
の
相
関
の
方

法
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
故
人
間
の
実
存
の
内
に
問
わ
れ
る
限
り
で
、
啓
示
の
答
え
を
受
け
取
ろ
う
と
し
た
。
彼
は
、
既
に
聖
書
の
諸
命
題

を
繰
り
返
す
こ
と
に
は
意
味
を
見
出
さ
な
い
。
時
代
の
状
況
に
生
き
て
実
存
す
る
人
間
の
た
め
の
福
音
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
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た
神
学
的
人
間
学
の
伝
統
も
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
な
ど
は
、
人
間
の
理
性
は
、
神
の
生
命
に
敵
対
す
る
誤
り
を
犯
し
う
る
と

と
も
に
同
時
に
神
へ
の
憧
憬
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
伝
統
は
ブ
ル
ト
マ
ン
へ
と
流
れ
込
む
。
彼
は
、
人
間
は
そ
の
実
存

に
お
い
て
福
音
と
理
性
と
の
結
合
点
に
な
り
う
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
神
学
と
哲
学
が
結
合
で
き
る
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
）
3
（

。

総
じ
て
近
代
の
弁
証
学
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
と
批
判
者
と
の
間
に
対
話
を
可
能
に
す
る
共
通
基
盤
）
4
（

」
を
構
築
す
る
必
要
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。
同
じ
土
俵
の
上
で
相
手
の
思
想
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
。
あ
る
い
は
、
批
判
者
自
身
の
内
の
主
張
の
成
就
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
元
来

果
た
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
哲
学
者
と
し
て
こ
こ
で
ポ
ス
ト
形
而
上
学
時
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

れ
は
や
は
り
信
仰
と
理
性
と
の
間
に
共
通
の
地
盤
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
つ
ま
り
弁
証
学
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
で
あ

る
。
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
も
哲
学
的
な
真
理
を
追
い
求
め
る
と
き
に
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
主
張
す
る
真
理
と
重
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
）
5
（

。
そ
し
て
真
理
を
破
壊
・
解
体
す
る
立
場
の
哲
学
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
真
理
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
証
し
、
弁
証
し
て

い
く
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
を
論
じ
る
者
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
批

判
し
た
形
而
上
学
を
前
提
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
仕
方
で
共
通
の
真
理
の
地
盤
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
作
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
二
〇
世
紀
の
哲
学
者
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
の
思
索
を
用
い
な
が
ら
弁
証
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

で
は
組
織
神
学
と
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
と
の
違
い
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
と
い

う
こ
と
で
同
じ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
組
織
神
学
は
、
あ
く
ま
で
も
啓
示
の
福
音
に
つ
い
て
神
学
的
に
弁
証
す
る
。
逆
に
一
般
の
哲
学
は
、
一

般
的
な
人
間
や
世
界
に
つ
い
て
理
性
的
に
根
拠
を
問
う
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
は
、
信
仰
の
内
容
を
で
き
る
限
り
一
般
的

人
間
の
理
性
的
論
証
の
領
域
に
お
い
て
弁
証
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
は
、
一
般
の
哲
学
と
神
学
と
の
間
で

弁
証
学
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
信
仰
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
る
作
業
を
遂
行
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
信
仰
を

前
提
に
し
な
い
人
々
へ
の
弁
証
と
い
う
も
の
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
れ
故
第
一
節
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
初
期
の
諸
著
作
や
「
現
象
学
と
神
学
」（
一
九
二
七
年
）
で
述
べ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
基
に
し

た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
哲
学
と
の
緊
張
関
係
を
も
と
に
、
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
あ
り
方
を
示
す
。
そ
れ
は
形
而
上
学
批
判
と
い
う
こ
と
を
軸

に
し
て
神
学
と
哲
学
が
出
会
う
場
所
を
設
定
す
る
。
さ
ら
に
第
二
節
で
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
遡
り
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
は
、
歴
史
的
で
事

実
的
な
生
を
扱
う
哲
学
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
理
論
化
を
拒
み
、
さ
ら
に
近
代
の
主
客
対
立
の
構
図
に
よ
っ
て
は
扱
い
え
な

い
こ
と
を
論
証
す
る
。
実
を
い
う
と
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
遂
行
し
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
形
而
上
学
の
破
壊
・
解
体
の
作
業
で
あ
り
、
現
象

学
的
解
体
と
呼
ば
れ
て
い
る
作
業
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
作
業
は
ル
タ
ー
の
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
の
読
解
か
ら
着
想
し
た
こ
と
を
論

証
す
る
。
今
私
た
ち
は
、
ル
タ
ー
が
、
栄
光
の
神
学
と
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
形
而
上
学
批
判
を
行
い
、
十
字
架
の
神
学
を
主
張
し
た
こ
と

を
思
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
信
仰
の
事
実
的
生
の
分
析
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
を
遂
行
す
る
課
題
を
見
抜
く
。
第
三
節
で

は
、
そ
の
十
字
架
の
神
学
の
中
の
十
字
架
で
の
赦
し
の
分
析
を
哲
学
的
に
論
理
化
す
る
作
業
を
行
う
。
十
字
架
の
赦
し
は
、
逆
説
の
論
理
、

弁
証
法
的
論
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
逆
説
の
論
理
を
パ
ス
カ
ル
や
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
神
学
論
集
か
ら
跡
づ
け
て
み
た
い
。
第

四
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
事
実
的
生
の
分
析
の
背
後
ま
た
弁
証
法
的
な
論
理
の
背
後
に
、
否
定
神
学
的
な
神
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
論
証
し
た
い
。
こ
こ
で
否
定
神
学
の
歴
史
に
遡
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
の
無
底
（U

n
g

ru
n

d

）
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
の
脱
根
底
・
深
淵

（A
b

g
ru

n
d

）
の
概
念
を
分
析
し
て
い
く
。
こ
の
分
析
作
業
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
単
な
る
一
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
陥
っ
て
し
ま
う

形
而
上
学
を
克
服
す
る
地
点
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
終
わ
り
に
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
特
徴
と
問

題
点
を
整
理
し
て
、
今
後
の
課
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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第
一
節　

神
学
と
哲
学
の
区
別
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
役
割

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
初
期
の
こ
ろ
か
ら
、
神
学
の
役
割
と
哲
学
の
役
割
を
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
関
す
る
現
象
学
的
解
釈
』（『
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
』
第
六
一
巻
（
一
九
二
一
／
二
二
年
冬
学
期
講
義
）
6
（

））
に
お
い
て
、「
哲
学
は
、
そ
の

徹
底
し
た
、
自
己
自
身
へ
と
立
て
ら
れ
た
問
う
こ
と
（F

rag
lich

k
e

it

）
に
お
い
て
原
理
的
に
無
・
神
論
的
（a

-th
e

istisch

）
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（G

A
6

1
, 1

9
7

）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、「
哲
学
の
問
い
は
、
無
神
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、a

-th
e

istisch
 

と
い
う
言
葉
に
ハ
イ
フ
ン
が
入
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
だ
単
な
る
無
神
論
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
有
神
論
で
あ
ろ
う
と
無
神
論
で
あ
ろ
う
と
そ
も
そ
も
神
論

（T
h

e
ism

u
s

）
と
い
う
も
の
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
7
（

。
つ
ま
り
神
論
と
い
う
形
而
上
学
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」（
一
九
二
二
年
秋
）
に
お
い
て
、「
哲
学
は
原
則
的
に
無
神
論
的
で
あ
る
」
と
述
べ
、
以
下

の
よ
う
に
注
釈
を
つ
け
る
。

「
無
神
論
的
」
と
い
っ
て
も
、
唯
物
論
や
そ
の
た
ぐ
い
の
理
論
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
。
自
分
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
自

ら
わ
き
ま
え
て
い
る
哲
学
は
、
み
な
、
生
の
釈
意
の
事
実
的
な
様
態
で
あ
る
以
上
、
神
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
予
感
を
ま
だ

も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
哲
学
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
生
の
自
己
帰
還
が
、
宗
教
的
に
み
れ
ば
、
神
に
対
し
て
手
向
か
う
こ
と
が

あ
る
の
を
知
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
う
し
て
こ
そ
、
哲
学
は
、
誠
実
に
、
す
な
わ
ち
哲
学
た
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
よ
く
駆
使
し
う
る
可
能
性
に
即
し
て
、
神
の
前
に
た
つ
こ
と
に
な
る
。
無
神
論
的
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
宗
教
を
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も
っ
ぱ
ら
論
評
す
る
だ
け
の
安
易
な
配
慮
に
は
手
を
染
め
な
い
、
の
謂
い
で
あ
る
。
だ
い
た
い
宗
教
哲
学
と
い
う
発
想
自
体
、

と
り
わ
け
そ
れ
が
人
間
の
事
実
性
を
度
外
視
す
る
と
な
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の
不
条
理
で
は
あ
る
ま
い
か
）
8
（

。

つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
哲
学
が
無
神
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、
哲
学
が
形
而
上
学
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
っ
て
、
決
し
て
神
に
つ
い
て
ほ
か
の
論
じ
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
・
神
論
の

こ
と
を
、
M
・
ユ
ン
グ
は
、「
方
法
的
無
・
神
論
（d

e
r m

e
th

o
d

isch
e

 A
-T

h
e

ism
u

）
9
（s

）」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
哲
学
の
論
及
す
る
範
囲
と
宗
教
の
論
及
す
る
範
囲
を
分
離
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
哲
学
が
宗
教
の
領
域
に
つ
い

て
安
易
に
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
つ
ま
り
形
而
上
学
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
か
え
っ
て
存
在
も
神
も
う
ま
く
論
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
が
人
間
の
生
の
事
実
性
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
宗
教
を
論
じ
る
哲
学
が
可
能
で
あ
る
と
い

う
。
だ
か
ら
哲
学
は
、
方
法
的
無
・
神
論
で
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
形
而
上
学
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
形
而
上
学
の

神
を
否
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
決
し
て
生
け
る
信
仰
の
神
や
信
仰
の
生
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
別
の
箇
所
で
、「
私
は
、
哲
学
を
し
て
い
る
限
り
宗
教
的
に
ふ
る
ま
わ
な
い
が
、
哲
学
者
と
し
て
は
宗
教
的
な

人
間
で
あ
り
う
る
」（G

A
6

1
, 1

9
7

）
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
哲
学
と
宗
教
（
神
学
）
は
別
個
の
領
域
で
あ
り
、
両
者
を
混

同
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
人
間
の
生
の
事
実
性
を
論
じ
る
哲
学
に
徹
す
る
と
き
に
は
信
仰
の
生
と
い
う
も
の
を
論
じ
う
る
し
、
そ
の
と
き
神

の
前
に
よ
く
た
ち
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
と
っ
て
も
い
い
箇
所
で
あ
る
。

初
期
の
こ
ろ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
す
で
に
形
而
上
学
批
判
を
行
っ
て
お
り
、
存
在
（
生
）
と
神
と
を
混
同
し
て
、
神
に
つ
い
て
客
観
的

に
論
じ
る
存
在
・
神
・
論
を
禁
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
こ
の
当
時
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
な
ど
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
の
影
響
を
受
け

て
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
基
盤
と
す
る
形
而
上
学
的
な
思
弁
を
行
う
哲
学
を
拒
否
し
て
、
そ
れ
に
よ
ら
な
い
人
間
の
生
の
事
実
性
、
信
仰
の
生

の
事
実
性
を
論
じ
る
哲
学
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
故
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
神
学
を
、
形
而
上
学
の
よ
う
に
思
弁
の
王
国
に
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
神
を
存
在
と
混
同
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
神
を
最
高
の
存
在
者
と
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
生
け
る
神
と
は
な
ら
な
い
。
信
仰
の
神
は
、
哲
学
の
神
と
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
学
は
、
聖
書
に
も
ど
っ
て
信
仰
の
生
の
事
柄
を
忠
実
に
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

哲
学
も
、
最
高
の
存
在
者
と
し
て
の
神
を
論
じ
る
こ
と
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
哲
学
は
、
無
・
神
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
事
実
的
生
を
取
り
出
す
作
業
を
行
う
。
そ
れ
は
、
主
観
性
の
形
而
上
学
に
支
え
ら
れ
た
客
観
的
理
論
的
な
態
度
で
は
取

り
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
概
念
を
借
り
て
事
実
的
生
を
分
析
す
る
こ
と
に

な
る
。

そ
れ
故
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
形
而
上
学
的
な
思
弁
を
否
定
し
、
ま
た
形
而
上
学
に
支
え
ら
れ
た
主
観
・
客

観
・
関
係
に
よ
る
理
論
構
築
を
否
定
し
、
本
来
の
神
学
は
聖
書
の
信
仰
の
生
へ
と
戻
り
、
哲
学
は
事
実
的
生
の
分
析
へ
と
戻
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
、
形
而
上
学
へ
と
陥
ら
な
い
た
め
に
、
そ
の
領
域
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
哲
学
は
、
無
・
神
論
あ
る
い
は
方
法
的
無
・
神
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
本
来
の
神
、
本

来
の
存
在
を
論
じ
る
場
所
を
確
保
で
き
る
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
形
而
上
学
批
判
と
い
う
こ
と
を
軸
に
し
て
、
神
学
と
哲
学

は
か
え
っ
て
緊
密
な
関
係
を
描
き
う
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
神
学
の
議
論
を
よ
り
人
間
の
事
実
的
生
の
普
遍
的
な
構
造
を
論
じ
る
哲
学
に
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
間
の
事
実
的
生
を
論
じ
る
哲
学
は
、
神
学
と
文
化
、
キ
リ
ス
ト
教
と
世
俗
世
界
と
を
調
停
し
て
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義

を
一
般
的
な
次
元
で
論
証
し
、
弁
証
す
る
次
元
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
現
象
学
と
神
学
」（
一
九
二
七
年
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
立
場
は
変
わ
ら
な
い
。
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
者
性
・
信
仰
の
生
（C

h
ristlich

-

k
e

it

）
を
扱
う
の
で
存
在
者
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
は
、
存
在
論
的
で
あ
り
、
両
者
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（G
A

9
, 5

2

）
10
（f.

）。
神
学
は
、
決
し
て
思
弁
的
な
神
学
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
信
仰
を
土
台
と
し
た
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
哲
学
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が
神
学
を
補
正
し
う
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
神
学
が
思
弁
的
な
神
学
へ
と
堕
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
本
来
の
信
仰
の
実
践
を
土
台
と
し

た
思
索
へ
と
修
正
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
基
づ
く
形
而
上
学
を
批
判
し
つ
つ
、
神
学
は
信
仰
の
事
柄
を
、
ま
た
哲
学
は
一
般
的

な
人
間
の
生
の
事
実
性
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
神
学
と
哲
学
は
共
同
作
業
が
で
き
る
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
現
象
学

と
神
学
」
で
は
、
罪
（S

ü
n

d
e

）
と
い
う
概
念
が
た
だ
信
仰
を
前
提
と
す
る
神
学
の
中
で
問
題
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
は
負
い
目

（S
ch

u
ld

）
と
い
う
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、「
ま
す
ま
す
根
源
的
に
ま
す
ま
す
適
切
に
真
正
な
意
味
で

存
在
論
的
に
現
存
在
一
般
の
根
本
体
制
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
す
ま
す
根
源
的
に
た
と
え
ば
負
い
目
の
概
念
が
把
握
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
一
層

一
義
的
に
負
い
目
の
概
念
が
、罪
の
神
学
的
開
陳
に
と
っ
て
の
導
き
の
糸
と
し
て
機
能
し
う
る
で
あ
ろ
う
」（G

A
9

, 6
4

）
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
哲
学
は
よ
り
一
般
的
な
形
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
内
容
を
弁
証
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
先
ほ
ど
論
じ
た
信
仰
の
事
実
的
生
・
キ
リ
ス
ト
者
性
（C

h
ristlich

k
e

it

）
と
い
う
言
葉
を
そ
の
後
も
よ
く
用
い
て
い
る
。

例
え
ば
彼
は
、「
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
『
神
は
死
ん
だ
』」（
一
九
四
三
年
）
で
も
、「
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
西
洋
の
人
間
と

そ
の
近
代
文
化
の
形
成
の
内
に
お
け
る
教
会
と
教
会
の
権
力
要
求
の
歴
史
的
、
世
界
的
―
政
治
的
現
象
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト

教
と
新
約
聖
書
の
信
仰
の
キ
リ
ス
ト
者
性
・
信
仰
の
生
（C

h
ristlich

k
e

it

）
と
は
、
同
じ
も
の
で
は
な
い
」（G

A
5

, 2
1

9

）
11
（f.

）
と
述
べ
て
、
教

会
と
い
う
制
度
を
支
え
る
形
而
上
学
的
な
思
弁
的
な
神
学
や
哲
学
を
拒
絶
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で
キ
リ
ス
ト
教
す
べ
て
を
拒
絶
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
信
仰
の
事
柄
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
性
・
信
仰
の
生
と
い
う
も
の
を
掬
い
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
言
付
け
加
え

る
な
ら
ば
、
そ
の
思
索
が
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
出
来
事
・
性
起
（E

re
ig

n
is

）
の
思
索
と
な
る
の
で
あ
る
。

実
を
い
う
と
信
仰
の
生
の
事
実
性
が
、
あ
ら
ゆ
る
神
学
や
哲
学
の
営
み
に
先
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
学
も
哲
学
も
信
仰
の
生
の
事
実

性
に
基
づ
い
て
こ
そ
本
来
の
作
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
形
而
上
学
批
判
と
い
う
こ
と
を
軸
に
し
て
、
神
学
と
哲
学
の

親
縁
性
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
哲
学
は
、
一
般
的
な
人
間
の
生
の
事
実
性
の
構
造
を
示
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す
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
の
世
の
対
す
る
弁
証
の
一
翼
を
担
い
う
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
二
節　

信
仰
の
生
の
事
実
性
の
省
察
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学

で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
か
に
し
て
人
間
の
生
の
事
実
性
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
節
で
引
用
し
た
『
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
関
す
る
現
象
学
的
解
釈
』（
一
九
二
一
／
二
二
年
冬
学
期
講
義
）
や
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」（
一
九
二
二
年
秋
）
の
前
の
年
に
行
わ

れ
た
「
宗
教
現
象
学
入
門
」（
一
九
二
〇
／
二
一
年
冬
学
期
講
義
）
と
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
」（
一
九
二
一
年
夏
学

期
講
義
）
の
講
義
録
に
お
い
て
そ
れ
が
判
明
す
る
。
そ
こ
で
新
約
聖
書
と
り
わ
け
パ
ウ
ロ
の
書
簡
を
用
い
た
信
仰
の
生
の
分
析
に
お
い
て
明

ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
後
者
の
講
義
録
に
お
い
て
そ
の
信
仰
の
生
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
剔
出
で
き

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
生
を
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
分
離
し
よ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
を
得
ら
れ
た
の
は
、
実
は
ル
タ
ー
の
研

究
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
詳
し
く
み
て
い
こ
う
と
思
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ま
ず
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
に
お
い
て
生
の
事
実
性
と
い
う
こ
と
を
新
約
聖
書
の
信
仰
の
生
の
事
実
性
か
ら
取
り
出
そ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
性
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、「
哲
学
の
道
の
出
発
点
は
、事
実
的
生
で
あ
る
」（G

A
6

0
, 

1

）
12
（0

）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
時
期
既
に
彼
は
、
哲
学
が
単
な
る
理
論
的
な
態
度
に
よ
る
形
而
上
学
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
事
実
性
と
は
、
歴
史
性
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
事
実
的
」
と
い
う
こ
と
は

「
歴
史
的
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（G

A
6

0
, 9

）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
事
実
的
・
歴
史
的
な
生
は
、
決
し
て
自
然
科
学
の
よ
う
な
客

観
的
・
理
論
的
態
度
に
よ
っ
て
は
扱
え
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
象
は
、「
遂
行
（V

o
llzu

g

）」
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
生
の
事
実
性
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
現
象
学
に
期
待
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し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
観
察
に
よ
っ
て
取
り
出
せ
る
の
で
は
な
く
、
遂
行
を
そ
の
ま
ま
遂
行
と
し
て
摘
出
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
方

法
を
考
案
し
て
い
る
。
つ
ま
り
生
の
「
い
か
に
（w

ie

）」
を
問
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
彼
は
「
形
式
的
告
知
（fo

rm
ale

 A
n

ze
ig

e

）」（G
A

6
0

, 5
5

）
と
い
う
方
法
で
遂
行
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
形
式
的
告
知
に
よ
っ

て
理
論
化
し
客
観
化
す
る
以
前
の
事
実
的
な
生
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
形
式
化
（F

o
rm

alisie
ru

n
g

）」

と
い
う
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
「
一
般
化
（G

e
n

e
ralisie

ru
n

g

）」
と
は
区
別
で
き
る
。
一
般
化
は
、「
赤
」
か
ら
「
色
」
へ
、

「
色
」
か
ら
「
感
性
的
質
」
へ
と
い
う
ふ
う
に
類
に
即
し
た
一
般
化
で
あ
り
、
事
象
を
理
論
化
・
客
観
化
す
る
方
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

形
式
化
は
連
関
意
味
（B

e
zu

g
ssin

n

）
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
形
式
化
は
生
の
生
動
性
を
残
し
た
ま
ま
本
質
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
が
、
後
に
解
釈
学
的
な
方
法
へ
と
彫
琢
さ
れ
て
い
く
。

さ
て
そ
の
よ
う
な
形
式
的
告
知
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
信
仰
の
事
実
的
生
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二

つ
の
分
析
を
挙
げ
て
お
こ
う
と
思
う
。

そ
の
一
つ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
」
に
お
け
る
「
肉
の
と
げ
」（
一
二
・
七
）
の
分
析
で
あ
る
。
自

分
の
弱
さ
を
誇
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
自
分
の
身
体
に
一
つ
の
と
げ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の

箇
所
を
主
の
再
臨
（
パ
ル
ー
シ
ア
）
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
主
の
再
臨
は
、
絶
対
的
な
苦
悩
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
弱
い

と
い
う
こ
と
、
生
の
困
窮
に
耐
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
神
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

理
解
す
る
と
こ
ろ
の
パ
ウ
ロ
の
経
験
の
理
解
の
中
に
は
、
苦
し
み
や
弱
さ
の
中
に
神
の
恩
恵
を
感
じ
取
る
真
の
喜
び
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る

見
解
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
分
析
、
ま
た
パ
ウ
ロ
の
苦
し
み
、
不
自
由
、
危
険
、
死
に
近
い
こ
と
、
刑
罰
、
逮
捕
と
い
っ
た
こ
と
か
ら

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
不
安
」
の
分
析
が
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
不
安
の
内
に
神
と
の
関
係
が
築
か
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
遂
行
の
中
に
生
を
見
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
第
二
に
は
「
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」
を
分
析
し
て
「
い
つ
パ
ル
ー
シ
ア
（
再
臨
）
は
遂
行
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
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い
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
事
実
的
生
は
時
間
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
時
間
と
は
、
決
し
て
時
計
で
測
れ
る
よ
う

な
時
間
で
は
な
く
、
遂
行
に
よ
っ
て
い
る
時
間
で
あ
る
。「
い
つ
パ
ル
ー
シ
ア
が
来
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
一
見
す
る
と
カ
レ
ン
ダ
ー
や

時
計
で
計
測
可
能
な
日
時
を
意
味
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
時
間
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
パ
ル
ー
シ
ア
に
対
し
て
予
想
・
期
待
（E

r
w

artu
n

g

）
を
問
題
と

は
で
き
な
い
と
い
う
（G

A
6

0
, 1

0
2

）。
予
想
・
期
待
な
ら
客
観
的
な
日
時
が
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

パ
ル
ー
シ
ア
は
、「
突
然
や
っ
て
く
る
」（
五
・
三
）
と
か
「
主
の
日
は
盗
人
の
よ
う
に
や
っ
て
く
る
」（
五
・
四
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

パ
ル
ー
シ
ア
は
、
そ
の
人
の
生
の
遂
行
と
関
係
す
る
。
キ
リ
ス
ト
者
が
生
き
る
時
間
は
、
客
観
的
な
時
間
で
は
な
い
。「
い
つ
」
は
、
カ
レ

ン
ダ
ー
や
時
計
で
測
れ
る
時
間
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
っ
て
予
測
さ
れ
、
自
由
に
処
理
さ
れ
う
る
時
間
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
分
の
実
存
的

な
態
度
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
主
の
日
は
盗
人
の
よ
う
に
や
っ
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
人
間
は
本
来
の
自
己
を
取
り
戻
す
の

で
あ
る
）
13
（

。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
終
末
論
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
主
の
再
臨
に
対
す
る
人
々
の
態
度
決
定
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
的
生
の
根
本
特
徴
は
、
耐
え
ざ
る
不
確
実
さ
・
不
安
定
さ
、
つ
ま
り
不
安
な
の
で
あ
る
。「
パ
ル
ー
シ
ア
が
い
つ
か
」
と
い
う
問
い
に

対
す
る
パ
ウ
ロ
の
答
え
は
、「
目
覚
め
て
い
る
こ
と
」「
冷
静
で
あ
る
こ
と
」
の
要
請
と
な
る
の
で
あ
る
（G

A
6

0
, 1

0
5

）。

こ
の
よ
う
な
時
間
把
握
を
、ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、ク
ロ
ノ
ス
と
カ
イ
ロ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
時
間
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
（G

A
6

0
, 

1
0

2

）。
ク
ロ
ノ
ス
は
、
今
の
点
の
系
列
と
し
て
の
時
間
で
あ
り
、
客
観
的
に
把
握
可
能
、
計
算
可
能
、
予
測
可
能
な
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
カ
イ
ロ
ス
は
、
瞬
間
と
し
て
の
時
間
で
あ
り
、
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
自
分
が
本
来
的
次
元
へ
と
連
れ
出
さ
れ
る
時
間
な
の
で

あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
事
実
的
生
の
分
析
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
分
析
を
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
か
ら
み
て
み
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
事
実
的
生
、

カ
イ
ロ
ス
に
支
え
ら
れ
た
不
安
の
中
に
あ
る
生
を
確
か
に
把
握
し
て
い
た
と
す
る
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、「
神
の
享
受
（fru

itio
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D
e

i

）」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
こ
の
事
実
的
生
を
隠
蔽
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
、
こ
の
神
の
享
受
に
お
い
て
は
、
永

遠
不
変
の
も
の
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（G

A
6

0
, 2

7
1

）。
こ
こ
で
は
神
は
最
高
善
あ
る
い
は
美
そ
れ
自
身
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
静
寂
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
的
生
の
中
に
あ
る
不
安
の
中
の
生
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
の
よ
う
な
分
析
を
し
て
し
ま
う
の
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響
の

も
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
も
っ
て
い
た
生
の
概
念
を
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
よ
っ
て
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
生
の
事
実
性
を
静
寂
主
義
に
よ
っ
て
取
り
除
き
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
永
遠
の
存
在
の
中
で
の
安
住
に
し
て
し
ま
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

こ
の
こ
と
を
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
ギ
リ
シ
ア
化
（G

räzisie
ru

n
g

）
と
い
っ
て
い
る
（G

A
6

0
, 6

）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
解
釈
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

既
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
生
連
関
は
、
そ
の
生
が
表
現
さ
れ
る
方
向
に
関
し
て
特
別
の
ギ
リ
シ
ア
の
現
存
在
の
解
釈
及
び
概

念
（
術
語
）
に
よ
っ
て
と
も
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
環
境
世
界
に
お
い
て
熟
し
た
。
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
ま
た
使
徒
の
時

代
ま
た
特
に
教
父
哲
学
の
時
代
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
世
界
へ
と
入
り
込
ん
で
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
遂
行
さ
れ
た

（G
A

6
1

, 6

）。

さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
事
実
的
生
を
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
以
降
ギ
リ
シ
ア
哲

学
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
理
論
化
が
進
ん
だ
と
い
う
分
析
、
つ
ま
り
信
仰
の
事
実
的
生
を
析
出
す
る
た
め
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
取
り

除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
分
析
は
、
あ
る
種
の
形
而
上
学
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
現
象
学
的
解
体
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
は
こ
の
現
象
学
的
解
体
と
い
う
作
業
は
、
ル
タ
ー
の
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
（H

e
id

e
lb

e
rg

e
r D

isp
u

tatio
n

）」（
一
五
一
八

年
）
の
研
究
か
ら
着
想
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
、
そ
の
第
一
九
テ
ー
ゼ
で
「
神
の
「
見
え
な
い
本
質
が
」、「
造
ら
れ
た
も
の
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に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
認
め
る
」（
ロ
マ
一
・
二
〇
）
者
は
、
神
学
者
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
第
二
〇
の

テ
ー
ゼ
で
「
だ
が
、
神
の
見
え
る
本
質
と
「
神
の
う
し
ろ
」（
出
エ
ジ
三
三
・
二
三
）
と
が
、
受
難
と
十
字
架
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と

認
め
る
者
は
、
神
学
者
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述
べ
る
。「
見
え
な
い
本
質
が
造
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
認
め
る
」

哲
学
・
神
学
と
は
、「
栄
光
の
神
学
（th

e
o

lo
g

ia g
lo

ria

）」
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
ス
コ
ラ
学
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き

た
哲
学
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
こ
の
哲
学
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
こ
の
ル
タ
ー
の
考
え
か
ら
現
象
学
的
解
体
の
作
業
を

着
想
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
神
の
う
し
ろ
」
を
受
難
と
十
字
架
で
理
解
す
る
神
学
は
、「
十
字
架
の
神
学
（th

e
o

lo
g

ia cru
cis

）」
と
呼
ば

れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
神
学
こ
そ
、
信
仰
の
生
の
事
実
性
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
者
性
（C

h
ristlich

k
e

it

）
を
扱
う
神
学
と
な
る
と
い
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ル
タ
ー
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
徹
底
的
に
中
世
哲
学
と
中
世
哲
学
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
を
批
判
す
る
。

そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
十
字
架
の
神
学
の
立
場
に
た
っ
て
自
ら
の
信
仰
の
事
実
的
生
の
省
察
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
）
14
（

。

以
上
で
わ
か
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
通
俗
的
に
理
解
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
基
盤
に
し
た
形
而
上
学
を
ル
タ
ー
と
と
も
に
徹
底

的
に
批
判
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
信
仰
の
事
実
的
生
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
。
神
学
は
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
事
実
的
生
を
考
察
す
る
学
と

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
哲
学
は
、
そ
の
信
仰
の
事
実
的
生
の
基
盤
に
あ
る
一
般
的
な
人
間
の
事
実
的
生
の
構
造
を
取
り
出

す
作
業
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

今
我
々
の
課
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
構
築
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
神
学
と
哲
学
と
の
間
に
あ
る
十
字
架
の
神
学
と
し
て
の
キ

リ
ス
ト
教
哲
学
と
し
て
、
信
仰
の
事
実
的
生
の
一
般
的
・
普
遍
的
構
造
を
取
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
筆

者
は
、
信
仰
の
事
実
的
生
の
二
つ
の
一
般
的
・
普
遍
的
側
面
を
取
り
出
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
こ
こ
か
ら
少
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
離
れ
、

も
っ
と
広
く
哲
学
・
神
学
の
歴
史
の
中
か
ら
そ
の
構
造
を
照
ら
し
出
し
た
い
。
一
つ
は
、
十
字
架
の
神
学
の
中
に
あ
る
十
字
架
の
罪
の
赦
し

の
逆
説
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
十
字
架
の
神
学
の
中
に
あ
る
「
神
の
う
し
ろ
」
と
い
う
概
念
の
根
本
と
な
る
哲
学
的

な
構
造
で
あ
る
無
底
（U

n
g

ru
n

d

）
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
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第
三
節　

十
字
架
の
赦
し
の
逆
説
的
論
理

信
仰
の
生
の
事
実
性
を
よ
り
一
般
的
に
語
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
ル
タ
ー
に
倣
っ
て
、
十
字
架
の
赦
し
の
逆
説
を
よ
り
普
遍
的
な
形
で
呈

示
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
パ
ス
カ
ル
（
一
六
二
三
年
―
一
六
六
二
年
）
の
『
病
の
善
用
を
神
に
求
め
る
祈
り
）
15
（

』
の
分
析
か
ら
考

察
し
よ
う
。
こ
の
著
作
は
、
メ
ナ
ー
ル
版
に
よ
る
と
、
パ
ス
カ
ル
晩
年
の
四
年
間
の
病
気
の
間
、
さ
ら
に
限
定
す
れ
ば
、
病
気
が
小
休
止
し

て
活
動
を
開
始
し
た
一
六
六
〇
年
秋
以
降
の
作
品
で
あ
り
、
聖
書
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
神
秘
思
想
の
三
つ
の
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
品
は
、
パ
ス
カ
ル
自
身
が
つ
け
た
一
五
の
断
章
か
ら
な
る
。

病
気
の
中
に
あ
っ
て
少
し
快
復
し
た
晩
年
の
パ
ス
カ
ル
は
、
自
分
の
病
の
中
に
神
の
恩
恵
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
神
の
恩
恵
の
み
に
よ
っ

て
生
き
よ
う
と
す
る
パ
ス
カ
ル
の
信
仰
の
生
の
息
遣
い
の
聴
こ
え
て
く
る
小
品
で
あ
る
。
自
分
が
こ
れ
ま
で
の
健
康
な
体
を
た
だ
世
俗
の
愉

楽
の
た
め
に
用
い
て
き
た
こ
と
を
懺
悔
し
て
い
る
。
こ
の
世
の
す
べ
て
の
こ
と
は
、
罪
の
赦
し
と
い
う
神
の
恩
恵
を
知
る
き
っ
か
け
に
は
な

ら
な
い
。
あ
る
い
は
教
会
の
中
の
洗
礼
を
受
け
た
人
た
ち
、
聖
餐
に
預
か
る
人
た
ち
も
、
健
康
を
こ
の
世
で
の
楽
し
み
に
用
い
て
い
る
。
今

パ
ス
カ
ル
が
病
の
中
に
い
る
の
は
、
こ
の
世
に
関
わ
る
す
べ
て
の
事
柄
を
放
棄
し
て
、
神
の
み
前
に
進
み
出
る
た
め
の
準
備
で
あ
る
。
こ
の

病
の
苦
し
み
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
で
の
苦
し
み
を
感
じ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
の
憐
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
病
と

傷
と
苦
し
み
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
神
の
恩
恵
を
感
じ
取
ろ
う
と
し
て
、
こ
の
病
と
傷
を
嘉
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
祈
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
病
の
最
善
の
用
い
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
神
に
祈
る
小
品
で
あ
る
。

こ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
、
病
と
い
う
普
通
否
定
的
に
し
か
評
価
で
き
な
い
も
の
を
契
機
に
し
て
、
神
の
恩
恵
を
知
ろ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
病

を
善
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
は
、
信
仰
の
生
に
よ
っ
て
し
か
理
解
し
え
な
い
逆
説
的
・
弁
証
法
的
論
理
で
あ
る
。
つ
ま
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り
、
十
字
架
に
か
か
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
と
受
難
に
よ
っ
て
、
罪
の
贖
い
と
赦
し
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
逆
説
と
リ
ン
ク
し

て
い
る
と
い
え
る
。

パ
ス
カ
ル
は
、
第
Ⅹ
節
で
、「
私
の
罪
の
た
め
の
自
然
の
痛
み
と
、
あ
な
た
の
恩
恵
に
よ
る
あ
な
た
の
霊
の
慰
め
を
合
わ
せ
て
感
じ
た
い

の
で
す
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
本
来
の
状
態
だ
か
ら
で
す
。
慰
め
な
し
に
痛
み
を
感
じ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
私
の
痛
み
と
、
あ
な
た

か
ら
の
慰
め
を
と
も
に
感
じ
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
る
。
こ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
、
自
分
の
病
の
痛
み
や
苦
し
み
の
内
に
、
神
の
恩
恵
と
慰
め
を

感
じ
取
ろ
う
と
す
る
。
む
し
ろ
神
の
恩
恵
と
慰
め
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
間
の
病
や
痛
み
や
苦
し
み
の
内
で
し
か
な
い
と
い
っ

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
人
間
の
そ
の
よ
う
な
否
定
的
・
消
極
的
な
、
避
け
て
通
り
た
い
病
と
い
う
様
態
と
神
の
恩
恵
と
慰
め
を
感
じ
取

る
こ
と
と
が
相
即
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
説
的
な
信
仰
の
論
理
で
し
か
理
解
し
え
な
い
事
柄
で
あ
る
。

な
ぜ
信
仰
の
論
理
は
、
逆
説
的
な
論
理
と
な
る
の
か
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
神
の
恩
恵
自
身
が
、
逆
説
的
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
な
ん
の
罪
も
な
い
神
の
一
人
子
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
で
苦
し
み
・
痛
み
・
受
難
す
る
と
い
う
こ
と

の
う
ち
に
、
人
間
の
罪
を
贖
い
、
赦
す
と
い
う
働
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
罪
の
な
い
者
が
、
罪
人
と
し
て
十
字
架
に
か
か
る
と
い

う
逆
説
が
あ
り
、
そ
の
逆
説
つ
ま
り
罪
の
な
い
者
が
、
十
字
架
で
受
難
と
死
を
迎
え
る
と
い
う
逆
説
の
故
に
人
間
す
べ
て
の
罪
を
贖
い
、
赦

し
う
る
と
い
う
働
き
を
遂
行
で
き
る
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
そ
の
元
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
が
、
全
く
神
で
あ
り
、
同
時
に
全
く

人
間
で
あ
る
と
い
う
神
性
と
人
間
性
を
同
時
に
も
っ
て
い
る
逆
説
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
与
る
形
で
、
人
間
は
、
病
の
中
に
、
苦
し
み

や
痛
み
の
中
に
神
の
恩
恵
と
慰
め
を
感
じ
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
に
、
パ
ス
カ
ル
は
、
第
Ⅲ
節
で
、
次
の
よ
う
に
祈
る
。「
こ
の
世
か
ら
離
れ
、
た
だ
ひ
と
り
あ
な
た
の
み
前
に
進
み
出
る
よ

う
に
、
主
よ
、
こ
の
病
の
中
に
あ
っ
て
、
一
種
の
死
の
中
に
自
分
が
い
る
よ
う
に
み
な
し
、
あ
な
た
の
哀
れ
み
に
よ
っ
て
私
の
心
が
回
心
す

る
こ
と
を
願
う
た
め
に
、
こ
の
世
か
ら
離
れ
、
私
の
執
着
の
す
べ
て
の
対
象
を
失
い
、
た
だ
ひ
と
り
あ
な
た
の
み
前
に
進
み
だ
さ
せ
て
く
だ

さ
い
」、
と
。
つ
ま
り
こ
こ
で
パ
ス
カ
ル
が
省
察
し
て
い
る
の
は
、
病
と
い
う
中
に
あ
っ
て
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
執
着
し
て
き
た
こ
の
世
の
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も
の
を
す
べ
て
放
棄
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
へ
の
執
着
を
す
べ
て
取
り
除
き
、
神
の
前
に
立
つ
と
き
に
の

み
、
神
の
恩
恵
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
無
に
な
る
と
き
に
、
神
が
自
分
自
身
を
満
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
病
を
善
用
し
た
い
と
祈
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
、
あ
る
種
の
逆
説
が
あ
る
。
病
に
よ
っ
て
自
分
の
こ
の
世
へ
の
関
心
を
す
べ
て
放
棄
で
き
る
、
そ
の
瞬
間
に
神
の
恩
恵
を
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
こ
れ
が
パ
ス
カ
ル
が
感
じ
取
っ
た
神
の
恩
恵
を
感
じ
取
る
信
仰
の
事
実
的
生
の

逆
説
的
論
理
で
あ
る
。
確
か
に
私
た
ち
は
、
病
に
陥
っ
た
と
き
、
自
分
で
は
支
配
し
て
き
た
も
の
を
支
配
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
ら
を
放
棄

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
本
来
の
自
分
の
姿
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
パ
ス
カ
ル
の
病
を
善
用
す
る
と
い
う
逆
説
の
論
理
は
、
確
か
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
に
お
け
る
赦
し
と
和
解

の
逆
説
の
論
理
に
負
っ
て
い
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
和
解
の
赦
し
と
和
解
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、『
キ
リ
ス

ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
）
16
（

』
に
お
い
て
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
罪
と
赦
し
の
間
に
は
一
つ
の
超
え
が
た
い
裂
け
目
、
人
間
に
と
っ
て
異
質
無
縁
の
法
廷
が
あ
っ
た
」（H

. 3
5

5

）
と
述
べ

る
。
つ
ま
り
罪
の
赦
し
は
、
人
間
自
身
の
な
せ
る
業
で
は
な
い
。
や
は
り
そ
れ
は
全
き
神
で
あ
り
、
同
時
に
全
き
人
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
と
い
う
お
方
に
よ
っ
て
の
み
な
せ
る
業
で
あ
る
。
た
だ
イ
エ
ス
の
み
が
、
赦
し
と
和
解
と
を
自
ら
の
「
愛
と
生
命
の
充
実
」（H

. 3
5

4

）

の
内
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
を
信
じ
る
人
間
の
内
に
神
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
的
な
も
の

に
対
す
る
信
仰
が
可
能
に
な
る
と
も
述
べ
る
の
で
あ
る
が
（H

. 3
8

2
）。

と
こ
ろ
で
こ
の
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
十
字
架
の
罪
の
赦
し
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
論
理
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
と

生
命
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
般
的
な
生
命
と
い
う
概
念
の
考
察
を
元
に
し
て
い
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

他
人
の
生
命
を
破
壊
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
を
拡
大
し
た
と
思
い
込
む
犯
罪
の
妄
想
は
、
あ
た
か
も
友
人
と
し
て
マ
ク
ベ
ス
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の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
バ
ン
コ
ォ
ー
が
、
殺
さ
れ
て
も
滅
ぼ
し
つ
く
さ
れ
て
し
ま
わ
ず
に
、
次
の
瞬
間
に
は
、
饗
宴
の
仲
間

と
し
て
で
は
な
く
、
悪
霊
と
し
て
席
に
つ
い
た
の
と
同
じ
く
、
傷
つ
け
ら
れ
た
生
命
か
ら
断
ち
切
ら
れ
た
霊
が
犯
罪
者
に
向

か
っ
て
立
ち
現
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
犯
罪
者
は
自
分
が
他
人
の
生
命
を
相
手
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は

生
命
か
ら
分
か
れ
て
も
別
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
彼
は
生
命
を
敵
に
代
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
今

に
し
て
初
め
て
損
な
わ
れ
た
生
命
に
敵
対
す
る
威
力
と
し
て
犯
罪
者
に
向
か
っ
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
し
て
彼
が
虐
待
し
た
よ
う

に
、
彼
を
虐
待
す
る
（H

. 3
4

2
f.

）。

つ
ま
り
、「
殺
人
者
は
、
自
分
が
相
手
の
命
を
奪
っ
た
と
思
っ
て
い
る
が
、
実
は
、
命
を
奪
わ
れ
た
相
手
が
殺
人
者
に
向
か
っ
て
現
れ
て

き
て
、
殺
人
者
の
心
と
命
を
蝕
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
生
命
は
生
命
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
生
命
と
い
う
も
の
は
固
有
の
神
性
の

内
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（H

. 3
4

3

）。
マ
ク
ベ
ス
は
、
バ
ン
コ
ォ
ー
を
殺
し
た
後
、
バ
ン
コ
ォ
ー
の
霊
に
苦
し
み
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
人
間
の
命
が
奥
深
い
と
こ
ろ
で
他
の
人
間
の
命
と
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
も
そ
も
生
命

と
は
、
神
の
内
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
命
が
神
の
も
と
に
繋
が
っ
て
い
る
事
実
を
元
に
罪
の
赦
し
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
。

罪
の
赦
し
と
い
う
の
は
ど
こ
で
可
能
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
愛
の
内
で
の
み
和
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
同
士

を
結
び
つ
け
る
命
と
い
う
こ
と
と
人
間
の
罪
を
赦
す
愛
と
い
う
こ
と
を
同
じ
深
み
で
語
ろ
う
と
す
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
自
ら
十
字

架
に
か
か
り
、
自
分
の
命
を
奉
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
罪
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
命
を
投
げ
出
す
と
い
う
こ
と
で
、
自

分
の
所
有
物
、
自
分
の
こ
の
世
で
の
位
置
づ
け
、
こ
の
世
と
の
関
わ
り
す
べ
て
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
し
み
と
痛
み
の
中
に
、
他

者
の
苦
し
み
や
痛
み
、
ま
た
罪
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
神
の
生
命
の
中
で
イ
エ
ス
の
苦
し
み
と
痛
み
が
、

他
者
の
苦
し
み
と
痛
み
と
共
鳴
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
キ
リ
ス
ト
自
身
は
、
何
の
罪
を
も
犯
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
何
も
罪
を
犯



180

し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
神
性
が
、
今
受
難
と
死
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
全
く
犠
牲
に
し
て
、
放
棄
す
る
と
き
に
、
他

者
の
す
べ
て
の
命
に
関
わ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
神
の
命
の
犠
牲
に
よ
り
、
人
間
の
命

が
赦
さ
れ
、
救
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
自
己
を
維
持
す
る
た
め
に
一
切
を
放
棄
す
る
可
能
性
で
あ
る
。

『
自
分
の
命
を
愛
す
る
者
は
、
そ
れ
を
失
う
（
が
、
こ
の
世
で
自
分
の
命
を
憎
む
者
は
、
そ
れ
を
保
っ
て
永
遠
の
命
に
至
る
）』（
ヨ
ハ
ネ

一
二
・
二
五
）。
こ
う
し
て
最
も
高
い
負
い
目
の
な
さ
と
最
も
高
い
負
い
目
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
運
命
を
超
え
た
状
態
と
最
高
の
最
も
不
幸
な

運
命
と
が
合
一
し
う
る
」（H

. 3
5

0

）﹇
丸
括
弧
内
は
筆
者
が
付
加
し
た
﹈。
十
字
架
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
犠
牲
と
死
と
は
、
自
ら

の
一
切
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
命
と
通
じ
、
受
け
容
れ
、
自
ら
と
他
者
に
永
遠
の
命
を
授
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
人

間
の
こ
の
世
の
命
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
永
遠
の
命
に
与
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
命
は
、
こ
う
し
て
愛
の
内
に
あ
る

と
き
に
神
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
逆
説
の
論
理
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
不
幸
が
は
な
は
だ
し
く
大
き
く
な
っ
て
、
彼
の
運
命
す
な
わ
ち
生
命
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
る
こ
の
自
己
滅
却
が
彼
を
駆
り
立
て
て
、

彼
が
完
全
に
空
無
の
中
に
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
こ
う
し
て
最
も
完
璧
な
運
命
を
も
自
分
で

自
分
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
運
命
を
越
え
た
こ
と
に
な
る
」（H

. 3
5

0

）。
自
分
自
身
を
無
に
す
る
と
き
に
、

他
者
の
命
と
も
神
の
命
と
も
と
も
に
あ
る
こ
と
を
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
十
字
架
に
お
い
て
一
切
を
失
っ
た
。
そ
の
と
き
神

と
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
人
々
の
命
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
実
は
パ
ス
カ
ル
が
、
病
の
分
析
の
中
で
、
自
ら
の
こ
の
世
で
の
執
着
を
一
切
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
神

の
慰
め
と
恩
恵
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
で
あ
り
人
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
自
身
が
、
自
ら
の

命
を
放
棄
す
る
と
き
に
、
神
と
一
致
し
、
人
々
に
永
遠
の
命
を
授
け
る
こ
と
の
で
き
る
権
能
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
「
異
質
の
法
廷
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
存
在
と
神
の
存
在
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
人

間
に
は
、
神
的
な
も
の
を
宿
し
て
も
い
る
。「
い
か
な
る
人
間
そ
の
も
の
の
中
に
も
光
と
命
が
あ
り
、
人
間
は
す
べ
て
光
の
所
有
で
あ
る
。

…
…
こ
う
し
て
神
的
な
も
の
に
対
す
る
信
仰
は
自
分
の
天
性
の
神
性
か
ら
生
じ
る
」（H

. 3
8

2

）
と
も
い
え
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
神
の

赦
し
の
逆
説
の
論
理
は
、
思
考
に
よ
っ
て
捉
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
愛
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
。「
考
え
ら
れ
た
も
の
は
愛
せ

ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
」（H

. 3
6

2

）
の
で
あ
り
、
こ
の
赦
し
と
和
解
の
原
理
は
、
概
念
の
統
一
で
は
な
く
、
精
神
の
合
一
な
の
で

あ
る
。

今
パ
ス
カ
ル
と
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
を
考
察
し
て
、
そ
こ
に
愛
に
よ
る
逆
説
の
論
理
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
決
し
て
哲
学

あ
る
い
は
形
而
上
学
の
論
理
で
は
な
く
、
愛
の
論
理
、
精
神
の
論
理
な
の
で
あ
り
、
信
仰
の
事
実
的
生
の
息
遣
い
な
の
で
あ
る
。

第
四
節　

無
底
と
し
て
の
神

今
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
は
、
逆
説
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た
信
仰
の
生
の
機
微
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上

の
死
に
よ
っ
て
罪
が
贖
わ
れ
る
構
造
は
、
パ
ス
カ
ル
の
病
気
に
お
け
る
一
切
の
放
棄
に
よ
る
神
の
慰
め
の
受
容
と
い
う
構
造
と
基
本
的
に
一

致
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
内
容
を
人
間
の
一
般
的
な
構
造
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
神
学
と
哲
学
の
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
で
あ
る
。

し
か
し
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
こ
の
信
仰
の
生
の
事
実
性
を
支
え
る
神
自
身
の
考
察
を
行
い
た
い
と
思
う
。
し
か
も
そ
の
神
の
考
察
は
、
こ
れ

ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
元
に
す
る
形
而
上
学
的
、
存
在
・
神
・
論
的
な
考
察
で
は
な
く
、
つ
ま
り
神
を
自
己
原
因
（cau

sa su
i

）
と
し
て

み
る
近
代
の
形
而
上
学
の
見
方
で
も
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
第
三
節
で
示
し
た
よ
う
な
信
仰
の
生
の
息
遣
い
を
明
る
み
に
も
た
ら
す
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こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
私
た
ち
人
間
を
神
へ
の
信
仰
へ
と
導
き
、
私
た
ち
を
神
へ
と
向
か
わ
せ
る
よ
う
に
導
く
恩

恵
を
賜
る
神
理
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
そ
の
よ
う
な
神
の
考
察
と
し
て
無
底
（U

n
g

ru
n

d

）
と
し
て
神
を
み
る
シ
ェ
リ
ン
グ

の
考
察
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、『
人
間
的
自
由
の
本
質
）
17
（

』
と
い
う
著
作
の
中
で
、
悪
の
起
源
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
哲
学
の
中
で
は
弁
神
論
あ

る
い
は
、
神
義
論
と
い
わ
れ
る
伝
統
の
中
で
の
議
論
で
あ
る
。
な
ぜ
神
が
創
造
し
た
こ
の
世
界
に
悪
が
あ
る
の
か
。
こ
の
神
は
悪
の
原
因
で

あ
り
う
る
の
か
。
シ
ェ
リ
ン
グ
も
も
ち
ろ
ん
神
に
悪
の
原
因
が
あ
る
と
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
は
人
間
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
神

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
間
接
的
に
悪
の
根
拠
は
神
の
内
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
神
の
中
の
二
つ
の
働
き
を
み
て
、
そ
の
働
き
か
ら
悪
の
間
接
的
な
起
源
を
探
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
二
つ
と
は
、

「
実
存
す
る
限
り
で
の
存
在
者
」（S

. 2
4

9
）
と
「
た
ん
に
実
存
の
根
底
で
あ
る
限
り
で
の
存
在
者
」（S

. 2
4

9

）
で
あ
る
。
簡
単
に
い
っ
て

「
実
存
」
と
「
根
底
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
光
」（S

. 2
5

0

）
と
「
重
力
」（S

. 2
5

0

）
と
も
い
い
う
る
。
こ
の
実
存
と
は
、
神
自
身
が
顕
現

し
て
く
る
側
面
を
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
根
底
と
は
、「
神
か
ら
確
か
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
や
は
り
神
と
は
区
別
さ
れ
る
一
存
在
者
で
あ
る
」（S

. 2
5

0

）
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
中
に
あ
る
神
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、

神
の
内
に
あ
る
自
然
で
あ
る
。
実
存
の
力
は
、
神
が
顕
現
し
て
く
る
力
で
あ
り
、
根
底
は
、
神
が
深
淵
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
る
力
で
あ
り
、

我
意
で
も
あ
る
。
こ
の
我
意
で
あ
る
根
底
の
力
と
実
存
の
力
、
重
力
と
光
が
調
和
し
て
、
普
遍
意
志
を
形
成
す
る
と
き
は
問
題
が
な
い
。
し

か
し
こ
の
根
底
の
力
で
あ
る
我
意
が
、
普
遍
意
志
を
支
配
し
て
、
根
底
を
高
み
に
上
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
つ
ま
り
普
遍
意
志
の
意
図
に
逆

ら
う
よ
う
に
働
く
と
き
悪
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
北
森
嘉
蔵
は
、
こ
の
実
存
と
根
底
の
働
き
の
中
に
十
字
架
の
業
を
み
よ
う
と
す
る
）
18
（

。
つ
ま
り
実
存
は
神
の
愛
で
あ
り
、
根
底
は
神

の
怒
り
で
あ
る
。
両
者
が
十
字
架
の
上
で
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
苦
悩
す
る
神
、
痛
み
と
し
て
の
神
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
。
そ
れ
故
北
森
に

と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
最
も
近
い
哲
学
者
と
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
あ
く
ま
で
哲
学
者
で
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あ
り
、
結
局
十
字
架
の
神
学
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
こ
の
実
存
と
根
底
の
働
き
の
内
奥
に
無
底
を
み
る
こ
と
を
考
察
し
て
み

た
い
と
思
う
。
彼
は
「
一
切
の
根
底
に
先
立
っ
て
、
ま
た
一
切
の
実
存
す
る
も
の
に
先
立
っ
て
、
従
っ
て
お
よ
そ
総
じ
て
一
切
の
二
元

性
に
先
立
っ
て
、
一
つ
の
存
在
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
者
を
、
原
根
底
（U

rg
ru

n
d

）
も
し
く
は
無
底

（U
n

g
ru

n
d

）
と
名
づ
け
る
以
外
に
、
我
々
と
し
て
は
ほ
か
に
ど
う
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
…
…
従
っ
て
そ
の
存
在
者
は
、
二
つ

の
も
の
の
同
一
性
と
し
て
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
は
た
だ
、
二
つ
の
も
の
の
絶
対
的
無
差
別
と
し
て
の
み
言
い
表
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
」（S

. 2
9

8

）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
実
存
と
根
底
に
は
さ
ら
に
そ
の
内
奥
に
無
底
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、

深
淵
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
存
と
根
底
の
相
反
す
る
弁
証
法
的
な
働
き
の
背
後
に
は
、
無
底
と
い
う
深
淵
が
潜
ん

で
い
る
。
そ
の
深
淵
か
ら
こ
そ
、
愛
と
怒
り
の
二
つ
の
働
き
の
綜
合
と
し
て
の
苦
悩
や
痛
み
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
十
字
架
の
神
学
の

背
後
に
は
、
そ
の
十
字
架
の
神
学
が
出
現
で
き
る
無
底
と
い
う
根
源
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
無
底
は
、「
ま
さ
に
無
述
語
性
と
い
う
述
語
以
外
に
は
な
ん
ら
の
述
語
も
も
た
ず
、
そ
れ
で
い
て
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
や
荒
唐
無
稽

な
も
の
で
あ
る
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
」（S

. 2
9

8
）
と
も
い
う
。
こ
の
無
底
は
、
単
な
る
無
で
は
な
い
し
、
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
。
こ
の
無
底
こ
そ
、
実
存
と
根
底
の
二
元
性
が
出
て
く
る
根
源
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
無
差
別
が
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
無
底
が
な
け

れ
ば
、
諸
原
理
の
二
面
性
も
全
く
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
」（S

. 2
9

9

）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
無
底
こ
そ
、
実
存
と
根
底
の
起
源
な
の

で
あ
る
。
無
底
と
い
う
根
源
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
無
底
か
ら
、
生
命
と
愛
の
働
き
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
。「
無
底
が
分
か
た

れ
る
の
は
、
た
だ
ひ
と
え
に
生
命
と
愛
の
働
き
が
存
在
し
、
こ
う
し
て
人
格
的
実
存
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
」（S

. 3
0

0

）。

神
を
単
な
る
自
己
原
因
と
し
て
み
な
い
。
単
な
る
因
果
律
の
原
因
と
し
て
み
な
い
。
神
を
形
而
上
学
的
に
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
無
底

と
し
て
思
索
す
る
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
思
想
の
伝
統
の
中
に
お
い
て
み
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
生
命
と
愛
の

根
源
と
し
て
の
深
淵
を
み
る
こ
と
か
ら
、
愛
の
業
で
あ
る
赦
し
の
逆
説
的
な
論
理
が
理
解
で
き
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
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の
無
底
の
場
は
、
決
し
て
名
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
言
語
化
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
。
ま
さ
に
無
述
語
性
の
場
所
で
あ
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
も
神
秘
思
想
の
否
定
神
学
の
伝
統
の
中
に
あ
る
と
い
え
る
。

さ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
生
の
機
微
の
よ
う
な
分
析
、
つ
ま
り
赦
し
の
逆
説
の
省
察
な
ど
は
残
念
な
が

ら
な
い
。
ま
た
神
の
思
索
も
わ
ず
か
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら
存
在
の
思
索
へ
と
赴
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
『
存
在

と
時
間
』
以
降
の
思
索
に
は
、
た
び
た
び
深
淵
を
覗
く
よ
う
な
思
索
が
展
開
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」

（
一
九
二
九
年
）
と
い
う
著
作
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
深
淵
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
降
最
後
に
は
『
根
拠
律
』（
一
九
五
五

／
五
六
年
冬
学
期
講
義
と
一
九
五
六
年
講
演
）
に
お
い
て
も
脱
根
底
・
深
淵
（A

b
-G

ru
n

d

）
の
思
索
が
中
心
的
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
や
は
り
彼
が
、
存
在
の
思
索
を
繰
り
返
し
て
行
う
と
き
に
、
そ
の
元
に
そ
の
存
在
の
思
索
を
可
能
に
し
て
い
る
深
淵
を
窺
っ
て

い
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
思
想
の
伝
統
の
中
か
ら
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
シ
ェ

リ
ン
グ
の
自
由
論
の
理
解
か
ら
も
着
想
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
）
19
（

。
そ
れ
を
最
後
に
み
て
お
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
り
独
自
の
真
理
論
を
展
開
す
る
。
真
理
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
ア
レ
ー
テ
イ

ア
と
い
う
。
こ
の
言
葉
は
、
レ
ー
テ
と
い
う
隠
れ
て
い
る
こ
と
、
隠
蔽
性
、
覆
蔵
性
を
現
す
言
葉
と
、
ア
と
い
う
否
定
辞
か
ら
な
る
。
つ

ま
り
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
は
、
隠
れ
な
さ
、
つ
ま
り
非
覆
蔵
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
現
れ
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
真
理
と
は
、
隠
れ
を
取
り
除
い
て
現
れ
に
す
る
と
い
う
運
動
の
こ
と
、
つ
ま
り
覆
蔵
性
と
非
覆
蔵
性
と
の
運
動
の
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
存
在
の
こ
の
覆
蔵
性
と
非
覆
蔵
性
と
の
運
動
が
、
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
の
可
能
根
拠
で
あ
る
と
い
う
。
つ

ま
り
ペ
ン
が
ペ
ン
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
は
、
存
在
の
真
理
の
こ
の
運
動
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
哲
学
へ
の
寄
与
』（
一
九
三
六
―
三
八
）
と
い
う
「
第
二
の
主
著
」
と
呼
ば
れ
る
著
作
）
20
（

の
中
で
、
こ
の
非
覆

蔵
性
と
し
て
の
真
理
の
背
後
に
深
淵
・
脱
根
底
（A

b
g

ru
n

d

）
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
存
在
の
真
理
の
場
は
、
時
―
空
（Z

e
it-
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R
au

m

）
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
―
空
と
い
う
の
は
、
単
な
る
時
間
・
空
間
で
は
な
く
、
通
俗
的
な
時
間
理
解
や
空
間
理
解
が
可
能
と
な
る

根
拠
と
し
て
の
時
と
空
で
あ
り
、
存
在
の
真
理
の
枠
組
み
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
時
―
空
の
背
後
に
深
淵
・
脱
根
底
が
潜
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。「
脱
根
底
と
は
、
第
一
の
本
質
的
な
明
け
開
け
る
隠
蔽
で
あ
り
、
真
理
の
本
質
現
成
で
あ
る
」（G

A
6

5
, 3

8
0

）
と
い
う
。

実
は
、
存
在
の
真
理
と
は
、
覆
蔵
性
と
い
う
匿
う
働
き
と
非
覆
蔵
性
と
い
う
開
か
れ
て
く
る
働
き
で
あ
っ
た
。
両
者
は
、
対
立
す
る
反
対

方
向
の
働
き
あ
い
で
あ
っ
た
。
引
き
込
む
働
き
と
外
へ
と
拡
散
す
る
働
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
弁
証
法
的
な
力
の
働
き
の
背
後
に
実
は
深

淵
・
脱
根
底
と
い
う
淵
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
こ
の
深
淵
・
脱
根
底
か
ら
存
在
の
真
理
の
運
動
、
つ
ま
り
覆
蔵
性
と
非
覆
蔵

性
と
の
逆
説
的
な
運
動
が
出
現
し
て
く
る
と
も
い
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
そ
の
よ
う
な
現
象
の
成
立
の
背
後
に
深
い
淵
を
覗
き
み
て
い
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
で
い
え
る
こ
と
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
に
お
い
て
は
無
底
（U

n
g

ru
n

d

）
が
、
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
の
真
理
に
お
い
て
は
深

淵
・
脱
根
底
（A

b
g

ru
n

d

）
が
思
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
神
を
哲
学
の
神
と
し

て
み
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
因
果
律
の
原
因
の
神
と
し
て
み
て
い
な
い
。
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
を
事
物
存
在
者
と
は
区
別
し
よ
う
と

す
る
。
や
は
り
出
来
事
・
性
起
（E

re
ig

n
is

）
と
し
て
の
存
在
を
省
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
元
に
無
底
や
深
淵
・
脱
根
底
を
覗
き

み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
信
仰
の
生
き
た
生
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
生
け
る
事
実
的
生
の
分
析
、
こ
う
い
う
省
察
は
、
キ

リ
ス
ト
教
の
神
秘
思
想
の
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
き
に
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
存
在
・
神
・
論
あ
る

い
は
形
而
上
学
を
克
服
で
き
る
場
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
理
性
の
及
ば
な
い
場
か
ら
こ
そ
形
而
上
学
の
克
服
が
可
能

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
信
仰
の
生
の
逆
説
的
論
理
と
い
う
機
微
を
支
え
る
神
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
は
、
人
間
の
理
性
の
営
み
で
完
結
す
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
理
性
の
及
ば
な
い
場
か
ら
こ
そ
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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終
わ
り
に

さ
て
、
以
上
で
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
内
容
の
一
端
を
示
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。

第
一
に
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
内
容
は
、
近
代
の
主
観
・
客
観
図
式
に
支
え
ら
れ
た
理
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
う
る
よ
う
な
哲
学
的

な
内
容
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
生
の
内
実
は
、
あ
る
種
神
秘
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓

示
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
る
内
容
で
あ
り
、
人
智
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
神
秘
の
内
に
潜
む
逆
説
性
と
い
う
論
理
に
つ

い
て
は
、
パ
ス
カ
ル
や
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
は
、
で
き
る
限
り
そ
の
神
秘
の
内
容

を
愛
と
命
の
論
理
に
よ
っ
て
示
す
努
力
を
惜
し
ま
な
い
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
神
秘
へ
の
信
仰
の
生
の
事
実
性
の
論
理
は
、

形
而
上
学
に
支
え
ら
れ
た
単
な
る
哲
学
的
な
洞
察
を
拒
む
の
で
あ
り
、
逆
に
こ
の
神
秘
へ
の
信
仰
の
生
と
い
う
も
の
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て

愛
の
論
理
に
よ
る
思
索
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
第
二
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
神
の
無
底
の
省
察
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
脱
根
底
・
深
淵
の
省
察
は
、
近
代
以
降
の
人
間
が
生

の
内
奥
に
感
じ
取
る
淵
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
逆
説
の
神
秘
が
出
現
し
て
く
る
根
底
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
逆
説
の
論
理

は
、
実
は
神
の
無
底
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
は
、
そ
れ
自
身
で
完
結
す
る
こ
と
は
な
く
、
絶
え
ず
人
智

の
及
ば
な
い
無
底
の
神
へ
と
突
破
し
、
逆
に
そ
こ
か
ら
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
キ
リ
ス
ト
教
の
意
味
内
容
を
伝
え
る
努
力
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
の
文
化

の
中
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
文
化
を
無
視
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
の
文
化
の
中
で
で
き
る
限
り
普
遍
的
に
共
通
し
て
語
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れ
る
場
所
を
見
出
し
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
以
降
の
神
学
者
た
ち
が
、
文
化
と
福
音
、
哲
学
と
神
学
と
の
調

停
を
試
み
た
努
力
は
、
今
後
も
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
上
記
の
哲
学
者
た
ち
は
、
信
仰
の
生
の
内
容
を
で
き

る
だ
け
思
索
に
よ
っ
て
一
般
的
・
普
遍
的
な
形
で
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
を
構
築
す
る
場
合
も
、
こ
の
よ
う
な

例
に
倣
っ
て
遂
行
す
る
必
要
が
あ
る
。
信
仰
の
生
の
愛
の
論
理
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
自
己
自
身
で
は
完
結
し
な
い
と
い
う
一
般

的
・
普
遍
的
な
構
造
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
に
は
、
現
代
に
お
け
る
真
理
の
主
張
と
い
う
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に
形
而
上
学
的
に
語
る
こ
と
は

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
あ
る
種
の
真
理
性
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
真
理
性
の
な
い
主
張
と
い
う
も
の
自
身
あ
り
え
な
い
。
今
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
真
理
性
の
語
り
方
な
の
で
あ
る
。

現
代
と
い
う
時
代
に
相
応
し
い
真
理
性
の
語
り
方
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
形
而
上
学
で
は
な
く
、
信
仰
の
生
の
愛
と
精
神
の

論
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
努
力
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
大
事
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
は
今
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
時
代
に
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
生
き
て
い
る
限

り
、
そ
の
信
仰
の
事
実
的
生
は
あ
り
続
け
る
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
の
生
に
基
づ
く
神
学
や
哲
学
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
真
理
性
を
説
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
も
以
上
の
よ
う
な
努
力
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
で
あ
ろ
う
。
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人
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理
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哲
学
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こ
の
著
作
自
身
、
真
理
の
解
体
を
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指
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て
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り
、
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、
フ
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ル
、

メ
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い
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4
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芦
名
定
道
、『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
弁
証
神
学
の
挑
戦
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、p

.2
7
.

（
5
） 

こ
の
よ
う
な
弁
証
学
の
立
場
に
対
し
て
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
外
側
に
は
弁
証
学
者
が
拠
り
所
に
す
る
こ
と
が
で
き
、

敵
対
者
と
共
通
の
地
盤
、
接
点
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
ど
存
在
し
な
い
」（
A
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
／
J
・
ボ
ウ
デ
ン
編
、
古
屋
安
雄
監

修
、
佐
柳
文
男
訳
、『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
事
典
』
教
文
館
、
一
九
九
五
年
、p

.5
3
5

）
と
述
べ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
啓
示
宗
教
で
あ
り
、
理
性
に

よ
っ
て
他
の
立
場
と
共
通
す
る
基
盤
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
哲
学
は
、
啓
示
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
筆
者
は
、
あ
く
ま
で
理
性
や
思
考
の
立
場
に
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
啓
示
宗
教
が
語
る
真
理
と
世
俗
の
哲
学
が
語
る
真
理
と
の
共
通

の
地
盤
を
形
成
で
き
る
と
思
う
。
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以
下

ハ
イ
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ー
の
全
集
か
ら
の
引
用
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と
い
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号
の
後
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、
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ジ
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入
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標
記
す
る
。
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高
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珠
樹
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ま
た
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
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ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
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れ
を
受
容
し
た
中
世
哲
学
を
批
判

し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
再
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釈
す
る
と
い
う
作
業
を
行
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の
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る
。
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引
用
ペ
ー
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数
は
、
引
用
し
た
文
の
文
末
にS

の
記
号
の
後
に
記
し
た
。
ま
た
邦
訳
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辺
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郎
訳
、『
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的
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崎
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