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137 ニーバー 2と「エルンスト・トレルチの影」

2

ニ
ー
バ
ー
と
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
影
」

安　

酸　

敏　

眞

は
じ
め
に

「
2
ニ
ー
バ
ー
」
と
い
う
表
記
は
、
若
者
の
携
帯
メ
ー
ル
の
用
語
法
に
倣
っ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
ニ
ー
バ
ー
・
ニ
ー
バ
ー
、
つ
ま
り
ラ

イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
リ
チ
ャ
ー
ド
の
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
を
意
味
し
て
い
る
。
多
少
不
真
面
目
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
表

現
が
必
ず
し
も
不
適
切
で
は
な
い
理
由
は
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
次
に
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の

影
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ヴ
ァ
ン
・
A
・
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
の “

T
h

e
 S

h
ad

o
w

 o
f E

rn
st T

ro
e

ltsc

）
1
（h

” 

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
拝
借
し
た
も
の
で
あ

る
。T

h
e H

istoria
n

 a
n

d
 th

e B
eliever: T

h
e M

ora
lity of H

istorica
l K

n
ow

led
ge a

n
d
 C

h
ristia

n
 B

elief

（1
9

6
6

）
に
お
い
て
、
ハ
ー
ヴ
ェ

イ
は
第
一
章
「
現
代
神
学
に
お
け
る
信
仰
と
歴
史
」
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
め
る
。

一
九
世
紀
の
霧
の
な
か
か
ら
、
ど
う
し
て
も
追
い
払
え
な
い
亡
霊
が
繰
り
返
し
立
ち
現
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
く
に
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
あ
て
は
ま
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、

リ
ッ
チ
ュ
ル
――
彼
ら
は
み
な
現
在
に
つ
き
ま
と
い
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
い
ま
な
お
わ
れ
わ
れ
の
心
を
迷
わ
す
諸
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問
題
を
つ
き
と
め
て
、
非
常
に
深
く
分
析
し
た
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
存
在
は
わ
れ
わ
れ
を
当
惑
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
提
案
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
解
決
策
は
、
い
ま
で
は
明
ら
か
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
お
り
、
ま

た
あ
る
場
合
に
は
滑
稽
で
あ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
著
作
を
放
逐
し
た
り
、
彼
ら
を
全
面
的
に
無
視
し
た
り
す
る
の

を
、
正
当
な
こ
と
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
自
身
の
知
的
企
て
の
ま
さ
に
最
も
重
要
な
接
合
点
に
お
い

て
、
わ
れ
わ
れ
が
昔
と
同
一
の
問
題
と
格
闘
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
同
一
の
問
い
が
ほ
ん
の
少
し
だ
け
姿
を
変
え
て
再
び
舞
い

戻
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
当
惑
す
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
、
か
つ
て
提
案
さ
れ
た
答
え
は
、
わ
れ
わ

れ
が
か
く
も
ひ
と
り
よ
が
り
に
想
定
し
て
い
た
ほ
ど
奇
想
天
外
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
が
、
わ
れ
わ

れ
の
頭
の
片
隅
を
か
す
め
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
結
論
を
軽
蔑
し
て
見
下
し
て
い
る
人
々
の
思
想
を
、
自
分
た
ち
が
再
考
し

て
い
る
の
を
見
出
す
。
こ
の
こ
と
は
つ
ね
に
痛
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
著
作
は
、
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
当
惑
を
惹
き
起
こ
す
。
彼
が
生
涯
の
大
部
分
を
通
じ
て
格
闘

し
た
問
題
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
神
学
に
と
っ
て
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
が
有
す
る
意
義
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の

方
法
の
発
展
が
人
間
の
思
想
に
お
け
る
偉
大
な
前
進
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
、
実
際
、
そ
れ
が
西
洋
人
の
意
識
に
お
け

る
革
命
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
）
2
（

。

そ
れ
で
は
、
二
〇
世
紀
の
神
学
者
た
ち
に
そ
の
よ
う
な
当
惑
を
も
た
ら
す
ト
レ
ル
チ
の
思
想
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う

か
？　

筆
者
は
か
つ
て
ト
レ
ル
チ
を
「
徹
底
的
歴
史
性
の
組
織
神
学
者
」（a sy

ste
m

atic th
e

o
lo

g
ian

 o
f rad

ical h
isto

ricality

）
と
し
て

特
徴
づ
け
た
が
、
そ
の
際
の
「
徹
底
的
歴
史
性
」（rad

ical h
isto

ricality

）
と
い
う
表
現
は
、
ト
レ
ル
チ
的
意
味
で
の
「
歴
史
主
義
」
を
自

分
な
り
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
で
あ
る
）
3
（

。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
、
ト
レ
ル
チ
は
本
来
の
意
味
で
の
《
歴
史
主

義
》（H

isto
rism

u
s

）
を
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
人
間
と
そ
の
文
化
や
諸
価
値
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
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の
根
本
的
歴
史
化
」（d

ie
 g

ru
n

d
sätzlich

e
 H

isto
risie

ru
n

g
 alle

s u
n

se
re

s D
e

n
k

e
n

s ü
b

e
r d

e
n

 M
e

n
sch

e
n

, se
in

e
 K

u
ltu

r u
n

d
 se

in
e

 

W
e

rt
）
4
（e

）
を
、
全
面
的
に
受
け
い
れ
つ
つ
、
し
か
も
か
か
る
立
場
か
ら
神
学
の
再
構
成
を
目
論
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
で
あ
っ
た
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
筆
者
の
テ
ー
ゼ
は
、
ト
レ
ル
チ
は
「
歴
史
主
義
の
組
織
神
学
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ト
レ
ル
チ
的
神
学
の
あ
り
方
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
。
実
際
、
全
盛
期
の
ト
レ
ル
チ
の
講
演
を
聴
い
た
若
き

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
比
較
的
安
心
し
き
っ
て
歩
い
て
き
た
袋
小
路
の
な
か
で
さ
え
、
い
ま
で
は
も
は
や
先
に
進
め
な
い
と

い
う
暗
い
気
持
ち
）
5
（

」
を
抱
い
た
と
い
う
。
ヘ
ル
マ
ン
・
デ
ィ
ー
ム
も
、「
歴
史
学
的
問
題
設
定
を
神
学
の
な
か
に
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
る

教
義
学
の
徹
底
的
な
解
消
」
は
、
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
い
よ
い
よ
「
神
学
史
の
終
点
」
に
到
達
し
、「
そ
こ
か
ら
は
い
か
な
る
直
接
的
続
行

も
存
在
し
得
な
い
）
6
（

」、
と
の
手
厳
し
い
判
断
を
下
し
て
い
る
。

以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
影
」
と
い
う
の
は
、
ト
レ
ル
チ
が
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
奮
闘
し
つ
つ
も
、

つ
い
に
解
決
し
得
ず
し
て
斃
死
し
た
と
こ
ろ
の
、「
神
学
に
お
け
る
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の

表
題
を
読
み
替
え
る
と
、「
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
と
神
学
に
お
け
る
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、

ト
レ
ル
チ
が
鋭
く
問
題
提
起
し
た
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
に
対
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

考
察
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
を
概
観
し
た
上
で
、
二
人
の
ニ
ー
バ
ー
が
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主

義
的
思
想
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
い
か
な
る
方
向
に
転
轍
し
た
か
を
見
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
が
「

2
ニ
ー
バ
ー
」
と
表
記

し
た
兄
弟
の
間
に
も
微
妙
な
相
違
が
見
出
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
に
も
言
及
し
て
み
た
い
。
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1
．
ト
レ
ル
チ
と
《
歴
史
主
義
》
の
問
題

ト
レ
ル
チ
の
「
認
識
意
志
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
場
合
と
全
く
同
様
に
、
若
い
と
き
か
ら
歴
史
的
世
界
に
向
け
ら
れ
て
い
た
）
7
（

」。
彼
が
述
懐

す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
当
時
神
学
に
は
、
形
而
上
学
へ
至
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
道
と
き
わ
め
て
緊
張
し
た
歴
史
学
的
問
題
と
が
同
時
に

あ
っ
た
）
8
（

」
し
、「
そ
し
て
形
而
上
学
と
歴
史
学
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
同
時
に
か
つ
関
連
し
合
っ
て
わ
た
し
を
魅
了
し
た
、
な
ん
と
い
っ
て

も
二
つ
の
緊
張
に
富
ん
だ
問
題
で
あ
っ
た
）
9
（

」
と
い
う
。
彼
が
学
ん
だ
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
神
学
部
に
は
、
当
代
随
一
と
の
呼
び
声
の
高
い

神
学
者
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
い
た
が
、
ト
レ
ル
チ
は
こ
の
大
神
学
者
が
伝
統
的
な
教
義
学
的
方
法
と
近
代
的
な
歴
史
学
的
方

法
を
不
徹
底
な
仕
方
で
媒
介
さ
せ
て
い
る
の
を
見
抜
き
、
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
を
貫
徹
す
る
方
向
で
新
し
い
神
学
を
構
想
し
た
。
そ
れ
が

「
宗
教
史
の
神
学
」（e

in
e

 re
lig

io
n

sg
e

sch
ich

tlich
e

 T
h

e
o

lo
g

ie

）
の
構
想
で
あ
る
）
10
（

。
そ
れ
で
は
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
の
徹
底
――
ト
レ

ル
チ
は
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
を
「
わ
た
し
の
《
神
学
的
方
法
》」（m

e
in

e
 »

th
e

o
lo

g
isch

e
 M

e
th

o
d

e
«

）
と
明
言
し
て
い
る
――
が
、
な

ぜ
宗
教
史
に
定
位
し
た
神
学
の
提
唱
へ
と
行
き
着
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
近
代
歴
史
学
の
方
法
は
「
批
判
」（K

ritik

）、「
類
比
」（A

n
alo

g
ie

）、「
相
関
」（K

o
rre

latio
n

）
と
い
う
三
大
原

理
に
立
脚
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
分
野
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
判
断
は
蓋
然
的
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
歴
史
学
的
批
判

の
原
理
を
宗
教
的
伝
統
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
蓋
然
性
の
度
合
い
を
測
る
た
め
に
、
宗
教
的
伝
統
も
世
俗
的
伝
統
と
ま
っ
た

く
同
じ
仕
方
で
批
判
的
に
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
歴
史
学
的
批
判
は
類
比
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
経
験
や
何
ら
か
の
仕
方
で
立
証
さ
れ
て
い
る
事
象
と
の
一
致
が
、
出

来
事
の
蓋
然
性
と
信
憑
性
を
測
る
と
き
の
基
準
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
経
験
と
の
類
比
が
批
判
の
鍵
と
な
る
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の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
学
的
批
判
が
立
脚
す
る
批
判
の
原
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
出
来
事
の
「
根
本
的
類
似
性
」（p

rin
zip

ie
lle

 

G
le

ich
artig

k
e

it

）
な
い
し
「
共
通
性
」（G

e
m

e
in

sam
k

e
it

）
を
前
提
し
て
い
る
。
か
く
し
て
第
三
の
原
理
と
し
て
の
「
相
関
」
と
い
う
こ

と
が
言
わ
れ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
精
神
的
・
歴
史
的
生
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
相
互
作
用
」
）
11
（

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ

る
出
来
事
は
連
続
す
る
相
互
連
関
の
う
ち
に
あ
り
、
各
々
の
事
象
は
互
い
に
関
係
し
合
っ
た
一
つ
の
大
き
な
流
れ
を
形
づ
く
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
き
、
他
の
も
の
か
ら
絶
縁
・
孤
立
し
た
仕
方
で
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
歴
史
的
事
象
は

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
的
出
来
事
と
い
え
ど
も
歴
史
の
全
体
的
文
脈
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
か
く
し
て
、「
宗
教
史
の
神
学
」
が
歴
史
的
認
識
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
提
唱
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
12
（

。

だ
が
、
伝
統
的
な
教
会
や
教
義
の
枠
を
破
っ
た
「
宗
教
史
の
神
学
」
の
構
想
は
、
や
が
て
単
な
る
宗
教
史
を
超
え
て
、
つ
い
に
は
歴
史
哲

学
を
も
う
ち
に
含
む
普
遍
史
的
な
も
の
と
な
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
が
、
一
九
一
四
／
一
五
年
、
ト
レ
ル

チ
は
二
十
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
勤
め
て
き
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
神
学
部
教
授
を
辞
し
て
、
帝
都
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
哲
学
部
教
授
に

移
籍
し
た
。
彼
に
用
意
さ
れ
た
ポ
ス
ト
は
、「
文
化
哲
学
、
歴
史
哲
学
、
社
会
哲
学
、
宗
教
哲
学
、
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
史
」
を
講

ず
る
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ
は
か
つ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
占
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ト
レ
ル
チ
の
活
動
領
域
は
広
範
多
岐
に
わ
た
り
、
神
学
、
宗
教
哲
学
、
宗
教
社
会
学
、
精
神
史
・
文
化
史
、
倫
理
学
、
歴
史
哲
学
、
さ
ら

に
は
政
治
学
や
時
局
分
析
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
彼
の
思
想
の
全
体
は
、
き
わ
め
て
学
際
的
・
重
層
的
・
複
合
的
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、
彼
自
身
は
そ
の
全
著
作
の
根
底
に
、「
体
系
的
な
統
一
思
想
」（e

in
 sy

ste
m

atisch
e

r E
in

h
e

itsg
e

d
an

k

）
13
（e

）
が
存
し
て
い
る
と

明
言
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
ト
レ
ル
チ
が
縦
横
に
鍬
を
入
れ
た
神
学
か
ら
歴
史
哲
学
に
至
る
ま
で
の
全
領
野
を
貫
く
、
終
始

一
貫
し
た
問
題
意
識
と
、
そ
こ
か
ら
発
源
す
る
根
本
的
な
問
い
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ト
レ
ル
チ
の
畢
生
の
根

本
問
題
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
歴
史
的
に
思
惟
す
る
こ
と
」
と
「
真
理
や
価
値
を
規
範
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
」
の
二

律
背
反
か
ら
生
じ
た
、
近
代
特
有
の
深
刻
な
原
理
的
矛
盾
を
克
服
し
て
、
歴
史
的
思
惟
に
よ
っ
て
規
範
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
晩
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年
の
『
歴
史
主
義
と
そ
の
克
服
』
に
お
い
て
、
ト
レ
ル
チ
は
み
ず
か
ら
の
畢
生
の
中
心
的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
は
、
歴
史
的
な
生
の
流
れ
の
果
て
し
な
き
流
動
性
と
、
確
固
た
る
規
範
に
よ
っ
て
こ
の
生
の
流
れ

を
限
界
づ
け
、
そ
れ
に
形
態
を
与
え
よ
う
と
す
る
人
間
精
神
の
要
求
、
こ
の
両
者
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

早
い
時
期
に
わ
た
し
が
宗
教
哲
学
や
神
学
の
事
柄
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
い
た
と
き
に
起
こ
っ
て
き
た
問
題
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
は
歴
史
学
的
な
批
判
や
哲
学
的
な
批
判
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
が
歴
史
的
に
錯
綜
し
変

化
を
遂
げ
て
い
る
た
め
に
、
現
代
に
お
い
て
確
固
た
る
立
場
を
と
る
こ
と
が
、
甚
だ
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
問
題

は
も
っ
と
ず
っ
と
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
き
た
。
と
く
に
宗
教
的
な
生
の
規
範
に
と
っ
て
だ
け
で
な

く
、
一
般
に
あ
ら
ゆ
る
規
範
の
全
部
に
と
っ
て
、
こ
れ
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
国
家
、
社
会
、
経
済
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
ま

た
、
学
問
や
芸
術
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
間
題
が
繰
り
返
し
起
こ
っ
て
く
る
）
14
（

。

一
方
に
は
、
洪
水
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
は
消
え
て
ゆ
く
歴
史
的
な
流
れ
の
多
様
性
が
あ
り
、
ま
た
因
習
的
な
諸
伝
承
に
対

す
る
批
判
的
・
懐
疑
的
な
態
度
が
あ
っ
て
、
こ
の
伝
承
の
な
か
か
ら
実
際
に
生
起
し
た
過
去
の
事
象
に
つ
い
て
の
認
識
を
、
つ

ね
に
新
た
な
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
れ
も
つ
ね
に
た
だ
近
似
的
な
仕
方
で
の
み
、
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
に
は
、
一
定

の
実
践
的
な
立
場
へ
の
集
中
が
あ
り
、
神
の
啓
示
と
要
求
に
心
を
開
い
て
随
順
す
る
献
身
的
・
信
頼
的
な
生
活
態
度
が
あ
る
。

頭
の
な
か
で
考
え
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
に
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
こ
の
衝
突
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
わ
た
し
の
学

問
上
の
問
題
設
定
全
体
が
起
こ
っ
て
き
た
。

し
か
し
こ
の
衝
突
は
、
決
し
て
純
粋
に
個
人
的
な
、
偶
然
的
な
体
験
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
時
代
と
発
展

と
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
た
近
代
世
界
の
普
遍
的
な
死
活
問
題
が
、
わ
た
し
の
意
識
に
立
ち
上
っ
て
き
た
個
人
的
な
形
式
だ
っ
た
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の
で
あ
る
）
15
（

。

こ
の
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、《
歴
史
と
規
範
》
が
ト
レ
ル
チ
の
畢
生
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
が
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
の
中
核

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
中
心
的
テ
ー
マ
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
と
宗
教
史
』
と
い
う
古
典
的
著
作
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
確
な
形

を
と
り
、
そ
の
後
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
仕
方
で
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
歴
史
哲
学
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

ト
レ
ル
チ
は
、
神
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
ま
さ
に
出
発
点
か
ら
、
す
で
に
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
群
に
深
い
関
心
を
払
っ
て
い
る
）
16
（

。

な
ぜ
な
ら
、
歴
史
と
規
範
の
衝
突
を
惹
き
起
こ
し
た
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
は
「
時
代
と
発
展
と
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
た
近
代
世
界
の
普
遍

的
な
死
活
問
題
）
17
（

」
で
あ
る
と
の
認
識
を
、
早
期
か
ら
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
の
重
鎮
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
フ
タ
ン
を

論
駁
し
た
一
八
九
八
年
の
論
文
「
歴
史
と
形
而
上
学
」
に
お
い
て
、《
歴
史
主
義
》
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
発

言
を
し
て
い
る
。

歴
史
主
義
は
再
び
追
い
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
超
自
然
主
義
は
再
び
呼
び
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
下
の
状
況
の
危
機

は
、
歴
史
的
発
展
の
単
純
な
も
の
、
永
続
的
な
も
の
、
真
な
る
も
の
を
そ
の
中
核
と
し
て
際
立
た
せ
、
人
間
の
歴
史
の
う
ち
で

働
く
理
性
に
対
す
る
信
仰
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
を
信
仰
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
歴
史
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
の
み
克

服
さ
れ
得
る
。

こ
の
よ
う
な
一
般
的
状
況
は
神
学
に
お
い
て
も
再
び
反
映
さ
れ
て
い
る
。
神
学
研
究
の
全
強
調
は
、
全
般
的
状
況
の
影
響
を

受
け
て
、
そ
の
歴
史
学
的
研
究
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
。
重
要
か
つ
独
創
的
で
、
真
に
認
識
を
広
げ
る
仕
事
は
、
ほ
と
ん
ど
歴

史
研
究
か
ら
の
み
生
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
仕
事
の
み
が
非
神
学
的
な
読
者
に
と
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
。
最
も
優
れ
た
才
能
の
持
ち
主
は
歴
史
研
究
に
向
か
い
、
そ
し
て
教
義
学
者
た
ち
自
身
の
最
も
優
れ
た
業
績
は
歴
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史
学
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
教
義
学
は
数
十
年
来
洪
水
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
こ
う
し
た
歴
史
学
な
い
し
自
然
科
学

の
諸
成
果
に
対
す
る
避
難
所
に
す
ぎ
な
い
。
多
く
の
神
学
者
た
ち
が
抱
い
て
い
る
本
来
の
教
義
学
的
な
根
本
的
見
解
と
は
、
歴

史
を
理
解
せ
し
め
、
歴
史
的
に
理
解
さ
れ
た
理
想
の
影
響
を
身
に
受
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ひ
と

は
ま
さ
し
く
歴
史
主
義
の
潜
在
的
な
神
学
（e

in
e

 late
n

te
 T

h
e

o
lo

g
ie

 d
e

s H
isto

rism
u

s

）
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
）
18
（

。

さ
ら
に
一
九
〇
〇
年
の
「
神
学
の
歴
史
的
方
法
と
教
義
学
的
方
法
に
つ
い
て
」
に
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
全
思
考
の
歴
史
化
）
19
（

」
と
い
う
表
現
も

見
ら
れ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
の
神
学
者
ト
レ
ル
チ
が
、
き
わ
め
て
早
い
時
期
か
ら
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
移
籍
後
、
と
り
わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
、
ト
レ
ル
チ
は
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
に
挺

身
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ま
や
《
歴
史
主
義
》
は
明
確
に
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

そ
れ
は
一
九
世
紀
が
進
行
す
る
な
か
で
生
起
し
た
よ
う
な
、
精
神
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
知
識
と
感
覚
の

歴
史
化
を
意
味
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
す
べ
て
の
も
の
を
生
成
の
流
れ
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
無
限
に
そ
し
て
つ
ね

に
新
た
に
個
性
化
し
、
過
去
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
つ
つ
、
知
ら
れ
ざ
る
将
来
的
な
も
の
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
と

し
て
見
る
の
で
あ
る
。
国
家
、
法
、
道
徳
、
宗
教
、
芸
術
は
歴
史
的
生
成
の
流
れ
の
な
か
に
解
消
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
に

は
い
た
る
と
こ
ろ
で
た
だ
歴
史
的
発
展
の
構
成
要
素
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
得
る
。
こ
の
こ
と
は
一
方
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
偶
然

的
な
も
の
と
人
格
的
な
も
の
が
個
を
超
え
た
広
大
な
る
連
関
に
根
差
し
て
い
る
と
の
感
覚
を
強
め
、
過
去
の
諸
力
を
そ
の
と
き

ど
き
の
現
在
に
引
き
渡
す
。
し
か
し
そ
れ
は
他
方
で
は
、
そ
れ
が
教
会
的
・
超
自
然
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
最
高
の
権
威
を
有
す

る
も
の
で
あ
れ
、
永
遠
の
理
性
的
真
理
な
い
し
国
家
、
法
、
社
会
、
宗
教
、
倫
理
に
関
す
る
理
性
的
構
成
物
で
あ
れ
、
世
俗
的

権
威
と
そ
の
支
配
形
式
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
国
家
的
教
育
の
強
制
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
永
遠
的
真
理
を
動
揺
さ
せ
る
。
か
か
る
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意
味
で
の
歴
史
主
義
は
、
事
物
を
比
較
し
て
発
展
史
的
に
関
係
づ
け
る
思
考
が
精
神
世
界
の
隅
々
に
は
じ
め
て
滲
透
し
た
結
果

で
あ
り
、
こ
れ
は
古
代
や
中
世
の
思
惟
方
式
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
啓
蒙
主
義
的
・
合
理
的
な
思
惟
方
式
か
ら
も
根
本
的
に

区
別
さ
れ
る
、
精
神
世
界
に
対
す
る
近
代
特
有
の
思
惟
形
式
な
の
で
あ
る
）
20
（

。

こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
「
精
神
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
知
識
と
感
覚
の
歴
史
化
」
と
い
う
こ
の
定
義
は
、『
歴
史
主
義
と
そ

の
諸
問
題
』
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
知
識
と
思
考
の
根
本
的
な
歴
史
化
）
21
（

」、「
人
間
と
そ
の
文
化
や
諸
価
値
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の

思
惟
の
根
本
的
歴
史
化
）
22
（

」
な
ど
と
表
現
し
直
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
《
歴
史
主
義
》
と
は
、
人
間
の
思
惟
の
ト
ー
タ
ル
か
つ
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
「
歴
史
化
」（H

isto
risie

ru
n

g
）
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
事
物
や
真
理
を
「
永
遠
の
相
の
下
に
」（su

b
 sp

e
cie

 ae
te

rn
itatis

）
捉
え
る

静
止
的
思
考
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
を
「
時
間
の
相
の
下
に
」（su

b
 sp

e
cie

 to
m

p
o

ris

）、
生
成
の
流
れ
に
お
い
て
捉
え
る
動
態
的
思
考
へ

の
、
人
間
の
思
惟
方
式
に
お
け
る
根
本
的
転
換
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、《
歴
史
主
義
》
は
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
、「
単
に
プ
ロ

の
歴
史
家
の
理
解
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
、
古
い
テ
ク
ス
ト
の
意
味
内
容
を
文
献
学
的
批
判
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
解
釈
学
的
努
力
」
に

す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、「
人
間
の
自
己
解
釈
と
生
活
態
度
を
根
本
的
に
変
革
し
た
思
惟
の
革
命
）
23
（

」
と
言
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、《
歴
史
主
義
》
が
「
人
間
と
そ
の
文
化
や
諸
価
値
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
根
本
的
歴
史
化
」（
傍
点
筆

者
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ト
レ
ル
チ
は
そ
こ
に
は
大
き
く
三
つ
の

要
因
が
関
係
し
て
い
る
と
見
て
い
る
。

第
一
の
要
因
は
、「
歴ヒ
ス
ト
ー
リ
エ

史
学
の
認
識
論
的
・
論
理
的
問
題
の
展
開
）
24
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
意
義
を
有
す
る
大
き
な

意
味
連
関
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
。
一
方
で
は
、
精
確
な
事
実
確
認
が
要
求
さ
れ
る
た
め
に
、
些
事
に
拘
泥
す
る
「
専

門
主
義
」
が
助
長
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
歴
史
学
の
訓
詁
学
化
」
と
い
っ
た
事
態
が
招
来
さ
れ
る
。
だ
が
他
方
で
、
歴
史
学
が
本
来
取
り
組

む
べ
き
「
大
き
な
発
展
連
関
の
総
合
」
の
課
題
と
な
る
と
、
歴
史
的
認
識
の
《
客
観
性
》
が
た
ち
ま
ち
疑
わ
し
く
な
り
、「
厳
密
な
学
」
た
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ら
ん
と
欲
す
る
歴
史
学
は
尻
込
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
総
合
の
課
題
は
「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
手
」
に
委
ね
ら
れ
、「
懐
疑
」、「
幻
想
」、

「
創
作
」
な
ど
が
幅
を
き
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、「
歴
史
学
的
な
研
究
、
因
果
の
解
明
、
そ
し
て
直
観
的
統
一
の
な
か
に
社
会
学
的
要
素
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
）
25
（

」
で
あ
る
。
歴
史

学
の
な
か
に
、「
新
し
い
も
の
の
見
方
と
問
い
方
」
と
し
て
の
社
会
学
を
導
入
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
歴
史
学
的
な
問
題
は
こ
れ
に
よ
っ

て
ま
す
ま
す
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
。

第
三
に
、「
倫
理
的
価
値
体
系
が
根
拠
づ
け
な
ら
び
に
実
質
的
内
容
に
お
い
て
動
揺
し
た
こ
と
）
26
（

」
で
あ
る
。「
従
来
の
価
値
体
系
」
は
、
な

か
ん
ず
く
一
九
世
紀
の
経
過
と
と
も
に
崩
壊
し
、
そ
こ
か
ら
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
価
値
の
多
神
教
」
と
い
う
状
況
も
現
出

し
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
闘
争
す
る
）
27
（

」
事
態
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、「
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て

き
た
沢
山
の
古
き
価
値
と
そ
れ
に
対
応
し
た
歴
史
的
構
成
物
を
粉
々
に
破
壊
し
た
）
28
（

」。

以
上
の
三
つ
の
要
因
が
相
俟
っ
て
、「
現
実
の
歴
史
主
義
の
危
機
」
が
招
来
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
歴
史
学
が
最
も
豊
か
に
最
も

広
範
に
展
開
さ
れ
た
近
代
歴
史
学
の
母
国
」
た
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
最
も
深
刻
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
と
く
に
世
界

大
戦
が
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
思
惟
を
ま
っ
た
く
の
混
乱
状
態
に
放
り
投
げ
、
過
去
の
構
成
物
と
尺
度
の
価
値
を
引
き
下
げ
、
ま
っ
た
く
新
た
な

諸
問
題
を
提
起
し
、
も
ち
ろ
ん
同
時
に
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
学
に
対
し
て
二
重
に
も
三
重
に
も
懐
疑
的
な
気
分
に
さ
せ
た
）
29
（

」
か
ら
で
あ

る
。「
今
日
の
歴
史
主
義
の
危
機
」
は
、「
こ
の
時
代
一
般
の
深
刻
な
内
的
危
機
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
決
し
て
単
な
る

学
問
的
な
問
題
で
は
な
く
、
実
践
的
な
死
活
問
題
な
の
で
あ
る
）
30
（

」。

こ
の
よ
う
な
危
機
状
態
を
脱
す
る
「
逃
げ
道
」（A

u
sw

e
g

）
は
、
果
た
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
主
義
の
危
機
を
克
服
す
る

た
め
に
、
い
か
な
る
方
策
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
が
一
つ
の
処
方
箋
を
提
示
し
た
こ
と
を
ト
レ
ル
チ
も
よ
く
承
知
し

て
い
る
が
、
し
か
し
彼
は
「
学
問
に
対
す
る
過
激
な
嫌
悪
と
根
本
的
な
反
歴
史
主
義
）
31
（

」
に
逃
げ
道
を
求
め
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
あ
く
ま

で
も
「
文
化
と
歴
史
に
つ
い
て
の
真
摯
な
知
識
と
の
接
続
）
32
（

」、
す
な
わ
ち
歴
史
学
を
媒
介
に
し
た
学
問
的
解
決
の
道
を
求
め
る
）
33
（

。
ト
レ
ル
チ
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の
言
葉
を
引
け
ば
、「
究
極
的
な
逃
げ
道
は
、
学
問
的
に
考
え
る
人
間
に
と
っ
て
の
み
考
慮
の
対
象
に
な
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
歴

史
学
と
哲
学
の
新
た
な
接
触
）
34
（

」
と
い
う
、
新
し
い
歴
史
哲
学
の
構
築
に
至
る
道
で
あ
る
。
肝
要
な
こ
と
は
、「
歴
史
学
的
専
門
研
究
に
哲
学

的
理
念
を
注
入
す
る
こ
と
）
35
（

」
で
あ
る
。「
歴
史
主
義
の
危
機
」
を
克
服
す
る
課
題
は
、
歴
史
学
自
体
の
も
の
で
は
な
く
、「
歴
史
学
へ
と
関
連

づ
け
ら
れ
た
哲
学
」
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
遂
行
の
た
め
に
は
、
歴
史
家
と
哲
学
者
の
「
共
同
研
究
」
が
必
須
で
あ
る
。「
歴
史
主
義

は
理
念
を
欲
し
、
哲
学
は
生
を
欲
す
る
）
36
（

」。
そ
こ
か
ら
ト
レ
ル
チ
が
前
面
に
押
し
出
し
て
く
る
の
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
普
遍
史
」
の
理

念
と
あ
の
有
名
な
「
現
在
的
文
化
総
合
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
普
遍
史
」
に
関
す
る
議
論
は
、
ト
レ
ル
チ
自
身
の
歴
史
哲
学
の
基
本
的
構
造
と
特
質
を
知
る
上
で
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ

ル
の
歴
史
哲
学
や
ラ
ン
ケ
の
世
界
史
の
理
念
と
の
違
い
を
知
る
上
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
制
約
上
割
愛
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
要
点
だ
け
述
べ
れ
ば
、
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
哲
学
を
ま
ず
「
形
式
的
歴
史
論
理
学
」（d

ie
 fo

rm
ale

 G
e

sch
ich

tslo
g

ik

）
と

「
実
質
的
歴
史
哲
学
」（d

ie
 m

ate
rie

lle
 G

e
sch

ich
tsp

h
ilo

so
p

h
ie

）
と
に
区
別
す
る
。
そ
れ
は
「
経
験
的
歴
史
学
か
ら
の
論
理
学
的
基
礎
づ

け
」
を
行
わ
ず
、
極
端
な
思
弁
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
歴
史
哲
学
の
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
で
あ
る
）
37
（

。
し
か
も
現
実
的
方
策
と
し

て
、
彼
は
実
質
的
歴
史
哲
学
に
お
け
る
普
遍
史
的
考
察
の
対
象
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
圏
に
限
定
し
た
上
で
、「
現
在
的
文
化
総
合
」
の
課
題

に
照
準
を
合
わ
せ
る
。
い
ま
や
晩
年
の
ト
レ
ル
チ
の
代
名
詞
の
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
試
み
は
、
要
す
る
に
、
彼
自
身
が
身
を
置
く
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
の
生
命
力
を
現
代
に
お
い
て
再
生
せ
し
め
よ
う
と
す
る
企
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
の
緊
急
性
は
、
直
接
的
に
は
第
一
次
世

界
大
戦
と
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
最
近
の
巨
大
な
文
化
的
破
局
）
38
（

」
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
い
か
に
救
い
出
す
か
と

い
う
問
題
意
識
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
し
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
は
、
一
八
世
紀
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
・
教
会
的
文
化
の
解
体
と
い
う
歴

史
的
事
態
に
つ
い
て
の
、
彼
の
社
会
学
的
・
文
化
史
的
な
認
識
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、「
現
在
的
文
化
総
合
」
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
課
題
と
し
て
は
第
一
に
、
そ

の
時
そ
の
時
の
現
在
か
ら
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
し
い
文
化
統
一
の
た
め
の
基
準
や
、
そ
の
理
想
や
、
理
念
を
獲
得
す
る
こ
と
で
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あ
る
）
39
（

」。『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
第
二
巻
は
、
ま
さ
に
「
過
去
に
対
す
る
歴
史
学
的
な
解
明
か
ら
現
在
と
将
来
と
を
作
り
出
す
べ

き
文
化
総
合
）
40
（

」
を
目
指
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
永
遠
の
幻
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
ト
ル
ソ
ー
に
終
わ
っ

た
第
一
巻
の
議
論
と
絶
筆
と
な
っ
た
『
歴
史
主
義
と
そ
の
克
服
）
41
（

』
か
ら
、
そ
の
構
想
の
お
お
よ
そ
の
相
貌
は
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
英

国
講
演
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
後
者
の
書
物
か
ら
引
用
す
れ
ば
、「
し
か
し
断
念
し
て
し
ま
う
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
課
題
は
、
一
定
の
大
き
な
文

化
圏
の
内
部
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
文
化
価
値
を
現
在
と
将
来
の
た
め
に
一
つ
の
統
一
的
な
全
体
へ
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ

の
こ
と
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
現
前
に
置
か
れ
て
い
る
問
題
に
対
す
る
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
な
生
の
流
れ
を
堰
き
止
め
て
そ
れ
に
形
態
を
与
え

る
（D

äm
m

u
n

g
 u

n
d

 G
e

staltu
n

g
 d

e
s h

isto
risch

e
n

 L
e

b
e

n
sströ

m
e

s

）
と
い
う
課
題
に
対
す
る
唯
一
の
解
決
可
能
性
で
あ
る
）
42
（

」。
こ
こ

に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
レ
ル
チ
が
目
指
す
「
現
在
的
文
化
総
合
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
歴
史
的
に
形
成
し
て
き
た
文
化
価
値
を
、

現
実
の
政
治
的
・
宗
教
的
・
民
族
的
な
分
裂
と
対
立
を
乗
り
越
え
て
、
い
ま
一
度
《
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
価
値
》
と
し
て
明
示
化
し
、
よ
っ
て

も
っ
て
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再
統
合
に
寄
与
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
歴
史
哲
学
は
そ
の
視
線
の
先
に
は
、
現
実
の

政
治
的
・
文
化
的
・
社
会
的
課
題
を
も
睨
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
第
一
義
的
に
は
理
論
レ
ベ
ル
で
の
方
向
づ
け
の
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ

れ
わ
れ
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ト
レ
ル
チ
の
学
問
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
全
体
図
の
な
か
で
、
歴
史
哲
学
（
形
式
的
歴
史
論
理
学
と
実
質

的
歴
史
哲
学
か
ら
な
る
）
が
一
般
的
倫
理
学
と
文
化
哲
学
へ
と
連
動
し
、
し
か
も
そ
の
先
に
は
宗
教
哲
学
を
介
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の

再
建
と
い
う
目
標
を
も
見
据
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
ト
レ
ル
チ
の
神
学
を
「
原
則
的
な
拡
散
状
態
」（d

ie
 g

rü
n

d
lich

e
 

Z
e

rstre
u

th
e

it

）
と
し
て
酷
評
し
た
が
）
43
（

――
そ
し
て
そ
の
批
判
は
一
面
で
は
当
た
っ
て
い
る
が
――
、
し
か
し
ト
レ
ル
チ
の
学
問
的
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
全
体
図
を
無
視
し
て
、
伝
統
的
な
教
会
的
神
学
の
枠
組
み
か
ら
の
み
指
弾
す
る
の
は
、
や
は
り
《
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
》
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
実
質
的
歴
史
哲
学
が
引
き
受
け
る
「
現
在
的
文
化
総
合
」
の
課
題
は
、
具
体
的
に
は
一
般
的
倫
理
学
と
文
化
哲
学
へ

と
直
接
的
に
連
動
す
る
。
ト
レ
ル
チ
は
一
般
的
倫
理
学
を
形
式
的
自
律
的
な
「
人
格
性
と
良
心
の
道
徳
」
と
客
観
的
目
的
論
的
な
「
文
化
価
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値
の
倫
理
」
と
に
分
け
る
が
、「
現
在
的
文
化
総
合
」
の
理
念
は
と
り
わ
け
文
化
価
値
の
倫
理
学
に
直
結
す
る
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、「
人

格
性
と
良
心
の
道
徳
」
は
「
時
間
と
歴
史
の
範
囲
を
越
え
て
規
範
の
領
域
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
唯
一
の
糸
）
44
（

」
で
あ
り
、
そ
の
「
純
粋
に
形

式
的
な
特
質
」
ゆ
え
に
「
無
時
間
的
か
つ
非
歴
史
的
」
で
あ
り
、「
無
時
間
的
に
妥
当
す
る
包
括
的
な
道
徳
的
命
令
の
体
系
へ
と
展
開
さ
れ

得
る
）
45
（

」
が
、
こ
れ
に
対
し
て
家
族
、
国
家
、
法
律
、
経
済
機
構
、
科
学
、
芸
術
、
宗
教
と
い
っ
た
倫
理
的
な
文
化
価
値
は
、「
徹
頭
徹
尾
歴

史
的
な
形
成
物
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
一
定
の
時
代
的
状
況
に
即
し
た
個
性
的
な
創
造
物
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
文
化
価
値

の
倫
理
」
は
本
質
的
にzeitgebu

n
d
en

で
あ
り
、
時
代
的
制
約
性
か
ら
免
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
）
46
（

。「
現
在
的
文
化
総
合
」
を
倫
理
学
の
課

題
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
い
わ
ば
「
人
格
性
と
良
心
の
道
徳
」
と
「
文
化
価
値
の
倫
理
」
と
を
新
た
な
仕
方
で
再
統
合
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
前
者
が
文
化
総
合
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
要
素
を
、
後
者
が
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
要
素
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

「
現
在
的
文
化
総
合
」
は
、
ト
レ
ル
チ
の
意
図
に
従
え
ば
、
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
歴
史
的
個
性
的
な
も
の
と
の
新
た
な
統
合
で
あ
り
、
そ

れ
こ
そ
現
代
の
――
す
な
わ
ち
ト
レ
ル
チ
の
時
代
の
――
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
緊
急
に
必
要
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
素
の
創
造
的
な
結
合
と
し
て
の
文
化
総
合
は
、
一
方
で
歴
史
的
現
実
に
深
く
根
ざ
し
な
が
ら
、
他
方
で
永
遠

的
・
超
越
的
な
生
命
と
存
在
の
根
拠
に
棹
さ
し
て
い
る
た
め
に
、
歴
史
的
相
対
主
義
の
荒
波
に
も
洗
い
流
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

文
化
総
合
に
は
、「
無
意
識
的
に
作
り
出
さ
れ
た
、
基
礎
的
、
運
命
的
な
総
合
」
と
「
意
識
的
に
構
成
さ
れ
る
総
合
」
と
が
あ
る
が
）
47
（

、
ト

レ
ル
チ
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
後
者
の
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
理
性
や
本
質
や
世
界
過
程
の
法
則
を
手
掛
か
り
に
し
て

着
手
さ
れ
る
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
成
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
分
自
身
の
属
す
る
文
化
圏
の
諸
前
提
や
歴
史
や
運
命
に
つ
い
て
の

知
識
を
本
質
的
に
要
求
す
る
よ
う
な
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
構
成
）
48
（

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
文
化
の
地
理
的
・
生
物
学
的
条
件
、
そ
の
発
展
の
論

理
的
必
然
性
、
必
然
と
偶
然
の
相
互
作
用
、
等
々
に
つ
い
て
の
概
念
的
な
把
握
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
知

識
が
ひ
と
た
び
獲
得
さ
れ
れ
ば
、
次
に
、
そ
こ
か
ら
お
の
ず
と
生
ず
る
価
値
の
体
系
に
対
し
て
精
練
、
集
中
化
、
解
放
、
方
向
づ
け
と
い
っ

た
作
業
が
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
肝
心
な
こ
と
は
中
心
的
な
価
値
を
剔
抉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
体
系
の
方
向
性
を
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決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
心
的
な
価
値
の
規
定
は
究
極
的
に
は
「
人
格
的
な
生
命
行
為
」
で
あ
り
、

事
後
的
に
の
み
一
つ
の
体
系
と
し
て
表
現
さ
れ
、
ま
た
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
理
由
に
よ
っ

て
、「
創
造
的
な
行
為
」
と
「
責
任
を
負
う
覚
悟
の
あ
る
良
心
」
と
が
文
化
総
合
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
要
因
と
な
る
）
49
（

。
現
在
的
文
化

総
合
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
体
系
も
存
在
せ
ず
、
あ
る
の
は
た
だ
「
行
動
的
形
成
的
な
精
神
の
勘
と
決
断
力
」
だ
け
で

あ
る
。

以
上
が
ト
レ
ル
チ
の
「
現
在
的
文
化
総
合
」
の
構
想
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
歴
史
主
義
の
唯
一
可
能
な
哲
学
的
克
服
）
50
（

」
と
し

て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
学
者
と
し
て
出
発
し
た
ト
レ
ル
チ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
な
か
に
深
く
滲
透
し
て
い
る
《
歴
史
主

義
》
の
問
題
を
鋭
敏
に
察
知
し
て
、
さ
し
あ
た
り
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
枠
内
で
対
策
を
練
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
第
一
次
世
界
大
戦
と
い

う
未
曾
有
の
出
来
事
を
通
し
て
、「
歴
史
主
義
の
危
機
」
が
現
実
的
問
題
と
な
る
に
及
ん
で
、
よ
り
広
範
な
視
野
に
開
か
れ
た
歴
史
哲
学
的

展
望
に
立
っ
て
危
機
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。「
も
し
人
が
教
会
の
ド
グ
マ
や
そ
の
後
裔
で
あ
る
合
理
主
義
的
ド
グ
マ
の
な
か
に

生
活
形
成
の
規
範
を
認
識
す
る
こ
と
を
も
は
や
な
し
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
た
だ
、
源
泉
と
し
て
歴
史
だ
け
が
残
り
、
解
決

と
し
て
は
た
だ
歴
史
哲
学
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
）
51
（

」。
歴
史
哲
学
は
そ
れ
ゆ
え
、
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
生
の
規
範
の
再
確
立
と
い
う
使
命

を
担
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
歴
史
主
義
の
危
機
」
を
乗
り
越
え
る
唯
一
の
手
だ
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
容
易
な
ら
ざ
る
奮
闘

を
強
い
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
ト
レ
ル
チ
が
目
指
す
文
化
総
合
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「
無
意

味
な
企
て
）
52
（

」
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
ト
レ
ル
チ
は
み
ず
か
ら
の
計
画
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
と
き
、「
ク
ァ
ド

リ
レ
ン
マ
〔
＝
自
乗
化
さ
れ
た
デ
ィ
レ
ン
マ
〕」（Q

u
ad

rile
m

m

）
53
（a

）
に
陥
っ
て
い
る
自
分
自
身
を
見
出
し
て
い
る
。

も
し
人
々
が
理
念
や
基
準
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
な
き
合
理
主
義
に
落
ち
込
み
、
経
験
的
歴
史
と
そ
の
実
践
に
対
す
る

関
連
を
喪
失
す
る
。
し
か
し
ま
た
、
も
し
歴
史
的
・
個
性
的
な
も
の
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
研
究
に
同
調
し
つ
づ
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け
る
な
ら
ば
、
際
限
な
き
相
対
主
義
や
懐
疑
主
義
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
方
の
道
を
巧
妙
な
発
展
概
念
に
よ
っ

て
相
互
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
と
、
こ
の
二
つ
の
構
成
部
分
は
繰
り
返
し
互
い
に
分
裂
し
合
う
。
そ
こ
で
思
い
き
っ
て
現

在
の
決
断
と
形
成
の
な
か
に
立
場
を
と
る
と
、
今
度
は
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
歴
史
と
理
念
の
両
方
を
一
度
に
喪
失
す
る
は
め
に

陥
る
。
こ
の
問
題
の
大
変
な
困
難
さ
を
十
分
に
受
け
取
る
と
、
今
度
は
そ
れ
が
い
よ
い
よ
苦
し
い
も
の
に
な
り
、
教
会
の
権
威

や
啓
示
に
是
非
と
も
逆
戻
り
し
た
く
な
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
昔
も
今
も
ロ
マ
ン
主
義
者
が
き
わ
め
て
も
っ
と
も
な
理
由
か
ら

行
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
再
び
行
う
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
歴
史
的
に
考
え
る
西
洋
そ
の
も
の
か

ら
身
を
そ
む
け
て
、
歴
史
な
き
オ
リ
エ
ン
ト
と
、
そ
の
神
秘
主
義
や
涅
槃
に
向
か
っ
て
い
く
行
き
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
企
て
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
来
し
ば
し
ば
、
オ
リ
エ
ン
ト
は
西
洋
よ
り
は
る
か
に
深
み
を
も
っ
て
お

り
、
西
洋
に
対
し
て
相
違
と
優
位
と
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
た
た
え
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
）
54
（

。

ト
レ
ル
チ
の
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
は
、
同
時
代
人
を
含
む
夥
し
い
数
の
近
代
の
知
識
人
た
ち
と
の
思
想
的
対
決
を
通
し
な
が

ら
、「
歴
史
主
義
の
危
機
」
を
克
服
す
る
方
途
を
模
索
し
た
も
の
で
、
後
に
も
先
に
も
類
書
の
な
い
稀
有
の
思
想
的
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

ト
レ
ル
チ
は
そ
こ
で
、「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
を
歴
史
か
ら
解
放
し
、
歴
史
に
対
す
る
主
権
的
支
配
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
歴
史
批
判
と

歴
史
的
再
構
成
の
大
海
の
な
か
に
身
を
投
じ
て
い
く
）
55
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
の
な
か
に
歴
史
主
義
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
基
本
姿

勢
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。「
建
設
の
理
念
と
は
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
よ
っ
て
歴
史
を
克
服
す
る
こ
と
（G

e
sch

ich
te

 d
u

rch
 G

e
sch

ich
te

 

ü
b

e
r
w

in
d

e
n

）
で
あ
り
、
新
し
い
創
造
の
広
場
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
）
56
（

」。
い
ま
や
遺
言
の
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
言
葉
を
、
ま
た
こ

の
言
葉
の
背
後
に
潜
む
ト
レ
ル
チ
の
知
的
営
為
を
、
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
は
海
を
隔
て
た
ア
メ
リ
カ
の
地
で
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
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2
．
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
の
《
タ
ン
デ
ム
》
の
軌
跡 

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
（K

arl P
au

l R
e

in
h

o
ld

 N
ie

b
u

h
r, 1

8
9

2

―1
9

7
1

）
と
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
（H

e
lm

u
t 

R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r, 1
8

9
4

―1
9

6
2

）
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
ラ
イ
ト
・
シ
テ
ィ
に
ド
イ
ツ
移
民
一
世
の
父
と
二
世
の
母
の
も
と
に
生
ま
れ
、
ラ
イ

ン
ホ
ー
ル
ド
が
十
歳
の
と
き
に
、
父
グ
ス
タ
フ
（G

u
stav N

ie
b

u
h

r, 1
8

6
3

―1
9

1
3

）
の
転
勤
に
伴
い
、
イ
リ
ノ
イ
州
リ
ン
カ
ー
ン
市
に
移

り
住
ん
だ
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
教
派
が
経
営
す
る
シ
カ
ゴ
の
エ
ル
ム
ハ
ー
ス
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
と
セ
ン
ト
ル
イ
ス
の
イ
ー
デ
ン
神
学
校
を
卒

業
し
た
の
ち
、
東
部
の
名
門
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
大
学
院
で
学
び
、
の
ち
に
兄
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
、

弟
リ
チ
ャ
ー
ド
は
母
校
イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
部
の
、
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
の
教
授
に
就
任
し
、
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
神
学
の
み
な

ら
ず
思
想
界
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

少
年
時
代
に
家
庭
音
楽
会
が
催
さ
れ
る
と
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
フ
ル
ー
ト
を
演
奏
し
た
と
い
う

が
）
57
（

、
こ
の
二
つ
の
楽
器
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
外
向
的
で
力
強
く
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
繊
細
で
内
向
的
な
性
格
で

あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
フ
ル
ダ
（H

u
ld

a N
ie

b
u

h
r, 1

8
8

9

―1
9

5
）
58
（9

）
と
い
う
姉
と
ウ
ォ
ル
タ
ー
（W

alte
r N

ie
b

u
h

r, 1
9

9
0

―1
9

4
6

）
と
い
う
兄

が
い
た
が
（
次
兄
は
生
後
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
）、
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
少
年
時
代
か
ら
父
に
反
抗
的
で
あ
り
、
他
の
兄
弟
と
は
異
な
っ
て
父

の
衣
鉢
は
継
が
ず
、
実
業
家
と
し
て
こ
の
世
で
一
定
の
成
功
を
収
め
た
。「
聡
明
」
に
し
て
「
非
常
に
精
力
的
で
熱
っ
ぽ
い
タ
イ
プ
の
人
物
）
59
（

」

で
あ
っ
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
幼
い
と
き
か
ら
父
の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
と
い
う
。
父
親
似
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
と
っ
て
、
指
導
者
タ

イ
プ
の
グ
ス
タ
フ
は
見
習
う
べ
き
人
生
の
先
達
的
存
在
で
あ
っ
た
が
、
母
親
に
似
て
内
気
で
控
え
目
な
リ
チ
ャ
ー
ド
に
と
っ
て
、
父
親
は
怖

い
専
制
君
主
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
）
60
（

。
人
生
の
選
択
に
関
し
て
も
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
迷
わ
ず
父
の
衣
鉢
を
継
い
で
牧
師
に
な
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る
決
意
を
し
た
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
迷
っ
た
挙
げ
句
に
よ
う
や
く
神
学
の
道
に
進
ん
だ
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
つ
ね
に
偉
大
な
兄
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル

ド
の
後
塵
を
拝
し
、
二
歳
年
上
の
兄
の
背
中
を
見
な
が
ら
勉
学
に
励
ん
だ
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
煩
瑣
な
「
認
識
論
」
的
議
論
に
嫌
気
が

さ
し
て
（
実
際
に
は
「
家
庭
の
事
情
」
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
）、
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
修
士
課
程
で
学
業
を
終
え
た
が
）
61
（

、
リ

チ
ャ
ー
ド
は
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
放
浪
生
活
」（acad

e
m

ic vag
ab

o
n

d
ag

）
62
（e

）
を
続
け
た
末
に
、
一
九
二
四
年
イ
ェ
ー
ル
大
学
か
ら
博
士
号

を
取
得
し
た
。

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
修
士
号
を
取
得
し
た
の
ち
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で
工
業
都
市
デ
ト
ロ
イ
ト
で
牧

会
生
活
に
従
事
す
る
が
、
こ
の
十
三
年
間
の
牧
会
経
験
が
の
ち
に
「
ニ
ー
バ
ー
神
学
」
と
称
さ
れ
る
独
自
の
思
想
形
成
の
ま
さ
に
原
点
を

形
づ
く
る
）
63
（

。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
「
わ
た
し
の
世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
十
年
間
」
と
い
う
回
顧
記
事
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て

い
る
。

 

結
論
と
し
て
、
わ
た
し
が
付
け
加
え
得
る
唯
一
の
伝
記
的
覚
え
書
き
は
、
今
日
わ
た
し
が
抱
い
て
い
る
よ
う
な
神
学
的
確
信

が
、
一
大
産
業
都
市
に
お
け
る
牧
師
の
職
を
務
め
て
い
る
期
間
中
に
萌
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
わ
た
し
に

萌
し
た
の
は
、
他
の
都
市
に
お
い
て
と
同
様
、
そ
の
都
市
に
お
い
て
、
わ
た
し
自
身
や
他
の
人
々
に
よ
っ
て
説
教
さ
れ
た
単
純

で
取
る
に
足
り
な
い
道
徳
的
説
教
が
、
一
大
産
業
中
心
地
に
お
け
る
生
の
残
忍
な
事
実
に
と
っ
て
、
完
全
に
不
適
切
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
不
適
切
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
役
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
は
私
的
な
こ
こ
ち
よ
さ
を
保
ち
、
個
人
的
な
欲
求
不
満
を
和
ら
げ
る
に
は
当
然
役
立
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
集
団
的
な
振

る
舞
い
の
問
題
に
お
け
る
人
間
の
行
動
な
い
し
態
度
を
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
変
え
は
し
な
か
っ
た
。

わ
た
し
が
牧
師
の
職
に
あ
っ
た
と
き
萌
し
た
こ
れ
ら
の
確
信
は
、
神
学
校
に
お
け
る
教
授
の
立
場
で
さ
ら
に
推
敲
さ
れ
て
き

た
。
余
暇
が
ふ
え
た
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
古
典
的
時
代
の
主
要
な
思
潮
や
強
調
を
発
見
し
、
長
い
間
無
視
さ
れ
て
き
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た
が
現
代
人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
実
際
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
間
に
と
っ
て
、
依
然
と
し
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
洞
察
を
そ

こ
に
見
出
す
機
会
を
わ
た
し
に
与
え
た
の
で
あ
る
）
64
（

。

こ
の
経
験
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
作
品
が
、
処
女
作
『
文
明
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
か
？
』D

oes C
iviliza

tion
 N

eed
 R

eligion
?

（1
9

2
7

）
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
牧
会
経
験
を
記
し
た
も
の
が
『
飼
い
な
ら
さ
れ
た
冷
笑
家
の
筆
記
帳
か
ら
の
抜
粋
』L

ea
ves from

 th
e 

N
otebook

 of a
 T

a
m

ed
 C

yn
ic

（1
9

2
9

）
で
あ
る
）
65
（

。
前
者
は
、
ト
レ
ル
チ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
会
と
諸
集
団
の
社
会
教
説
』
の
影
響
を
色
濃
く

反
映
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
）
66
（

、
実
際
、
そ
の
書
の
な
か
で
二
度
ほ
ど
ト
レ
ル
チ
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
）
67
（

。
そ
こ
か
ら
も
推
測
さ
れ

る
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
デ
ト
ロ
イ
ト
時
代
に
、
ト
レ
ル
チ
の
こ
の
浩
瀚
な
書
物
を
ド
イ
ツ
語
原
典
で
熱
心
に
読
み
、
そ
こ
か
ら
多

く
の
教
訓
を
学
び
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
年
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、「
ど
ん
な
書
物
が
あ
な
た
の
職
業
上
の
態
度
と
人
生
哲
学
と
の
形
成

に
最
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
か
」
と
い
う
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
誌
の
質
問
に
答
え
て
、
ト
レ
ル
チ
の
『
社
会
教
説
』
を

真
っ
先
に
挙
げ
て
い
る
）
68
（

。

デ
ト
ロ
イ
ト
で
の
社
会
活
動
家
と
し
て
の
活
躍
と
処
女
作
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
一
九
二
八
年
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
の
助
教
授
に
招
聘
さ
れ
た
。
実
践
的
科
目
の
担
当
と
は
い
え
、
こ
の
人
事
は
ユ
ニ
オ

ン
神
学
校
に
お
い
て
も
異
例
の
抜
擢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
学
長
ヘ
ン
リ
ー
・
S
・
コ
フ
ィ
ン
の
強
い
指
導
力
の
も
と
に
、
こ
の
人
事
は
教
授

会
な
ら
び
に
理
事
会
の
反
対
も
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
。
ユ
ニ
オ
ン
に
着
任
し
た
一
年
後
に
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
部
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

倫
理
学
正
教
授
の
話
が
も
た
ら
さ
れ
た
た
め
、
大
学
側
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
を
引
き
留
め
る
た
め
に
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
E
・
ダ
ッ
ジ
応
用
キ

リ
ス
ト
教
教
授
職
」（W

illiam
 E

. D
o

d
g

e
 P

ro
fe

sso
rsh

ip
 o

f A
p

p
lie

d
 C

h
ristian

ity

）
の
席
を
わ
ざ
わ
ざ
空
け
て
彼
に
提
供
し
た
）
69
（

。
こ
う

し
て
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
一
九
六
〇
年
に
退
職
す
る
ま
で
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
こ
の
「
応
用
キ
リ
ス
ト
教
」

の
ポ
ス
ト
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
実
践
的
活
動
の
な
か
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
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理
論
面
で
の
不
足
を
補
う
た
め
に
精
力
的
に
読
書
を
し
、
単
に
実
践
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
と
し
て
も
稀
に
見
る

逸
材
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
始
め
た
。
彼
が
第
四
作
目
の
単
著
と
し
て
世
に
送
っ
た
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』M

ora
l M

a
n

 a
n

d
 

Im
m

ora
l S

ociety

（1
9

3
2

）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
神
学
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
れ
ま
で
浸
か
り
き
っ
て
い
た
一
九
世
紀
的
な
楽
観
主
義
を

完
膚
な
き
ま
で
に
批
判
し
、
バ
ル
ト
に
主
導
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
弁
証
法
的
神
学
に
対
応
す
る
、
ア
メ
リ
カ
の
「
新
正
統
主
義
」
の
立
場

を
確
立
す
る
画
期
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
そ
れ
ま
で
共
闘
し
て
き
た
「
平
和
主
義
的
な
――
リ
ベ
ラ

ル
で
社
会
主
義
的
な
――
サ
ー
ク
ル
か
ら
の
意
識
的
な
独
立
宣
言
）
70
（

」
で
も
あ
っ
た
。

一
方
、
弟
の
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
一
九
一
五
年
イ
ー
デ
ン
神
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
一
年
間
郷
里
リ
ン
カ
ー
ン
市
で
兄
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
経
営

す
る
新
聞
社
で
働
い
た
の
ち
、
一
九
一
六
年
に
セ
ン
ト
ル
イ
ス
の
教
会
の
牧
師
と
な
り
、
そ
こ
で
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
に
通
い
な
が
ら
三
年
間

牧
会
に
従
事
し
た
。
一
九
一
九
年
に
は
母
校
イ
ー
デ
ン
神
学
校
の
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
神
学
校
で
教
鞭
を
と
る
傍
ら
、
夏

期
講
座
な
ど
を
利
用
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
、
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
、
シ
カ
ゴ
大
学
な
ど
で
自
分
の
勉
強
を
続
け
た
。
そ

し
て
一
九
二
二
年
に
、
か
つ
て
兄
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
学
ん
だ
イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
部
に
入
学
し
、
一
九
二
四
年
に
は
「
エ
ル
ン
ス
ト
・

ト
レ
ル
チ
の
宗
教
哲
学
）
71
（

」
に
関
す
る
博
士
論
文
を
完
成
し
てP

h
.D

.

の
学
位
を
取
得
し
た
。
同
年
、
弱
冠
三
十
歳
の
若
さ
で
エ
ル
ム
ハ
ー
ス

ト
・
カ
レ
ッ
ジ
の
学
長
に
就
任
す
る
と
、
多
方
面
の
教
育
改
革
に
精
力
的
に
着
手
し
、
正
式
な
カ
レ
ッ
ジ
と
し
て
の
認
可
獲
得
の
た
め
に

尽
力
し
た
。
一
九
二
七
年
に
は
イ
ー
デ
ン
神
学
校
に
返
り
咲
き
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
ー
ン
と
し
て
教
派
合
同
問
題
に
粉
骨
努
力
し
た
。

一
九
二
九
年
に
は
処
女
作
『
教
派
主
義
の
社
会
的
源
泉
』T

h
e S

ocia
l S

ou
rces of D

en
om

in
a
tion

a
lism

（1
9

2
9

）
を
著
し
て
注
目
を
浴
び
、

こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
一
九
三
一
年
の
秋
、
母
校
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
准
教
授
と
し
て
招
聘
さ
れ
る
僥
倖
に
恵
ま
れ

た
。
か
く
し
て
リ
チ
ャ
ー
ド
も
東
部
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
。

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
の
神
学
界
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
の
活
性
化
と
洗
練
化
の
た
め
に
、
強
力
な

信
頼
と
協
力
の
関
係
を
結
び
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
尽
力
し
た
。
人
々
は
彼
ら
の
た
ぐ
い
稀
な
美
し
い
兄
弟
関
係
を
し
ば
し
ば
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「
二
頭
立
て
の
二
輪
馬
車
」（a tan

d
e

m

）
に
譬
え
て
讃
美
し
た
）
72
（

。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
C
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
二
人
の
ニ
ー
バ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ

経
験
を
も
つ
、
あ
る
尊
敬
さ
れ
て
い
る
学
者
の
言
葉
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
証
言
を
紹
介
し
て
い
る
。

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
必
ず
最
も
礼
儀
正
し
い
融
和
的
な
仕
方
で
彼
の
兄
に
言
及
し
た
し
、
逆
に
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル

ド
も
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
リ
チ
ャ
ー
ド
に
関
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
相
互
的
尊
敬
と
正
真
正
銘
の
兄
弟
愛
（m

u
tu

al re
sp

e
ct an

d
 

g
e

n
u

in
e

 b
ro

th
e

rly
 lo

ve

）
は
、
公
の
場
で
も
私
的
な
場
で
も
、
彼
ら
の
関
係
の
顕ホ

ー
ル
マ
ー
ク

著
な
特
徴
で
あ
っ
た
）
73
（

。

二
人
の
薫
陶
を
受
け
た
こ
の
学
者
が
証
言
す
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
彼
ら
は
終
生
深
い
信
頼
と
愛
情
に
結
ば
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
二
人

の
間
に
緊
張
関
係
や
葛
藤
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
に
自
分
の
こ
と
を
多
く
は
語
ら
な
か
っ
た
兄
弟
な
の
で
、
実
際
の

と
こ
ろ
は
正
確
に
知
り
得
な
い
が
、
公
開
さ
れ
た
書
簡
な
ど
か
ら
推
し
て
み
て
、
と
く
に
弟
リ
チ
ャ
ー
ド
の
側
に
、
偉
大
な
兄
に
対
す
る
尊

敬
と
嫉
妬
の
入
り
混
じ
っ
た
複
雑
な
感
情
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
父
グ
ス
タ
フ
に
よ
っ
て
リ
チ
ャ
ー
ド
の
幼
心
に

植
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
自
分
は
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
兄
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
は
か
な
わ
ず
、
所
詮
は
「
セ
カ
ン
ド
・
ベ
ス
ト
で
あ
る

と
い
う
感
情
」（th

e
 fe

e
lin

g
 o

f b
e

in
g

 se
co

n
d

-b
e

st

）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
生
涯
こ
の
感
情
に
苛
ま
れ
、
大
学
者
と

し
て
の
名
声
を
確
立
し
た
の
ち
も
、
最
後
ま
で
そ
れ
と
「
闘
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
74
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
長
男
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
牧
師
館
と
は
無
縁
な
実
業
家
の
道
を
歩
み
始
め
た
た
め
に
、
グ
ス
タ
フ
が
一
九
一
三
年
に
亡

く
な
っ
た
の
ち
は
、
い
わ
ば
父
親
代
わ
り
と
し
て
母
親
や
姉
弟
の
面
倒
を
見
た
。
実
際
、
弟
リ
チ
ャ
ー
ド
が
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
学
ぶ
た
め

の
学
費
を
工
面
し
た
の
は
彼
で
あ
っ
た
）
75
（

。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
に
就
職
後
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
当
時
パ
リ
に
い
て
経
済

苦
に
喘
い
で
い
た
兄
ウ
ォ
ル
タ
ー
に
、
二
年
間
に
わ
た
っ
て
年
三
〇
〇
〇
ド
ル
も
の
大
金
を
送
金
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
三
〇
年
、
リ

チ
ャ
ー
ド
が
イ
ー
デ
ン
神
学
校
か
ら
八
ヶ
月
の
研
究
休
暇
を
得
た
と
き
に
は
二
五
〇
ド
ル
を
弟
の
た
め
に
工
面
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
ド
イ
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ツ
で
の
神
学
研
究
を
援
助
し
て
い
る
。
母
リ
デ
ィ
ア
と
姉
フ
ル
ダ
の
生
活
も
当
然
の
ご
と
く
彼
の
肩
に
掛
か
っ
て
い
た
）
76
（

。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
在

外
研
究
の
経
済
援
助
を
受
け
た
際
に
、
こ
の
篤
志
家
の
兄
に
深
く
感
謝
し
て
、
次
の
よ
う
な
手
紙
を
し
た
た
め
て
い
る
。

お
送
り
く
だ
さ
っ
た
小
切
手
は
、
何
と
二
五
〇
ド
ル
も
の
高
額
の
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
、
自
分
の
偏
狭
性
を
脱
却
す
る

チ
ャ
ン
ス
、
教
育
、
兄
弟
愛
、
あ
な
た
の
お
陰
を
受
け
た
少
年
時
代
と
青
年
時
代
の
思
い
出
、
信
頼
と
信
用
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
な
り
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
て
い
る
か
、
お
わ
か
り
い
た
だ

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
あ
な
た
が
他
の
者
た
ち
の
た
め
に
つ
ね
に
や
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
誰
も
あ

な
た
の
た
め
に
や
っ
て
き
て
は
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
お
わ
か
り
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
…
…
）
77
（

。

こ
う
い
う
事
情
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
リ
チ
ャ
ー
ド
が
終
生
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
深
い
感
謝
と
恩
義
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き

る
が
、
そ
れ
だ
け
に
み
ず
か
ら
も
名
声
を
確
立
し
た
の
ち
に
、
上
記
の
よ
う
な
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
と
闘
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と

も
頷
け
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
妻
ア
ー
ス
ラ
は
、
ニ
ー
バ
ー
一
家
の
美
し
い
親
子
関
係
・
兄
弟
関
係
を
紹
介
し
な
が
ら
、
し
か
も
彼
女
な

ら
で
は
の
醒
め
た
目
で
、
美
し
い
兄
弟
愛
に
潜
ん
で
い
た
問
題
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。「
し
か
し
人
々
は
あ
な
た
〔
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
〕

が
彼
〔
リ
チ
ャ
ー
ド
〕
を
手
助
け
し
た
ほ
ど
手
助
け
さ
れ
る
こ
と
を
好
む
で
し
ょ
う
か
？　

弟
で
あ
り
、
あ
な
た
ほ
ど
強
健
で
も
な
く
精
力

的
で
も
な
か
っ
た
彼
か
ら
、
お
そ
ら
く
あ
な
た
は
何
か
を
取
り
去
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
）
78
（

」。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
ユ
ニ
オ
ン
と
イ
ェ
ー
ル
と
い
う
東
部
の
名
門
校
の
教
授
職
に
就
い
て
か
ら
の
二
人
の
活
躍
振
り
は
、
あ
ら
た
め
て

説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
大
都
会
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
活
動
の
舞
台
と
し
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、『
一
時
代
の
終
焉
に
つ
い
て
の
省
察
』

R
efl

ection
s on

 th
e E

n
d
 of a

n
 E

ra

（1
9

3
4

）、『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
解
釈
』A

n
 In

terp
reta

tion
 of C

h
ristia

n
 E

th
ics

（1
9

3
5

）、『
悲
劇
を

超
え
て
』B

eyon
d
 T

ra
ged

y

（1
9

3
7

）、『
キ
リ
ス
ト
教
と
権
力
政
治
』C

h
ristia

n
ity a

n
d
 P

ow
er P

olitics

（1
9

4
0

）、『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
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T
h
e N

a
tu

re a
n

d
 D

estin
y of M

a
n

（1
9

4
1

―4
3

）、『
光
の
子
と
闇
の
子
』C

h
ild

ren
 of L

igh
t a

n
d
 C

h
ild

ren
 of D

a
rk

n
ess

（1
9

4
4

）、『
時

の
徴
を
見
分
け
て
』D

iscern
in

g th
e S

ign
s of th

e T
im

es

（1
9

4
6

）、『
信
仰
と
歴
史
』F

a
ith

 a
n

d
 H

istory

（1
9

4
9

）、『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア

イ
ロ
ニ
ー
』T

h
e Iron

y of A
m

erica
n

 H
istory

（1
9

5
2

）、『
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
と
政
治
的
問
題
』C

h
ristia

n
 R

ea
lism

 a
n

d
 P

olitica
l 

P
roblem

s

（1
9

5
3

）、『
自
我
と
歴
史
の
対
話
』T

h
e S

elf a
n

d
 th

e D
ra

m
a
s of H

istory

（1
9

5
5

）、『
宗
教
的
・
世
俗
的
ア
メ
リ
カ
』P

iou
s 

a
n

d
 S

ecu
la

r A
m

erica

（1
9

5
8

）、『
国
家
と
帝
国
の
構
造
』T

h
e S

tru
ctu

re of N
a
tion

s a
n

d
 E

m
p
ires

（1
9

5
9

）、『
人
間
の
本
性
と
そ
の
社

会
』M

a
n

’s N
a
tu

re a
n

d
 H

is C
om

m
u

n
ities

（1
9

6
5

）
な
ど
を
次
々
に
出
版
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
言
論
界
に
不
動
の
地
位
を
築
い
た
。
戦

争
の
足
音
が
近
づ
く
一
九
三
九
年
に
は
、
英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
有
名
な
ギ
フ
ォ
ー
ド
・
レ
ク
チ
ャ
ー
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
、
一
九
四
八

年
に
は
タ
イ
ム
誌
の
創
刊
二
十
五
周
年
記
念
号
の
表
紙
を
飾
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
六
〇
年
に
は
大
統
領
メ
ダ
ル
を
受
賞
し
、
そ
の
名
声
は
全

世
界
に
広
ま
っ
た
。
政
治
学
者
の
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
を
「
ア
メ
リ
カ
現
存
の
最
大
の
政
治
哲

学
者
、
お
そ
ら
く
キ
ャ
ル
フ
ー
ン
以
来
の
た
だ
一
人
の
創
造
的
政
治
哲
学
者
）
79
（

」
と
見
な
し
た
し
、
歴
史
家
の
ア
ー
サ
ー
・
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン

ジ
ャ
ー
は
、「
歴
史
の
曖
ア
ン
ビ
ギ
ュ
イ
テ
ィ

昧
性
」
を
鋭
く
洞
察
す
る
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
を
高
く
評
価
し
た
）
80
（

。

一
方
、
東
部
屈
指
の
名
門
大
学
の
一
つ
の
母
校
イ
ェ
ー
ル
に
ポ
ス
ト
を
得
た
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
キ
ャ
ル
フ
ー
ン
や
ベ
イ
ン
ト
ン
な
ど

の
錚
々
た
る
ス
タ
ッ
フ
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
、
充
実
し
た
学
究
生
活
に
打
ち
込
ん
だ
。
そ
の
歩
み
は
兄
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
比
べ
れ

ば
は
る
か
に
地
味
で
は
あ
っ
た
が
、
理
論
的
な
面
で
は
兄
を
は
る
か
に
凌
ぐ
業
績
を
打
ち
た
て
た
。
イ
ェ
ー
ル
在
職
中
に
執
筆
さ
れ
た

著
作
と
し
て
は
、『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
神
の
国
』T

h
e K

in
gd

om
 of G

od
 in

 A
m

erica

（1
9

3
7

）、『
啓
示
の
意
味
』T

h
e M

ea
n

in
g of 

R
evela

tion

（1
9

4
1

）、『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』C

h
rist a

n
d
 C

u
ltu

re

（1
9

5
1

）、『
徹
底
的
唯
一
神
主
義
と
西
洋
文
化
』R

a
d
ica

l M
on

oth
eism

 

a
n

d
 W

estern
 C

u
ltu

re

（1
9

6
0

）
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
珠
玉
の
一
品
と
呼
べ
る
作
品
で
あ
る
。
遺
作
『
責
任
を
負
う
自
己
』T

h
e 

R
esp

on
sible S

elf

（1
9

6
3

）
は
、
亡
く
な
っ
た
時
点
で
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
仕
上
が
っ
て
い
た
作
品
で
あ
り
、
ニ
ー
バ
ー
倫
理
学
・
人
間
学
の

到
達
点
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
三
十
年
、
四
十
年
の
時
を
経
て
世
に
送
り
出
さ
れ
た
『
地
上
の
信
仰
』F

a
ith

 on
 E

a
rth

（1
9

8
9

）
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と
『
神
学
、
歴
史
、
文
化
』T

h
eology, H

istory, a
n

d
 C

u
ltu

re

（1
9

9
6

）
は
、
イ
ェ
ー
ル
で
の
講
義
や
そ
の
他
の
教
育
機
関
で
行
わ
れ
た
各

種
講
演
を
収
録
し
た
も
の
で
、
上
記
の
著
作
を
補
完
す
る
重
要
な
資
料
を
含
ん
で
い
る
。

一
九
五
二
年
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
長
年
の
過
労
が
た
た
っ
て
脳
卒
中
に
襲
わ
れ
、
そ
れ
以
後
左
半
身
麻
痺
の
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
う
い

う
状
態
に
あ
っ
て
も
彼
は
健
筆
を
振
る
べ
く
努
力
し
た
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
以
後
の
彼
の
書
い
た
も
の
に
は
か
つ
て
の
精
彩
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
も
彼
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
有
し
て
い
た
生
命
力
は
、
元
来
病
弱
で
あ
ま
り
精
力
的
で
な
か
っ
た
弟
リ
チ
ャ
ー
ド
の
そ

れ
よ
り
は
は
る
か
に
強
靱
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
六
二
年
七
月
五
日
、
リ
チ
ャ
ー
ド
が
心
臓
麻
痺
で
突
然
こ
の
世
を
去
っ
た
と
き
、
誰
が

そ
の
死
を
予
測
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
と
っ
て
も
、
弟
の
死
は
ま
っ
た
く
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
ラ

イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
愛
娘
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
挙
式
の
二
日
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
予
期
せ
ぬ
訃
報
に
ひ
ど
く
狼
狽
し
た
が
、

彼
が
胸
の
内
に
覚
え
た
激
し
い
動
揺
に
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
部
の
チ
ャ
ペ
ル
で
準
備
さ
れ
て
い
た
葬
儀

が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
結
婚
式
と
同
じ
日
の
同
じ
時
間
帯
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
挙
式
を
一
週
間
延
期
す
る
こ
と

を
父
に
申
し
出
た
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
娘
の
門
出
に
水
を
差
し
た
く
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
七
月
七
日
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
家
族
は
葬
儀

に
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
家
族
は
結
婚
式
に
参
列
す
る
と
い
う
皮
肉
な
巡
り
合
わ
せ
と
な
っ
た
）
81
（

。
事
情
を
知
ら
な
い
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
の
友
人

や
知
人
た
ち
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
愛
弟
の
葬
儀
に
参
列
し
な
か
っ
た
こ
と
を
訝
し
ん
だ
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
く
ず
お
れ
そ
う
に
な
り

な
が
ら
も
、
愛
娘
の
挙
式
を
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
神
に
感
謝
す
る
一
方
で
、
弟
の
葬
儀
を
欠
席
し
た
こ
と
を
ひ
ど
く
気
に
し

て
、
友
人
た
ち
に
欠
席
の
お
詫
び
を
し
た
た
め
た
。
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
長
年
の
友
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
宛
の
手
紙
の
一

部
で
あ
る
。

わ
た
し
の
心
は
過
去
数
日
間
ひ
ど
く
動
揺
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
最
愛
の
兄
弟
を
失
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
彼
は
わ
た
し
の
先ガ
イ
ド達

で
あ
り
相カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

談
役
で
し
た
。
と
く
に
わ
た
し
が
病
気
に
な
っ
て
以
来
そ
う
で
し
た
。
そ
れ
は
彼
の
葬
儀
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に
出
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
生
涯
に
対
し
て
公
に
わ
た
し
の
感
謝
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に

よ
っ
て
い
ま
す
）
82
（

。

リ
チ
ャ
ー
ド
よ
り
も
二
歳
年
上
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
が
こ
の
世
を
去
っ
た
の
ち
も
さ
ら
に
九
年
生
き
続
け
た
。
六
十
年

以
上
も
タ
ン
デ
ム
を
組
ん
で
支
え
合
い
、
刺
激
し
合
っ
て
き
た
最
愛
の
弟
を
失
っ
た
の
ち
、
み
ず
か
ら
も
左
半
身
麻
痺
の
状
態
の
ラ
イ
ン

ホ
ー
ル
ド
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
晩
年
の
日
々
を
過
ご
し
た
の
か
、
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
に
は
知
る
よ
し
も
な
い
。
一
九
六
九
年
の

暮
れ
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
健
康
状
態
は
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
た
。
そ
し
て
一
九
七
一
年
六
月
一
日
、
二
〇
世
紀
の

ア
メ
リ
カ
思
想
界
に
聳
え
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ス
ト
ッ
ク
ブ
リ
ッ
ジ
の
自
宅
で
、
妻
ア
ー
ス

ラ
、
息
子
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
、
娘
エ
リ
ザ
ベ
ス
に
看
取
ら
れ
な
が
ら
、
七
十
八
年
の
波
乱
に
富
ん
だ
生
涯
を
閉
じ
た
。

3
．
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
ト
レ
ル
チ
お
よ
び
《
歴
史
主
義
》
の
問
題

さ
て
、
そ
れ
で
は
次
に
、
こ
の
二
人
の
ニ
ー
バ
ー
と
ト
レ
ル
チ
の
関
係
に
つ
い
て
、
よ
り
掘
り
下
げ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
関
係
が
よ
り
明
示
的
に
な
っ
て
い
る
リ
チ
ャ
ー
ド
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
関
し
て
は
、
ト
レ
ル
チ
と
の

関
係
を
裏
づ
け
る
文
書
が
乏
し
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
推
測
す
る
に
、
ト
レ
ル
チ
に
対
し
て
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
目
を
向
け
さ
せ
た
の
は
、

な
か
ん
ず
く
リ
チ
ャ
ー
ド
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
ト
レ
ル
チ
の
関
わ
り
は
非
常
に
深
い
。
一
九
二
四
年
に
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
提
出
・
受
理
さ
れ
た
彼
の
神

学
博
士
論
文
は
、“E

rn
st T

ro
e

ltsch
’s P

h
ilo

so
p

h
y

 o
f R

e
lig

io
n

” 

と
題
さ
れ
た
も
の
で
、
合
計
二
八
三
頁
か
ら
な
る
論
文
に
お
い
て
、
彼
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は
ト
レ
ル
チ
の
思
想
発
展
を
跡
づ
け
た
上
で
、
そ
の
宗
教
哲
学
構
想
を
入
念
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
学
位
論
文
そ
れ
自
体
は
、
今
日
の
ト

レ
ル
チ
研
究
者
の
目
か
ら
見
る
と
、
と
く
に
優
れ
た
洞
察
を
含
む
も
の
で
は
な
い
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
が
論
文
執
筆
の
作
業
を
通
し
て
ト
レ
ル

チ
か
ら
深
く
学
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
後
の
彼
の
著
作
が
明
確
に
示
し
て
い
る
。

処
女
作
『
教
派
主
義
の
社
会
的
起
源
』
は
、「
わ
が
父
の
思
い
出
に
」
捧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
教
会
史
な
い
し
キ
リ

ス
ト
教
史
理
解
に
社
会
学
的
な
方
法
を
導
入
し
た
も
の
で
、
方
法
論
的
に
も
そ
の
中
身
に
お
い
て
も
、
ト
レ
ル
チ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
会
と
そ

の
諸
集
団
の
社
会
教
説
』
の
影
響
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
）
83
（

。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
ト
レ
ル
チ
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
類
型
論

を
援
用
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
教
派
的
多
様
性
を
宗
教
社
会
学
的
に
分
析
し
、
合
従
連
衡
を
繰
り
返

す
ア
メ
リ
カ
型
キ
リ
ス
ト
教
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
に
、
一
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
ア
メ
リ
カ
宗
教
に
共
通
な
パ
タ
ー
ン
を
認
識
し
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
の
諸
教
派
の
成
立
を
人
種
、
階
級
、
地
域
的
利
害
な
ど
の
社
会
学
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
し
た
こ
の
書
物
は
、
か
な
り
の
好

評
を
博
し
た
も
の
の
、
著
者
に
は
多
く
の
点
で
不
満
が
残
っ
た
と
い
う
。
リ
チ
ャ
ー
ド
自
身
の
弁
に
従
え
ば
、
彼
が
採
用
し
た
社
会
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
が
特
殊
的
な
教
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

派
と
い
う
水
路
に
流
れ
込
む
事
実
を
説
明
し
た
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
の

躍
動
的
な
力
そ
の
も
の
、
そ
の
運
動
の
ま
さ
に
原
動
力
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
は
数
年
後
に
、「
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
新
た
な
研
究
」
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

神
の
国
』
に
纏
め
た
。
こ
の
著
作
は
「
ア
メ
リ
カ
宗
教
の
ま
さ
し
く
古
典
的
な
解
釈
）
84
（

」
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
も
最
も

影
響
を
受
け
た
書
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
た
ほ
ど
の
逸
品
で
あ
る
。
こ
の
書
は
リ
チ
ャ
ー
ド
自
身
の
神
学
形
成
を
見
る
上
で
も
決
定
的
に

重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
や
が
て
彼
が
確
立
す
る
「
徹
底
的
唯
一
神
主
義
」（rad

ical m
o

n
o

th
e

ism

）
や
「
神
学
的

相
対
主
義
」（th

e
o

lo
g

ical re
lativism

）
の
思
想
は
、
こ
の
書
に
お
い
て
剔
抉
さ
れ
た
「
神
の
主
権
性
」（th

e
 so

ve
re

ig
n

ty
 o

f G
o

d

）
と

い
う
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
神
の
国
』
に
お
け
る
リ
チ
ャ
ー
ド
の
根
本
テ
ー
ゼ
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
ア
メ
リ
カ
文
化
は
、
主
権
を
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有
す
る
、
生
け
る
、
愛
す
る
神
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
こ
と
な
し
に
は
、
全
く
も
っ
て
理
解
さ
れ
得
な
い
）
85
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼

の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、「
神
の
国
」
と
い
っ
て
も
決
し
て
一
義
的
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
教
会
史
に
お
け
る
大
別
さ
れ
た
三
つ
の
時
期
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
時
代
に
は
、「
神
の
国
」
の
観
念
は
「
神
の
主
権
性
」

（th
e

 so
ve

re
ig

n
ty

 o
f G

o
d

）
を
意
味
し
た
。
そ
の
後
大
覚
醒
と
福
音
主
義
的
な
信リ
バ
イ
バ
ル

仰
復
興
の
時
期
に
は
、
そ
れ
は
お
も
に
「
キ
リ
ス
ト
の

統
治
」（re

ig
n

 o
f C

h
rist

）
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
近
時
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
は
「
地
上
に
お
け
る
王
国
」（k

in
g

d
o

m
 

o
n

 e
arth

）
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
）
86
（

。
随
所
に
啓
発
的
な
洞
察
を
た
た
え
た
本
書
を
解
説
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
リ
チ
ャ
ー

ド
は
、「
神
の
国
」
の
観
念
の
三
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
主
軸
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
神
学
的
な
光
の
も
と
で
実
に
見

事
に
捉
え
て
い
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
剔
抉
さ
れ
た
「
神
の
主
権
性
」
の
観
念
は
、
こ
う
し
て
彼
に
と
っ
て
根
本
的
な
神
学
的
重
要
性
を
獲

得
す
る
こ
と
に
な
る
）
87
（

。
彼
は
『
啓
示
の
意
味
』、『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』
と
研
究
を
深
め
て
い
き
、
や
が
て
『
徹
底
的
唯
一
神
主
義
と
西
洋
文

化
』
を
上
梓
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
み
ず
か
ら
の
文
化
神
学
理
念
で
あ
る
「
徹
底
的
唯
一
神
主
義
」
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
九
四
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
啓
示
の
意
味
』
で
あ
る
が
、
周
知
の
通
り
、
こ
れ
は
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主
義
と
バ
ル
ト
の
啓
示
神

学
を
総
合
し
よ
う
と
試
み
る
意
義
深
い
書
物
で
あ
る
。
そ
の
書
の
「
序
言
」
に
お
い
て
彼
は
、「
神
学
学
徒
た
ち
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ

ル
チ
と
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
が
、
そ
の
著
作
を
通
し
て
だ
が
、
わ
た
し
の
教
師
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
〇
世
紀
宗
教
思

想
の
こ
れ
ら
ふ
た
り
の
指
導
者
は
し
ば
し
ば
正
反
対
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
彼
ら
の
主
要
な
関
心
事
を
結
合
し
よ
う
と
試
み

た
。
わ
た
し
に
は
前
者
の
批
判
的
思
惟
と
後
者
の
建
設
的
作
業
と
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
88
（

」、
と
述
べ
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド

は
、
通
常
は
現
代
神
学
に
お
い
て
対
蹠
的
な
立
場
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
を
ユ
ニ
ー
ク
な
仕
方
で
結
合
し
て
、
ト
レ
ル
チ

が
代
表
し
た
歴
史
主
義
の
真
理
契
機
を
活
か
し
つ
つ
、
そ
れ
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
存
在
と
行
為
と
に
神
学
全
体
を
全
面
的

に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
バ
ル
ト
的
啓
示
神
学
の
枠
組
み
の
内
部
に
取
り
込
も
う
と
す
る
。
彼
は
ト
レ
ル
チ
に
よ
っ
て
否
定
し
が
た
い
明
瞭

さ
で
示
さ
れ
た
歴
史
的
相
対
主
義
に
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
信
仰
の
視
点
か
ら
す
る
以
外
に
は
神
に
つ
い
て
有
意
義
に
語
り
得
な
い
と
い
う
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宗
教
的
相
対
主
義
を
真
剣
に
受
け
止
め
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
「
そ
の
探
究
を
キ
リ
ス
ト
者
の
生
の
物
語
を
想
起
し
、
キ
リ
ス
ト
者
が
そ

の
歴
史
と
信
仰
に
お
け
る
限
ら
れ
た
視
点
か
ら
見
る
も
の
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
る
）
89
（

」
と
主
張
す
る
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
今
日
啓
示
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
信
仰
は
、
ご
自
身
を
唯
一
の
普
遍
的
な
主
権
者
と
し
て
、
ま
た
、
す
べ
て
の
人
間

――
と
く
に
信
仰
に
お
い
て
そ
の
前
に
立
つ
人
々
――
を
ご
自
分
の
主
権
に
ま
っ
た
く
ふ
さ
わ
し
く
な
い
罪
人
と
し
て
審
く
方
と
し
て
、
啓

示
し
給
う
神
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
神
の
主
権
を
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
の
主
権
と
置
き
換
え

る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
啓
示
の
観
念
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
新
し
い
型
の
偶
像
崇
拝
に
陥
る
こ
と
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
神
に
向
け
ら
れ
た
信
仰
と
啓
示
の
立
場
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
と
啓
示
に
向
け
ら
れ
た
信
仰
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
意
味

す
る
）
90
（

」
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
人
々
の
魂
を
支
配
す
る
普
遍
的
帝
国
な
ど
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
主
張
を
補
強
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
啓
示
の
観
念
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
精
神
な
ら
び
に
彼
の
神
の
啓
示
と
は
無
縁
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、「
啓
示
の
観
念
の
自
己
防
衛
的
な
用
い
方
」
な
い
し
「
啓
示
の
護
教
的
な
用
い
方
）
91
（

」
を
厳
し
く
諫
め
、

む
し
ろ
啓
示
の
問
題
を
扱
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
「
断
固
と
し
て
告
白
的
」（re

so
lu

te
ly

 co
n

fe
ssio

n
a

）
92
（l

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
力
説

し
て
い
る
。
こ
れ
が
所
謂
「
告
白
的
神
学
」（co

n
fe

ssio
n

al th
e

o
lo

g
y

）
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
の
ち
に
「
神
学
的
、
神
中
心
的
相
対
主

義
」（th

e
o

lo
g

ical an
d

 th
e

o
-ce

n
tric re

lativis

）
93
（m

）
と
言
い
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、「
内
的
歴
史
」（in

n
e

r h
isto

r
y

; in
te

rn
al h

isto
r
y

）と
「
外
的
歴
史
」（o

u
te

r h
isto

r
y

; e
x

te
rn

al 

h
isto

r
y

）
の
区
別
に
つ
い
て
語
る
。「
内
的
歴
史
」
と
「
外
的
歴
史
」
の
区
別
は
、「
体
験
さ
れ
た
歴
史
」（h

isto
r
y

 as live
d

）
と
「
観
察

さ
れ
た
歴
史
」（h

isto
r
y

 as se
e

n

）
の
相
違
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、「
キ
リ
ス
ト
者
が
啓
示
に
つ
い
て
語
る
と

き
に
は
外
的
観
察
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
歴
史
で
は
な
く
、
参
与
す
る
自
己
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
た
歴
史
を
さ
し
示
す
）
94
（

」。
リ
チ
ャ
ー
ド
は

「
か
つ
て
は
盲
目
で
あ
っ
た
が
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
人
」
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
「
内
的
歴
史
」
と
「
外
的
歴
史
」
の
違
い
を
見
事
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に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
薬
を
用
い
て
治
療
し
、
ど
の
よ
う
な
外
科
手
術
が
施
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
結
果
患
者
の
視
神

経
や
水
晶
体
レ
ン
ズ
に
ど
う
い
う
変
化
が
生
じ
た
の
か
、
ま
た
患
者
は
ど
の
よ
う
な
経
過
で
全
快
し
た
の
か
、
等
々
を
医
師
の
立
場
か
ら
記

述
し
た
医
療
記
録
と
、
か
つ
て
は
暗
闇
の
世
界
に
生
き
て
い
た
が
、
い
ま
や
木
立
や
日
の
出
、
家
族
や
友
人
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
患
者
が
、
失
わ
れ
て
い
た
光
を
徐
々
に
回
復
す
る
ま
で
の
経
過
を
み
ず
か
ら
綴
っ
た
内
面
の
記
録
と
で
は
、
同
じ
現
象
を
扱
っ

て
い
て
も
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
）
95
（

。

リ
チ
ャ
ー
ド
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
に
お
い
て
し
ば
し
ば
な
さ
れ
、
歴
史
的
信
仰
を
理
解
し
、
広
め
る
上
で
多
く
の
障
害
を
引
き
起

こ
し
た
誤
り
は
、
啓
示
を
外
的
歴
史
の
な
か
な
い
し
は
非
参
与
者
の
視
点
か
ら
も
認
識
で
き
る
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と

で
あ
っ
た
）
96
（

」
と
言
い
、「
生
き
て
い
る
自
己
の
視
点
か
ら
生
命
の
充
溢
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
内
的
歴
史
）
97
（

」
こ
そ
が
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
そ

こ
に
啓
示
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
啓
示
と
は
わ
れ
わ
れ
の
内
的
歴
史
の
一
部
で
あ
っ
て
、

歴
史
の
他
の
部
分
を
照
明
し
、
か
つ
そ
れ
自
身
も
知
的
な
理
解
が
可
能
な
も
の
）
98
（

」
を
意
味
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、「
知
的
な
理

解
が
可
能
で
、
ま
た
知
性
的
で
も
あ
る
人
間
世
界
の
構
成
員
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
か
つ
行
動
し
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
出
発
点
）
99
（

」
を

表
し
て
い
る
。
啓
示
の
契モ

ー
メ
ン
ト機が

有
す
る
機
能
な
い
し
特
性
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
に
従
え
ば
、
第
一
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
過
去
を
和イ

ン
テ
リ
ジ
ブ
ル

解
可
能
に
す

る
）
100
（

」
こ
と
、
第
二
に
、「
隠
微
さ
れ
た
過
去
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
）
101
（

」
こ
と
、
第
三
に
、「
す
べ
て
の
人
間
集
団
の
過
去
を
み
ず
か
ら
の
過
去
と

し
て
自
己
化
す
る
）
102
（

」
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
共
通
の
記
憶
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
な
い
し
は
人
々
が
同
一
の
過
去
を
共
有
し
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
は
真
の
共
同
体
は
あ
り
得
ず
、
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
と
き
に
は
共
通
の
記
憶
が
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
103
（

」
か
ら

で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
啓
示
の
契モ

ー
メ
ン
ト機に

促
さ
れ
て
、
自
分
た
ち
の
過
去
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
把
握
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
に
参
与
す
る
自
己
の
魂
は
改
造
さ
れ
て
ゆ
き
、
や
が
て
人
類
の
過
去
が
わ
れ
わ
れ
の
過
去
と
な
り
、
人
類
と
の
共
同
体
が
達

成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
者
は
繰
り
返
し
歴
史
に
立
ち
戻
り
、
父
祖
た
ち
や
兄
弟

た
ち
の
信
仰
と
罪
と
を
自
分
自
身
の
信
仰
と
罪
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
104
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、「
記
憶
の
そ
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の
よ
う
な
変
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
革
は
魂
の
回
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
心
の
重
要
で
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
）
105
（

」。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
こ
の
よ
う
に
、
啓
示
の
概
念
を
「
人
間
の
生

の
物
語
」（th

e
 sto

r
y

 o
f o

u
r life

）
と
連
関
づ
け
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
啓
示
に
立
脚
し
た
「
神
学
的
、
神
中
心
的
相
対
主
義
」
の
主
唱
と
、「
内
的
歴
史
」
と
「
外
的
歴
史
」
の
区

別
の
な
か
に
、
ト
レ
ル
チ
が
格
闘
し
た
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
に
対
す
る
リ
チ
ャ
ー
ド
の
答
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
バ
ル

ト
の
啓
示
神
学
の
主
張
を
原
則
的
に
承
認
し
つ
つ
、
し
か
も
「
啓
示
実
証
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
一
面
性
が
も
た
ら
す
弊
害
を
避
け
て
、

近
代
歴
史
学
の
自
由
な
探
究
に
も
開
か
れ
た
あ
り
方
を
模
索
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
が

提
示
し
た
「
内
的
歴
史
」
と
「
外
的
歴
史
」
の
区
別
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
、「
厭
わ
し
い
広
い
濠
」（d

e
r g

arstig
e

 b
re

ite
 G

rab
e

n

）

を
嘆
い
た
レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
っ
て
す
で
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
差
し
支
え
な
い
が
）
106
（

、
ト
レ
ル
チ
の
影
に
悩
ま
さ
れ
た
次
世
代
の
神

学
者
た
ち
の
な
か
に
あ
っ
て
、
彼
が
見
出
し
た
解
決
策
は
出
色
の
出
来
映
え
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

次
に
、
一
九
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た
代
表
作
『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』
――
ち
な
み
に
こ
の
書
は
兄
の
「
ラ
イ
ニ
ー
」
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る

――
も
、
こ
れ
ま
た
ト
レ
ル
チ
ぬ
き
に
は
存
在
し
得
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
そ
の
書
の
は
し
が
き
で
、
ト
レ
ル
チ
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
教
会
と
文
化
の
問
題
に
専
念
し
た
、
あ
の
神
学
者
ま
た
歴
史
家
――
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ

ル
チ
――
に
対
す
る
わ
た
し
の
恩
義
を
最
も
強
く
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
彼
の
名
著
『
キ
リ
ス

ト
教
会
の
社
会
教
説
』
を
補
足
し
、
か
つ
部
分
的
に
修
正
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
な
そ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
は
な

い
。
ト
レ
ル
チ
は
わ
た
し
に
、
キ
リ
ス
ト
教
史
上
の
多
く
の
人
々
や
運
動
の
多
様
性
と
個
別
性
と
に
敬
意
を
払
う
こ
と
を
、
ま

た
そ
の
豊
か
な
多
様
性
を
あ
ら
か
じ
め
作
り
上
げ
た
概
念
的
な
鋳
型
に
無
理
に
流
し
込
む
こ
と
を
き
ら
う
こ
と
を
、
し
か
も

ミ
ュ
ト
ス
の
な
か
に
ロ
ゴ
ス
を
、
歴
史
の
な
か
に
理
性
を
、
実
存
の
な
か
に
本
質
を
追
究
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
彼
は
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わ
た
し
に
、
単
に
歴
史
的
対
象
の
相
対
性
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
歴
史
的
主
体
、
観
察
者
と
解
釈
者
の
も
つ
相
対
性

を
も
受
け
い
れ
、
か
つ
そ
れ
を
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
益
を
得
る
よ
う
に
助
力
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
わ
た
し
が

こ
の
試
論
を
、
教
会
と
世
界
の
出
会
い
に
関
す
る
ト
レ
ル
チ
の
分
析
を
修
正
す
る
努
力
と
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主

と
し
て
わ
た
し
が
こ
の
歴
史
的
相
対
主
義
を
神
学
的
、
神
中
心
的
相
対
主
義
の
光
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
努
力
す
る
か
ら
な

の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
有
限
的
な
も
の
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
、
理
性
と
同
様
信
仰
の
錯
誤
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
有
限
な

人
間
や
運
動
が
か
も
し
出
す
こ
の
相
対
的
な
歴
史
は
、
す
べ
て
絶
対
的
な
神
の
支
配
の
下
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て

い
る
）
107
（

。

こ
の
よ
う
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
影
響
は
深
く
か
つ
永
続
的
で
あ
り
、
ま
た
リ
チ
ャ
ー
ド
も
ト
レ
ル
チ
の
知
的
遺
産
を
自

分
な
り
の
仕
方
で
活
用
し
て
、
二
一
世
紀
に
お
い
て
も
十
分
通
用
す
る
堅
実
か
つ
有
効
な
神
学
の
方
向
性
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
方
は
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

4
．
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
ト
レ
ル
チ
お
よ
び
《
歴
史
主
義
》
の
問
題

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
リ
チ
ャ
ー
ド
で
は
性
格
も
異
な
り
、
ま
た
神
学
形
成
の
過
程
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
、

簡
単
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
が
「
教
会
の
改
革
」（th

e
 re

fo
rm

atio
n

 o
f th

e
 ch

u
rch

）
に
使
命
感
を
感
じ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
方
は
む
し
ろ
直
接
的
に
「
文
化
の
改
革
」（th

e
 re

fo
rm

 o
f cu

ltu
re

）
を
志
向
し
て
い
た
）
108
（

。
産
業
都
市
デ
ト
ロ
イ

ト
で
の
十
三
年
間
に
わ
た
る
牧
師
な
ら
び
に
社
会
活
動
家
と
し
て
の
実
践
と
経
験
の
な
か
か
ら
、
い
わ
ば
自
学
自
習
で
独
自
の
思
想
形
成
を
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な
し
遂
げ
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、『
文
明
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
か
？
』、『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』、『
一
時
代
の
終
焉
に
つ
い

て
の
省
察
』
と
い
っ
た
書
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
初
は
大
向
こ
う
の
読
者
を
対
象
と
し
た
文
明
論
的
考
察
や
社
会
倫
理
的
分
析
に
力

を
注
い
で
い
た
が
、『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
解
釈
』
や
『
悲
劇
を
超
え
て
』
あ
た
り
の
著
作
か
ら
、
よ
り
本
格
的
な
神
学
的
研
究
に
裏
づ
け

ら
れ
た
発
言
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
英
国
の
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
演
の
内
容
を
収
録
し
た
主
著
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
や
、
そ
の
続
編
と
し

て
の
『
信
仰
と
歴
史
』
に
な
る
と
、
す
で
に
「
ニ
ー
バ
ー
神
学
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
、
独
自
の
深
み
と
趣
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ

れ
は
「
歴
史
の
神
学
」
な
い
し
「
世
界
史
の
神
学
」
と
名
づ
け
て
も
よ
い
よ
う
な
構
造
と
特
質
を
有
し
て
い
る
が
）
109
（

、
し
か
し
そ
の
形
成
に

与
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
は
、
特
定
の
神
学
者
や
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
で
は
な
い
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
ど
こ
ま
で
も se

lf-tau
g

h
t 

の
思
想
家

で
あ
っ
て
、
ト
レ
ル
チ
も
彼
の
思
想
形
成
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
役
割
は
果
た
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
但
し
、
弟
の
リ

チ
ャ
ー
ド
を
通
し
て
ト
レ
ル
チ
に
つ
い
て
か
な
り
知
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
）
110
（

）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
新
し
い
神
学
的
歴
史
解
釈
へ
と
開
眼
し
た
の
は
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
む
し
ろ
聖
書
的
神

話
や
キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
を
真
剣
に
捉
え
直
す
こ
と
を
通
し
て
で
あ
る
。『
悲
劇
を
超
え
て
』
が
こ
の
捉
え
直
し
を
見
事
に
物
語
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
は
時
間
と
永
遠
、
神
と
世
界
、
自
然
と
恩
寵
と
い
っ
た
関
係
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
弁
証
法
的
」（d

iale
ctical

）
な
考

え
方
が
、
現
代
的
感
覚
を
も
っ
て
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
解
釈
に
関
す
る
随
筆
集
」
と
い
う
副
題
が
示

す
通
り
、
こ
の
書
で
は
聖
書
的
な
世
界
観
に
対
す
る
「
神
話
」（m

y
th

）
の
永
続
的
意
義
や
、
キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
（C

h
ristian

 sy
m

b
o

ls

）

の
現
代
的
妥
当
性
が
、
み
ず
み
ず
し
い
表
現
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
）
111
（

。
こ
の
随
筆
集
が
刊
行
さ
れ
た
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
神
話
に
お
け
る
真

理
」（“

T
h

e
 T

ru
th

 in
 M

y
th

s, ” 1
9

3
7

）
と
い
う
論
文
も
、
神
話
や
象
徴
に
つ
い
て
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
考
え
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
の
論
文
に
お
い
て
、ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
「
原
始
的
神
話
」（p

rim
itive

 m
y

th

）
と
「
永
続
的
神
話
」（p

e
rm

an
e

n
t m

y
th

）
と
を
は
っ

き
り
区
別
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
古
代
人
の
非
科
学
的
な
い
し
前
科
学
的
な
思
惟
を
反
映
し
て
い
る
「
原
始
的
神
話
」
と
違
っ
て
、「
永
続

的
神
話
」
は
現
実
の
超
科
学
的
な
諸
局
面
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
人
間
実
存
の
垂
直
的
次
元
な
い
し
「
深
さ
の
次
元
」（th

e
 d

im
e

n
sio

n
 o

f 
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d
e

p
th

）
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
）
112
（

。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ゆ
え
「
偉
大
な
神
話
に
お
け
る
原
始
的
な
も
の
と
永
続
的
な
も
の
、
前
科
学
的
な
も

の
と
超
科
学
的
な
も
の
を
区
別
す
る
）
113
（

」
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。「
偉
大
な
神
話
は
実
際
に
深
遠
な
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
経
験

に
よ
る
検
証
に
絶
え
ず
服
し
て
い
る
）
114
（

」。
か
く
し
て
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
近
代
の
合
理
主
義
的
な
哲
学
や
科
学
理
論
の
問
題
点
を
指
摘
し

た
の
ち
に
、
こ
の
論
文
を
以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

生
の
意
味
の
超
越
的
源
泉
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
過
程
と
非
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で
、
ど
の
過
程
な
い

し
実
在
で
あ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
あ
る
深
遠
な
洞
察
は
、
そ
れ
を
超
え
た
実
在
を
ち
ら
っ
と
見
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

実
在
は
神
話
的
用
語
で
の
み
開
示
さ
れ
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
神
話
的
用
語
は
最
も
適
切
な
実
在
の
象
徴
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
実
在
は
絶
え
ず
実
在
の
中
心
と
源
泉
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
在

の
中
心
と
源
泉
は
直
接
的
経
験
を
超
越
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
実
在
を
理
解
し
叙
述
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
の
、
合
理
的
形
式
と
範
疇
を
も
ま
た
、
最
終
的
に
は
超
越
す
る
か
ら
で
あ
る
）
115
（

。

ブ
ル
ト
マ
ン
が
『
新
約
聖
書
と
神
話
論
』
を
発
表
し
て
「
非
神
話
化
論
争
」
が
起
こ
る
の
は
一
九
四
一
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー

ル
ド
は
そ
れ
に
先
立
つ
こ
と
四
年
、
独
自
の
仕
方
で
聖
書
的
神
話
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
の
再
解
釈
の
問
題
に
着
手
し
て
い
る
。
神

話
的
用
語
で
語
ら
れ
た
聖
書
の
使
信
は
、
科
学
的
合
理
性
の
範
疇
に
は
ま
り
き
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
無
碍
に
却
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
し
、
ま
た
現
代
人
に
理
解
可
能
な
実
存
の
概
念
へ
と
安
易
に
転
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、「
聖
書
的
象

徴
は
真
剣
に
（se

rio
u

sly

）
受
け
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
字
義
通
り
に
（lite

rally

）
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
）
116
（

」。

聖
書
的
神
話
や
キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
を
象
徴
的
に
解
釈
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
そ
れ
以
後
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

れ
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
は
、
神
と
世
界
に
つ
い
て
の
彼
の
弁
証
法
的
な
捉
え
方
で
あ
る
。『
悲
劇
を
超
え
て
』
の
序
言
に
お
い
て
、
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ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

 
〔
本
書
の
〕
主
題
は
、
時
間
と
永
遠
、
神
と
世
界
、
自
然
と
恩
寵
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
法
的
な
考
え
方

で
あ
る
。
聖
書
的
な
人
生
観
は
、
一
方
で
歴
史
と
人
間
の
自
然
的
存
在
と
の
意
味
を
肯
定
し
、
他
方
で
歴
史
の
中
心
、
源
泉
、

そ
し
て
成
就
が
歴
史
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
主
張
す
る
の
で
、
弁
証
法
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
書
の
テ
ー
ゼ
で
あ

る
。キ

リ
ス
ト
教
は
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
主
義
的
な
諸
々
の
哲
学
に
対
し
て
、「
イ
エ
ス
」
と
「
ノ
ー
」
の
両
方
を
語
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
117
（

。

す
な
わ
ち
、
超
越
的
実
在
は
合
理
的
な
尺
度
を
超
え
て
お
り
、
ひ
と
は
弁
証
法
的
に
「
イ
エ
ス
」
と
「
ノ
ー
」
を
同
時
に
語
る
か
、
さ
も
な

け
れ
ば
象
徴
的
言
語
を
用
い
る
し
か
な
い
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
言
葉
を
引
け
ば
、「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の

は
、
暫
定
的
・
外
面
的
な
惑
わ
し
を
あ
る
程
度
含
ん
で
い
る
よ
う
な
象
徴
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」。
そ
れ
は
「
人
を

惑
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
も
真
実
で
あ
る
」（as d

e
ce

ive
rs, y

e
t tru

e

）
と
い
う
の
で
あ
る
）
118
（

。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ト
レ
ル
チ
と
も
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
も
異
な
る
、
ま
っ
た
く
別
種
の
思
想
世
界
に
い

る
こ
と
を
感
じ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
や
ト
レ
ル
チ
の
著
作
、
あ
る
い
は
バ
ル
ト
や
ブ
ル
ト
マ
ン
の
著
作
と
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・

ニ
ー
バ
ー
の
著
作
を
読
み
比
べ
た
場
合
、
一
番
の
違
い
は
後
者
に
お
け
る
「
生
き
生
き
と
し
た
素
朴
な
聖
書
信
仰
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
煩

瑣
な
認
識
論
的
議
論
や
洗
練
さ
れ
た
形
而
上
学
的
思
弁
は
微
塵
も
見
出
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
直
截
に
聖
書
を
読
む
な
か
で
獲
得
さ
れ
た
叡
智

と
預
言
者
的
精
神
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
神
学
の
屋
台
骨
を
形
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
深
く
尊
敬
し
た
リ
ン
カ
ー
ン
の

場
合
に
似
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
は
東
部
の
名
門
神
学
校
で
培
養
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
中
西
部
の
貧
し
い
移
民
の
聖
書
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信
仰
に
深
く
根
を
張
っ
た
も
の
で
あ
る
）
119
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
神
学
は
「
歴
史
の
神
学
」
と
い
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ラ

ン
ケ
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
や
ギ
ゾ
ー
や
ド
ロ
イ
ゼ
ン
な
ど
と
は
お
よ
そ
無
縁
な
も
の
で
あ
る
）
120
（

。
そ
も
そ
も
ト
レ
ル
チ
が
苦
悩
し
た
《
歴
史
主

義
》
の
問
題
は
、
お
そ
ら
く
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
と
っ
て
実
感
の
わ
か
な
い
海
の
向
こ
う
の
出
来
事
で
、
彼
が
こ
の
問
題
を
積
極
的
に
取
り

上
げ
た
形
跡
は
な
い
。
実
際
、「
歴
史
主
義
の
危
機
」
の
問
題
は
、
文
化
・
文
明
の
爛
熟
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
じ
め
て
表
面
化
し
た
も
の

で
、『
大
草
原
の
小
さ
な
家
』（
ロ
ー
ラ
・
イ
ン
ガ
ル
ス
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
）
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
ま
だ
余
韻
と
し
て
残
っ
て
い
る

ア
メ
リ
カ
で
は
、《
歴
史
主
義
》
の
問
題
と
い
っ
て
も
、
所
詮
は
一
部
の
知
識
人
階
級
の
知
的
な
戯
れ
に
す
ぎ
ず
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は

存
在
し
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
「
ト
レ
ル
チ
の
影
」
に
悩
ま
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど

不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
ト
レ
ル
チ
に
共
感
を
覚
え
て
い
た
こ
と
が
た
と
え
事
実
だ
と
し
て
も
、
彼
が
関
心
を
寄
せ

て
い
た
の
は
お
そ
ら
く
『
社
会
教
説
』
の
著
者
と
し
て
の
ト
レ
ル
チ
で
あ
っ
て
、『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
著
者
で
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
部
を
修
士
課
程
で
辞
め
た
理
由
と
し
て
、「
煩
瑣
な
《
認
識

論
》
的
議
論
に
嫌
気
が
さ
し
て
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
「
歴
史
の
神
学
」
は
、
旧
約
聖
書
の
預
言
者
思
想
と
そ
れ
の
内
在
的
超
克
・
完
成
と
し
て
の
イ

エ
ス
の
贖
罪
思
想
に
つ
い
て
、
徹
底
的
に
考
え
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ト
レ
ル
チ
的
な
《
歴
史
主
義
》
の
思
想

と
触
れ
合
う
点
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
の
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
彼
の
歴
史
論
は
、
ま
さ
に
聖

書
的
・
神
学
的
な
歴
史
論
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
な
「
世
界
史
の
哲
学
」
と
も
、
ト
レ
ル
チ
の
形
式
的
歴
史
論
理
学
と
も
、
お

よ
そ
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
や
宗
教
改
革
な
ど
を
扱
っ
て
い
る
部
分
に
関
し
て
、
ト
レ
ル
チ
の
『
社
会
教

説
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
人
間
の
文
化
を
「
キ
リ
ス
ト
が
待
望
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
」
と
「
キ
リ
ス
ト

が
待
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
」
に
二
分
し
て
、
歴
史
の
意
味
を
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
で
考
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
彼
の
基
本
構

想
は
、
完
全
に
旧
・
新
約
聖
書
そ
の
も
の
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
と
断
言
し
て
間
違
い
な
い
）
121
（

。『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』（
一
九
五
二
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年
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
歴
史
の
見
方
も
、
基
本
的
に
は
、
預
言
者
思
想
に
深
く
淵
源
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
歴
史
学
会
の
会
長
を

務
め
た
こ
と
も
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
F
・
メ
イ
は
、
こ
の
書
に
「
深
い
感
銘
を
覚
え
」、
学
生
た
ち
の
必
読
書
に
指
定
し
て
繰
り
返
し
読
ん
だ

と
い
う
が
）
122
（

、
こ
の
書
の
魅
力
は
ア
メ
リ
カ
史
を
対
象
と
し
て
い
な
が
ら
、
旧
約
の
預
言
者
の
よ
う
な
息
づ
か
い
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
一
連
の
著
作
と
活
動
に
関
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
出
身
の
預
言
者
」（P

ro
p

h
e

t fro
m

 A
m

e
rica

）、「
政
治
家

に
と
っ
て
の
預
言
者
」（P

ro
p

h
e

t to
 P

o
litician

s

）、「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
預
言
者
的
な
声
」（A

 P
ro

p
h

e
tic V

o
ice

 in
 o

u
r T

im
e

）
な
ど

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
物
が
出
て
い
る
の
も
、
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
123
（

。

表
題
に
含
ま
れ
て
い
る
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」（iro

n
y

）
と
い
う
鍵
概
念
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
も
、
ロ
マ
ン
主
義
に
も
、
あ
る
い
は
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
に
も
由
来
せ
ず
、
ま
さ
に
聖
書
起
源
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
訳
者
の
オ
ー
テ
ス
・
ケ
ー
リ
に
宛
て
た
「
日
本
語
版
へ
の
ま
え
が
き
」

に
お
い
て
、
こ
の
鍵
概
念
の
趣
旨
は
「
神
は
高
ぶ
る
も
の
を
拒ふ
せ

ぎ
、
へ
り
く
だ
る
者
に
恩め
ぐ
み恵
を
与
え
給
う
」
と
い
う
聖
句
（
ペ
テ
ロ
前
書
五

章
五
節
、
ヤ
コ
ブ
書
四
章
六
節
）
に
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
自
身
の
説
明
を
引
用
す
れ
ば
、

或
る
意
味
で
私
が
期
待
す
る
の
は
…
…
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
枠
組
の
な
か
で
の
理
解
へ
の
貢
献
な
の
で
あ
る
。
聖
書
的
信
仰

は
、
そ
の
面
前
で
は
も
ろ
も
ろ
の
国
び
と
と
い
え
ど
も
「
桶
の
ひ
と
し
ず
く
の
ご
と
く
」
に
す
ぎ
な
い
神
の
威
厳
に
つ
い
て
、

ま
た
「
も
ろ
も
ろ
の
君
を
な
く
な
ら
し
め
、
地
の
審さ
ば
き
び
と士
を
む
な
し
く
せ
し
む
」
る
神
の
裁
き
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
。
こ
の

威
厳
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
自
身
の
国
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
強
大
と
な
っ
た
国
々
の
プ
ラ
イ
ド
を
へ
り
く
だ
ら
す
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
故
私
は
、
今
見
る
よ
う
な
世
俗
的
な
諸
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
宗
教
的
明
察

力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
わ
が
国
の
文
化
に
み
な
ぎ
り
ゆ
く
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
見
掛

け
の
成
功
に
よ
っ
て
堪
え
が
た
い
プ
ラ
イ
ド
に
お
ち
い
り
、
か
く
て
わ
れ
わ
れ
の
究
極
的
な
敗
北
へ
の
基
礎
を
置
く
で
あ
ろ
う

こ
と
を
私
は
確
信
す
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
皮
肉
的
」
な
の
で
す
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
聖
書
的
信
仰
は
個
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人
の
い
の
ち
と
裁
き
に
つ
な
が
り
を
持
つ
と
同
様
、
国
家
の
い
の
ち
と
裁
き
に
も
つ
な
が
り
を
持
つ
と
私
は
信
じ
る
）
124
（

。

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
「
悲
哀
」（p

ath
o

s

）
と
「
悲
劇
」（trag

e
d

y

）
か
ら
区
別

し
て
い
る
。
悲
哀
は
「
歴
史
的
な
状
況
に
お
い
て
哀
れ
み
を
も
よ
お
さ
せ
る
要
素
で
あ
る
が
、
賞
賛
に
値
す
る
も
の
で
も
、
悔
改
め
に
導
く

保
証
を
も
つ
も
の
で
も
な
い
」。
そ
れ
は
「
理
由
を
与
え
る
こ
と
も
、
罪
を
帰
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
、
人
生
の
偶
然
の
食
い
違
い
や

混
乱
か
ら
起
る
も
の
で
あ
る
」。
悲
劇
と
は
、「
善
を
な
そ
う
と
し
て
悪
を
意
識
的
に
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
」。
例
え
ば
、「
あ
る
高
い
責
任
を

果
す
た
め
に
罪
に
ま
み
れ
、
あ
る
い
は
高
い
価
値
を
よ
り
高
い
か
、
そ
れ
と
同
等
の
価
値
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
場
合
、
悲
劇
的
な
選
択
を

す
る
こ
と
に
な
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
、「
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
見
た
と
こ
ろ
人
生
に
お
け
る
偶
然
の
不イ
ン
コ
ン
グ
ル
イ
テ
ィ

調
和
か
ら
起
る
が
、
よ
り
深
く
調
べ

れ
ば
、
単
な
る
偶
然
だ
け
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
不
調
和
そ
の
も
の
は
喜
劇
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
笑
い
を
も
よ
お
さ
せ
る
。
こ
の

喜
劇
の
要
素
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
か
ら
完
全
に
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
喜
劇
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
不
調
和

の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
あ
る
関
係
が
見
つ
か
れ
ば
、
喜
劇
的
な
状
況
は
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状
況
に
な
る
」。
徳
が
内
在
し
て
い
る
欠
陥
に

よ
っ
て
悪
徳
に
な
る
揚
合
、
力
の
あ
る
人
や
国
家
が
そ
の
力
に
駆
ら
れ
て
虚
栄
に
走
り
、
強
さ
が
弱
さ
に
な
る
場
合
、
安
全
性
に
過
度
の
信

頼
を
お
い
て
そ
れ
が
不
安
全
に
転
化
す
る
場
合
、
知
恵
が
み
ず
か
ら
の
限
界
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
愚
か
さ
へ
と
変
質
す
る
場
合
な
ど

は
、
す
べ
て
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状
況
な
の
で
あ
る
。「
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状
況
が
悲
哀
的
な
そ
れ
と
異
な
る
の
は
、
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
る
人
間
が
何
ら
か
の
責
任
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状
況
が
悲
劇
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
責
任
が
意
識
的
な
決
意

よ
り
は
む
し
ろ
無
意
識
的
な
弱
さ
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
125
（

」。

こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
上
で
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
歴
史
と
現
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
状

況
を
容
赦
な
き
批
判
の
俎
上
に
上
ら
せ
る
。



173 ニーバー 2と「エルンスト・トレルチの影」

半
世
紀
前
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
責
任
を
も
た
な
く
て
も
よ
い
と
こ
ろ
か
ら
来
る
無イ
ノ
セ
ン
ス

邪
気
さ
を
も
っ
て
い
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は

単
に
無イ

ノ
セ
ン
ト

邪
気
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
わ
が
国
の
運
命
を
宗
教
的
に
解
釈
し
て
、
我
が
国
の
存
在
意
義
を

人
類
史
に
新
し
い
始
ま
り
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
神
の
御
業
と
理
解
し
て
き
た
。
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
世
界
的
規
模
の
責
任
の

な
か
に
身
を
沈
め
て
い
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
弱
小
の
も
の
か
ら
強
大
な
も
の
へ
と
成
長
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
の
文
化
は

権
力
の
用
い
方
、
濫
用
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
な
い
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
は
権
力
を
地
球
的
な
規
模
で
用
い
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
理
想
主
義
者
た
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
純
潔
を
保
持
す
る
た
め
に
、
権
力
に
伴
う
責
任

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
人
々
と
、
ど
ん
な
手
段
で
あ
ろ
う
と
良
い
目
的
の
た
め
に
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
紛
れ
も
な
く
有
徳
な
も

の
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
血
迷
っ
た
主
張
を
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
含
ま
れ
る
善
悪
の
曖
昧
さ
を
覆
い
隠
そ
う
と
し

て
い
る
人
々
に
分
裂
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
文
明
を
保
持
す
る
た
め
に
道
徳
的
に
危
険
な
行
動
を
と
っ
て
い

る
し
、
ま
た
と
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
権
力
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
一
国
家

が
権
力
を
行
便
す
る
の
に
完
全
に
公
平
無
私
で
あ
り
得
る
と
信
じ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
特
定
の
度
合
の
利
害
や
情
熱
が
、

権
力
の
行
使
が
そ
れ
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
正
義
を
腐
敗
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
）
126
（

。

一
例
と
し
て
引
い
た
こ
の
抜
粋
の
な
か
に
、
ア
メ
リ
カ
史
を
解
釈
す
る
際
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
基
本
的
姿
勢
が
よ
く
見
て
取
れ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
冷
戦
構
造
の
な
か
で
、
ま
さ
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
そ
の
前
後
の
国
際
情
勢
を
背
景
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
判
断
に
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
肩
入
れ
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
国
家
へ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
批
判
に
欠
け
る
憾
み
が
あ

る
、
と
の
手
厳
し
い
指
摘
も
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、「
ニ
ー
バ
ー
は
神
の
見
方
が
も
っ
て
い
る
優
位
さ
の
よ
う
な

も
の
を
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
い
に
僭
越
な
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
歴
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史
家
と
し
て
の
ニ
ー
バ
ー
自
身
の
失
敗
の
多
く
の
源
で
あ
る
）
127
（

」
と
い
う
。『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
非
常

に
優
れ
た
視
点
を
ア
メ
リ
カ
史
の
叙
述
に
導
入
し
な
が
ら
も
、「
深
刻
な
欠
点
を
も
っ
た
書
物
」（a d

e
e

p
ly

 fl
aw

e
d

 b
o

o
k

）
で
あ
り
、
そ

の
主
因
は
「
ニ
ー
バ
ー
が
合
衆
国
か
ら
十
分
批
判
的
な
距
離
を
と
れ
て
い
な
い
こ
と
」（N

ie
b

u
h

r ’s failu
re

 to
 g

ain
 su

ffi
cie

n
t critical 

d
istan

ce
 fro

m
 th

e
 U

n
ite

d
 S

tate

）
128
（s

）
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
ラ
イ
ニ
ッ
ツ
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
六
〇
年
代
中
葉

以
降
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
視
点
を
よ
り
透
徹
し
た
も
の
に
深
め
て
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
使
命
感
に
潜
む
「
傲ア
ロ
ガ
ン
ス慢
」
と

「
自コ

ム
プ
レ
イ
セ
ン
シ
ー

己
満
足
」
の
罪
を
よ
り
厳
し
く
戒
め
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
激
化
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
と
の
覇
権
争
い
に
ま
す
ま
す
深
く
挺

身
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
そ
こ
に
帝
国
主
義
と
い
う
罪
の
萌
芽
を
察
知
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
メ
リ

カ
の
世
界
的
使
命
感
は
一
種
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
――
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、「
ア
メ
リ
カ
の
精
神
に
は
、
そ
の
初
期
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
、
そ
の
深
層
に
は
メ
シ
ア
的
な
意
識
が
あ
る
）
129
（

」
――
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
は
必
ず
自コ
ム
プ
レ
イ
セ
エ
ン
シ
ー

己
満
足
と
傲ア
ロ
ガ
ン
ス慢
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
こ
れ
を
緩
和
す
る
一
助
と
し
て
宗
教
的
な
「
謙
遜
の
セ
ン
ス
」（a se

n
se

 o
f h

u
m

ility

）
の
必
要
性
を
、
以
前
に
も
ま
し
て
主
張

し
て
や
ま
な
い
。

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
歴
史
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
ト
レ
ル
チ
お
よ
び
彼
が
格
闘

し
た
《
歴
史
主
義
》
の
問
題
と
の
接
点
は
、
ほ
と
ん
ど
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
が
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
の
第
二
巻
で

確
立
し
、『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
で
実
際
の
ア
メ
リ
カ
史
に
適
用
し
て
み
せ
た
預
言
者
的
歴
史
観
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
展
開
さ
れ

て
き
た
歴
史
に
つ
い
て
の
学
識
に
富
む
議
論
を
、「
上
か
ら
」
垂
直
に
問
い
返
す
深
さ
と
迫
力
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
歴
史
は
す
ぐ
れ
て
神

と
人
間
と
の
間
で
の
「
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
一
連
の
著
作
は
説
得
力
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。
だ
が

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
言
う
よ
う
に
、
も
し
「
歴
史
を
特
徴
づ
け
る
の
は
ド
ラ
マ
的
な
自
由
で
あ
る
）
130
（

」
と
す
れ
ば
、「
歴
史
の
ド
ラ
マ
」
の
力

動
性
を
そ
の
「
深
さ
の
次
元
」
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ラ
ン
ケ
か
ら
マ
イ
ネ
ッ
ケ
や
ト
レ
ル
チ
へ
と
至
る
歴
史
の
問

い
方
――
お
そ
ら
く
こ
れ
が
《
歴
史
主
義
》
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
――
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
的
な
「
神
学
的
な
歴
史
解
釈
」（a 



175 ニーバー 2と「エルンスト・トレルチの影」

th
e

o
lo

g
ical in

te
rp

re
tatio

n
 o

f h
isto

r

）
131
（y

）
に
よ
っ
て
大
き
く
修
正
・
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

5
．
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
リ
チ
ャ
ー
ド
の
思
想
的
相
違
点

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
ト
レ
ル
チ
の
《
歴
史
主
義
》
の
議
論
を
略
述
し
た
上
で
、「

2
ニ
ー
バ
ー
」、
す
な
わ
ち
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
リ

チ
ャ
ー
ド
と
い
う
兄
弟
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
ト
レ
ル
チ
と
の
関
わ
り
に
も
配
慮
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
ニ
ー
バ
ー
兄
弟

の
思
想
を
、
人
間
学
、
神
学
、
倫
理
の
分
野
に
わ
た
っ
て
広
範
囲
に
比
較
し
た
研
究
に
は
、
例
え
ば
ト
ー
マ
ス
・
R
・
マ
ク
フ
ァ
ウ
ル
の
博

士
論
文
が
あ
る
。
彼
は
両
ニ
ー
バ
ー
の
「
共
通
性
と
相
違
」（co

m
m

o
n

alitie
s an

d
 d

iffe
re

n
ce

s

）
を
多
角
的
に
検
証
し
、
両
者
の
思
惟
の

最
も
基
本
的
な
相
違
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
「
特
殊
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
と
進
む
」
の
に
対
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
「
普
遍

的
な
も
の
か
ら
特
殊
的
な
も
の
へ
と
進
む
」
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
）
132
（

。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
違
う
視
点
か
ら
、
と
く
に

ト
レ
ル
チ
と
の
関
わ
り
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
両
者
の
相
違
と
思
わ
れ
る
点
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。

ま
ず
、
両
者
の
間
に
論
争
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
か
つ
て
一
度
だ
け
二
人
は
公
の
場
で
激
し
く
論
争
し
合
っ
た
。
そ
れ

は
一
九
三
二
年
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
誌
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
年
の
九
月
、
日
本
軍
は
中
国
東
北
部
の

満
州
を
侵
略
し
、
北
京
を
本
拠
と
す
る
中
国
政
府
の
脅
威
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
満
州
事
変
の
勃
発
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
含
む
西
欧
列
強

は
、
こ
の
地
域
全
体
の
安
定
を
脅
か
す
危
機
的
事
態
に
直
面
し
て
、
軍
事
的
介
入
を
す
べ
き
か
、
経
済
制
裁
に
と
ど
め
る
べ
き
か
、
そ
れ
と

も
不
介
入
を
決
め
込
む
べ
き
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
「
非
行
動
の
恵
み
」（T

h
e

 G
race

 

o
f D

o
in

g
 N

o
th

in
g

）
と
い
う
論
文
を
書
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
太
平
洋
を
隔
て
た
満
州
の
事
件
に
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
「
わ
れ
わ
れ
は
非
行
動
で
あ
る
べ
き
か
？
」（M

u
st W

e
 D

o
 N

o
th

in
g

?

）
と
い
う
論
文
で
切
り
返
し
、
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ア
メ
リ
カ
は
あ
る
強
制
力
を
も
っ
て
日
本
の
軍
事
侵
略
に
制
裁
を
加
え
る
べ
き
だ
と
説
い
た
。
し
か
し
リ
チ
ャ
ー
ド
は
自
説
を
譲
ら
ず
、
さ

ら
に
「
神
の
国
へ
至
る
唯
一
の
道
」（T

h
e

 O
n

ly
 W

ay
 in

to
 th

e
 K

in
g

d
o

m
 o

f G
o

d

）
と
い
う
論
文
を
寄
稿
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
の

対
立
点
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
）
133
（

。
こ
の
論
争
は
時
局
的
な
政
治
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
は
掘
り
下
げ
た
研
究
も
す

で
に
存
在
す
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
こ
の
論
争
に
深
入
り
は
し
な
い
が
、
こ
こ
に
は
二
人
の
宗
教
性
、
倫
理
性
、
さ
ら
に
歴
史
観
に

関
わ
る
微
妙
な
が
ら
も
根
本
的
な
相
違
が
表
面
化
し
て
い
る
）
134
（

。

し
か
し
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
誌
で
の
こ
の
論
争
を
除
け
ば
、
二
人
の
間
に
大
き
な
論
争
は
な
か
っ
た
し
、
お
互
い
の
著

作
や
思
想
を
公
に
論
評
し
合
う
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
唯
一
の
例
外
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
が
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
歴
史
解
釈
を
論
評
し

た
も
の
で
、
こ
れ
は
リ
チ
ャ
ー
ド
の
『
神
学
、
歴
史
、
文
化
』
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
）
135
（

。
こ
れ
は
も
と
も
と
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
『
信

仰
と
歴
史
』
の
出
版
直
後
に
、「
神
学
的
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
グ
ル
ー
プ
」（
こ
れ
は
R
・
ベ
イ
ン
ト
ン
、
ジ
ョ
ン
・
C
・
ベ
ネ
ッ
ト
、
ロ

バ
ー
ト
・
L
・
キ
ャ
ル
フ
ー
ン
、
G
・
ハ
ー
ク
ネ
ス
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
P
・
ミ
ラ
ー
、
W
・
パ
ウ
ク
、
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
ヘ
ン
リ
ー
・

P
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ュ
ッ
セ
ン
、
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
と
い
っ
た
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
を
含
む
研
究
会
で
あ
っ
た
）
の
会
合
で
口
頭
発
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
「
大
い
な
る
躊
躇
」
を
も
っ
て
こ
の
発
表
を
行
っ
て
い
る
。
彼
が
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
思
想
を
論
評
す
る
の

を
た
め
ら
っ
た
一
番
の
理
由
は
、
幼
年
時
代
以
来
特
別
な
関
係
に
置
か
れ
て
き
た
兄
弟
同
士
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
評
者
リ
チ
ャ
ー
ド

に
と
っ
て
、
著
者
「
ラ
イ
ニ
ー
」
は
「
歴
史
的
な
、
し
か
し
部
分
的
に
し
か
覚
え
て
い
な
い
幼
年
時
代
以
来
、
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
、
友
で
あ

り
、
仕
事
仲
間
で
あ
り
、
兄
弟
関
係
に
あ
る
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
、
神
学
的
な
好
対
照
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
危
機
に
際
し
て
頼
る
べ
き
人
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
独
立
を
勝
ち
と
る
必
要
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
）
136
（

」。
そ
れ
に
加
え
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
ラ
イ
ニ
ー
の
思
想
は
四

分
の
三
か
そ
れ
以
上
が
水
面
下
に
沈
ん
で
い
る
氷
山
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
こ
で
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
確
化
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
）
137
（

」
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
が
的
確
な
批
評
を
困
難
に
す
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、「
た
め
ら
い
が
ち
な
冒
険
」（th

e
 h

e
sitan

t ve
n

tu
re

）
と
し
て
の
こ
の
論
評
は
、
し
か
し
な
が
ら
リ
チ
ャ
ー
ド
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の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
対
す
る
留
保
点
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
二
人
の
考
え
が
一
番
異
な
る
点
は
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
善
性
に
関
し
て
で

あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
が
の
ち
に
確
立
す
る
「
徹
底
的
唯
一
神
主
義
」（rad

ical m
o

n
o

th
e

ism

）
の
モ
ッ
ト
ー
は
、「
わ
た
し
は
主
で
あ
り
あ

な
た
の
神
で
あ
る
。
あ
な
た
は
わ
た
し
の
前
に
何
も
の
も
神
と
し
て
は
な
ら
な
い
」（I am

 th
e

 L
o

rd
 th

y
 G

o
d

; th
o

u
 sh

alt h
ave

 n
o

 o
th

e
r 

g
o

d
s b

e
fo

re
 m

e

）
と
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
善
で
あ
る
」（W

h
ate

ve
r is, is g

o
o

）
138
（d

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
こ

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
歴
史
観
は
神
の
善
性
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル

ド
は
、
歴
史
の
う
ち
に
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
善
な
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
る
。
例
え
ば
ラ
イ
ン

ホ
ー
ル
ド
は
、「
道
徳
的
審
判
は
歴
史
の
う
ち
で
実
行
さ
れ
る
が
、
決
し
て
正
確
に
で
は
な
い
」
と
か
、「
有
徳
的
者
た
ち
や
罪
の
な
い
者

た
ち
は
、
人
生
と
歴
史
の
競
争
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
徳
ゆ
え
に
、
よ
り
少
な
く
で
は
な
く
む
し
ろ
よ
り
多
く
苦
し
む
か
も
し
れ
な

い
し
、
し
ば
し
ば
実
際
に
苦
し
む
」
と
か
、「
歴
史
の
う
ち
に
は
…
…
道
徳
的
意
味
の
接
線
は
存
在
す
る
が
、
明
確
か
つ
精
密
な
パ
タ
ー
ン

は
存
在
し
な
い
）
139
（

」
と
主
張
す
る
。
し
か
し
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
神
が
「
隠
れ
た
神
」（D

e
u

s A
b

sco
n

d
itu

s

）
で
あ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
は
正
し
い
が
、
神
が
「
啓
示
さ
れ
た
神
」（D

e
u

s R
e

ve
latu

s

）
で
あ
る
と
す
れ
ば
正
し
く
な
い
。
歴
史
は
神
の
審
判
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
神
に
よ
る
赦
し
と
変
革
の
業
を
も
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
よ
っ
て
現
実
の
も
の
と

な
っ
た
、
歴
史
の
う
ち
で
の
神
の
現
在
的
な
救
済
の
働
き
に
、 
十
分
な
配
慮
を
払
っ
て
い
な
い
。
自
分
と
し
て
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
歴

史
の
神
学
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
説
の
基
礎
に
あ
る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
神
学
」
を
伺
っ
て
み
た
い
）
140
（

。
以
上
が
リ
チ
ャ
ー
ド
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド

に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
資
料
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』
に
お
け
る
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
へ
の
言
及
箇
所
で

あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
の
著
作
の
な
か
で
は
最
も
有
名
な
こ
の
書
は
、「
ラ
イ
ニ
ー
」
に
献
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
リ
チ
ャ
ー
ド
は
脚
注

で
三
度
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
言
及
し
て
い
る
。
最
初
の
二
回
は
、
イ
エ
ス
の
徳
目
を
愛
（lo

ve

）
と
し
て
捉
え
る
宗
教
的
自
由
主
義
、
と
く

に
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
け
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
見
方
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
こ
の
徳
目
を
拡
大
し
て
見
せ
る
の
は
、
自
由
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主
義
者
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
愛
を
イ
エ
ス
の
倫
理
の
鍵
と
見
る
こ
と
に
お
い
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と

同
調
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
文
献
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
解
釈
』
で
あ
る
）
141
（

。

も
う
ひ
と
つ
の
言
及
箇
所
は
、「
矛
盾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」（C

h
rist an

d
 C

u
ltu

re
 in

 P
arad

o
x

）
の
一
例
と
し
て
ト
レ
ル
チ
に
つ

い
て
論
じ
た
直
後
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
は
、
二
元
論
的
解
決
の
多
く
の
版
バ
ー
ジ
ョ
ン

が
流
布
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
脚
注

と
し
て
、「
並
列
主
義
（p

aralle
lism

）、
あ
る
い
は
道
徳
生
活
に
お
け
る
小
区
画
化
（co

m
p

artm
e

n
talizatio

n

）、
を
避
け
る
二
元
論
の
な

か
で
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』（
一
九
三
二
年
）
や
、
A
・
D
・
リ
ン
ゼ
イ
『
二
つ
の
道
徳

――
神
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
義
務
と
社
会
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
義
務
――
』（
一
九
四
〇
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
れ

て
い
る
）
142
（

。

わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
前
者
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
自
由
主
義
神
学
的
傾
向
を
暗
に
批
判
し
て
お
り
、
後
者
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル

ド
を
「
矛
盾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」
の
類
型
に
属
す
る
「
二
元
論
者
」（d

u
alist

）
と
し
た
上
で
、
し
か
も
ト
レ
ル
チ
に
対
し
て
と

同
様
、
一
定
の
肯
定
的
な
評
価
を
表
明
し
た
発
言
と
ひ
と
ま
ず
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ニ
ー

バ
ー
兄
弟
の
関
係
と
、「
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」
に
関
す
る
五
類
型
の
問
題
は
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
二
点
に

関
し
て
、
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
考
察
し
て
み
よ
う
。

一
般
的
に
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
自
由
主
義
神
学
に
対
し
て
果
た
し
た
の
と
類
似
し
た
役
割
を
、
一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
果
た
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
リ
チ
ャ
ー
ド
の
目
か
ら
見
る
と
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
ま
だ
十
分
に
は
克
服
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
が
弟

の
目
か
ら
見
た
兄
の
一
番
の
問
題
点
で
あ
っ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
W
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
の
書

簡
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
辛
辣
き
わ
ま
り
な
い
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
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あ
な
た
は
宗
教
を
力
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
――
と
き
に
は
危
険
で
あ
る
が
、
と
き
に
は
役
に
立
つ
力
と
し
て
。
そ
れ

は
リ
ベ
ラ
ル
で
す
。
宗
教
そ
の
も
の
に
と
っ
て
、
宗
教
は
力
で
は
な
く
、
宗
教
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り

神
こ
そ
が
力
な
の
で
す
。
…
…
わ
た
し
は
リ
ベ
ラ
ル
な
宗
教
は
徹
底
的
に
悪
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
偽
善
を
癒
す

応
急
手
当
て
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
善
意
を
高
め
た
も
の
、
つ
ま
り
道
徳
的
理
想
主
義
で
す
。
そ
れ
が
崇
め
る
神
の
特

質
は
、「
第
ｎ
度
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
人
間
的
特
質
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
わ
た
し
は
か
か
る
宗
教
か
ら
は
あ
な
た
の
よ
う

に
多
く
を
期
待
い
た
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
あ
り
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
す
）
143
（

。

こ
こ
で
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
宗
教
の
捉
え
方
は
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
厳
し
く
糾
弾
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
伝
記
記
者
フ
ォ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
弟
の
こ
の
よ
う
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
「
つ
ね
に
リ
ベ
ラ
ル
な
近
代

主
義
的
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
や
ト
レ
ル
チ
と
い
う
ド
イ
ツ
の
リ
ベ
ラ
ル
神
学
者
た
ち
の
真
の
相
続
人
で
あ
っ
た
）
144
（

」
と
い

う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
リ
チ
ャ
ー
ド
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
同
じ
く
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
本
性
と
人
間
の
歴
史
の
捉
え
方
に
お
い
て
は
、
確
固
と
し
て
反
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ
た
」
が
、「
し

か
し
リ
チ
ャ
ー
ド
の
社
会
的
な
ら
び
に
政
治
的
保
守
主
義
は
、
徹
底
的
な
知
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
奇
妙
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
た
）
145
（

」。
す

な
わ
ち
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
リ
チ
ャ
ー
ド
を
比
較
し
た
場
合
、
政
治
的
な
ら
び
に
社
会
的
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の

方
が
は
る
か
に
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
り
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
反
リ
ベ
ラ
ル
な
い
し
保
守
的
で
あ
る
が
、
知
的
生
活
に
お
い
て
は
リ
チ
ャ
ー
ド
の
方
が

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
以
上
に
リ
ベ
ラ
ル
だ
と
い
う
一
面
が
あ
る
。

次
に
、「
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」
に
関
す
る
五
類
型
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
類
型
論
そ
の
も
の
は
実
に
悩
ま
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
J
・
H
・
ヨ
ー
ダ
ー
、
D
・
M
・
イ
ー
ガ
ー
、
G
・
H
・
ス
タ
ッ
セ
ン
に
よ
る
本
格
的
な
研
究
が
あ
る
の
で
、
詳
細
は
そ

れ
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
）
146
（

。
こ
こ
で
は
リ
チ
ャ
ー
ド
の
類
型
論
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
曖
昧
さ
が
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
こ
の
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類
型
論
を
援
用
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
と
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
関
係
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
上
に
記
し
た
よ
う
に
、『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』
に

お
い
て
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
婉
曲
的
な
仕
方
で
第
四
類
型
「
矛
盾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
当
の
リ
チ
ャ
ー
ド
は
と
い
え
ば
、
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
彼
が
第
五
類
型
「
文
化
の
変
革
者
キ
リ
ス

ト
」（C

h
rist th

e
 T

ran
sfo

rm
e

r o
f C

u
ltu

re

）、
つ
ま
り
「
回
心
主
義
者
」（co

n
ve

rsio
n

ist

）
類
型
に
属
す
る
こ
と
は
、
い
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
自
明
の
ご
と
く
見
な
さ
れ
て
い
る
）
147
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
リ
チ
ャ
ー
ド
の
相
違
は
、
第
四
類
型
と
第
五
類
型
の
相
違
に
ほ
ぼ

パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
、『
神
学
、
歴
史
、
文
化
』
の
編
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
テ
イ
シ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
次
の
注
釈
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
が
「
二
元
論
」
を
批
判
し
た
と
き
は
い
つ
も
、
彼
は
通
常
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
こ
と
を
念
頭
に

置
い
て
い
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
の
思
考
に
と
っ
て
、
道
徳
的
な
ら
び
に
歴
史
的
な
「
逆パ
ラ
ド
ッ
ク
ス説
」
に
訴
え
る
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
二

元
論
的
ア
ピ
ー
ル
は
、
こ
の
世
へ
の
黙
従
と
こ
の
世
と
の
妥
協
と
を
不
可
避
的
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル

ド
は
不
完
全
な
仕
方
で
の
み
実
現
さ
れ
る
「
理
想
」
を
も
っ
て
歴
史
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
リ
チ
ャ
ー
ド

は
、
責
任
倫
理
と
神
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
と
い
う
確
信
を
も
ち
続
け
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
歴
史
の
う
ち
で
働
く
神

の
活
動
を
現
在
の
瞬
間
に
探
し
求
め
た
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
む
し
ろ
歴
史
が
そ
の
光
の
も
と
で
裁
か
れ
る
超
越
性
の
原
理
と

し
て
神
を
考
え
た
。
彼
ら
の
間
の
相
違
に
と
っ
て
中
心
的
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
観
で
あ
っ
た
）
148
（

。

か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
、
福
音
と
世
界
と
い
う
問
題
群
に
対
す
る
二
人
の
取
り
組
み
方
を
規
定
し
て
い
る
、
彼
ら
の

歴
史
観
に
お
け
る
微
妙
に
し
て
根
本
的
な
相
違
へ
と
再
度
立
ち
返
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
の
歴
史
観
の
相
違
は
、『
ア
メ
リ
カ
史
の
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ア
イ
ロ
ニ
ー
』
と
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
神
の
国
』
の
そ
れ
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
歴
史
観
の
究
極
的
な

基
礎
は
聖
書
的
信
仰
で
あ
り
、
神
の
絶
対
的
な
主
権
性
へ
の
信
仰
で
あ
る
。「
神
の
主
権
性
」（th

e
 so

ve
re

ig
n

ty
 o

f G
o

d

）
を
歴
史
解
釈
の

鍵
概
念
と
す
る
リ
チ
ャ
ー
ド
と
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
場
合
に
は
、
旧
約
聖
書
的
・
預

言
者
的
な
「
歴
史
を
支
配
す
る
神
」
と
い
う
観
念
が
よ
り
強
烈
で
、
人
間
の
高
ぶ
り
と
プ
ラ
イ
ド
、
そ
れ
に
対
す
る
神
の
裁
き
、
と
い
う

側
面
が
圧
倒
的
に
優
勢
を
占
め
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
が
兄
の
歴
史
観
を
評
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
以
前
的
な
終
末
論
的
歴
史
観
」（a p

re
-

C
h

ristian
 e

sch
ato

lo
g

ical vie
w

 o
f h

isto
r

）
149
（y

）
と
呼
ぶ
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
神
に
対
す
る
勝
利
的
な
信
仰
（triu

m
p

h
an

t faith

）
が
こ

の
世
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
事
実
」
に
力
点
を
置
き
、
し
た
が
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
観
に
お
け
る
復
活
の
位
置
」
を
重
視
す

る
）
150
（

。『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
神
の
国
』
の
表
現
を
使
え
ば
、
単
な
る
「
神
の
主
権
性
」
の
観
念
で
は
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
の
統
治
」（re

ig
n

 o
f 

C
h

rist

）
と
「
地
上
に
お
け
る
王
国
」（k

in
g

d
o

m
 o

n
 e

arth

）
と
い
う
他
の
二
要
素
を
も
併
せ
持
つ
、「
神
の
国
」
が
リ
チ
ャ
ー
ド
の
歴
史
観

の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
わ
け
て
も
、「
キ
リ
ス
ト
の
王
国
の
観
念
」、
す
な
わ
ち
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
隠
れ
た
王
国
が
説
得

力
の
あ
る
仕
方
で
啓
示
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
間
で
特
別
な
新
し
い
歩
み
を
開
始
し
た
と
い
う
確
信
）
151
（

」
が
リ
チ
ャ
ー
ド
に
お
い
て
は

決
定
的
意
義
を
有
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
旧
約
の
預
言
者
ア
モ
ス
を
愛
好
す
る
の
に
対
し
て
、
リ
チ
ャ
ー

ド
が
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
を
し
ば
し
ば
引
証
す
る
の
は
、
二
人
の
歴
史
観
の
相
違
を
端
的
に
象
徴
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
）
152
（

。

こ
の
こ
と
と
ま
ん
ざ
ら
無
関
係
で
な
い
の
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
リ
チ
ャ
ー
ド
に
お
け
る
「
変
革
」（tran

sfo
rm

; tran
sfo

rm
atio

n

）

の
概
念
の
相
違
で
あ
る
。『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』
の
類
型
論
に
依
拠
す
る
と
、「
変
革
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
第
五
類
型
の
専
売
特
許
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
第
四
類
型
の
「
矛
盾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」
に
も
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
形
の
「
変
革
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ト
レ
ル
チ
に
は
、
近
藤
勝
彦
の
卓
越
し
た
分
析
が
明
ら
か
に
し
た

よ
う
に
、
独
自
の
「
形
成
」（G

e
staltu

n
g

）
の
理
論
が
あ
っ
た
）
153
（

。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
有
名
な
「
冷
静
を
求
め
る
祈
り
）
154
（

」
に
も
、「
変
え
る
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勇
気
」（co

u
rag

e
 to

 ch
an

g

）
155
（e

）
へ
の
言
及
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
お
い
て
も
――
も
ち
ろ
ん
、
リ
チ
ャ
ー

ド
と
は
違
っ
た
意
味
で
――
「
文
化
の
変
革
者
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
『
文
明
は

宗
教
を
必
要
と
す
る
か
？
』
に
お
い
て
、「
世
界
超
越
と
世
界
変
革
」（T

ran
sce

n
d

in
g

 an
d

 T
ran

sfo
rm

in
g

 th
e

 W
o

rl

）
156
（d

）
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
彼
の
考
え
に
従
え
ば
、「
世
界
超
越
」
の
契
機
が
逆パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル

説
的
に
「
世
界
変
革
」
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
イ
ン

ホ
ー
ル
ド
は
「
矛
盾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」（C

h
rist an

d
 C

u
ltu

re
 in

 P
arad

o
x

）
の
類
型
に
属
す
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
わ
れ
わ
れ
が
強
調
し
た
い
の
は
、「
回
心
主
義
者
」
な
ら
ざ
る
「
二
元
論
者
」
に
も
そ
れ
な
り
の
「
変
革
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ

と
ス
タ
イ
ル
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
の
比
較
で
興
味
深
い
の
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
も
、『
教
派
主
義
の
社
会
的
源
泉
』
の
最
終
章
に
お
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
社
会
な
い
し
世
界
の
分
裂
状
態
を
「
変
革
」（tran

sfo
rm

）
し 「
超
越
」（tran

sce
n

d

）
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
）
157
（

。
し
か
し
リ
チ
ャ
ー
ド
の
用
語
法
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
と
は
全
く
異
な
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
お
い
て
は
、
世
界
超
越
と

は
「
他
界
的
」（o

th
e

r-w
o

rld
ly

）
な
契
機
、
つ
ま
り
内
在
に
対
す
る
対
立
概
念
と
し
て
の
超
越
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
チ
ャ
ー

ド
の
い
う
「
超
越
」
と
は
「
超
克
」
し
「
乗
り
越
え
」
る
こ
と
、
つ
ま
り o

ve
rco

m
in

g
 

と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
超
克
を
可
能

に
す
る
力
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
な
ら
お
そ
ら
く
「
彼
岸
か
ら
！
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ
も
か
つ

て
「
彼
岸
は
此
岸
の
力
で
あ
る
」（D

as Je
n

se
its ist d

ie
 K

raft d
e

s D
ie

sse
it

）
158
（s

）
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
た
。
し
か
し
リ
チ
ャ
ー
ド

の
場
合
に
は
、
内
在
と
超
越
と
い
う
二
元
論
的
図
式
は
ま
さ
に
超
克
さ
れ
て
お
り
、
彼
岸
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
此
岸
の
力
と
し

て
す
で
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
神
は
人
間
に
内
在
す
る
も
ろ
も
ろ
の
限
界
を
改
変
す
る
た
め
に
、
い
ま

現
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
と
人
間
と
の
間
の
仲
保
で
あ
る
。
歴
史
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
構
造
で
あ
る
神
に

よ
っ
て
内
部
か
ら
変
革
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
が
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
生
の
全
機
構
に
お
い
て
こ
こ
で
い
ま
深
甚
な
効
果
を
生
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
159
（

」
と
言
う
の
は
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
唯
一
神
主
義
信
仰
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
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む
す
び
に
か
え
て 

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
影
」
を
意
識
し
な
が
ら
、
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
か
つ
て

ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
「
あ
た
か
も
外
か
ら
、
つ
ま
り
永
遠
の
相
の
も
と
に
（su

b
 sp

e
cie

 

ae
te

rn
itatis

）
ア
メ
リ
カ
を
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
が
）
160
（

、
同
様
の
こ
と
は
リ
チ
ャ
ー
ド
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
E
・
マ
ー
テ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
中
西
部
出
身
の
ド
イ
ツ
移
民
二
世
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
ア

メ
リ
カ
の
主
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト

流
派
の
「
稀
少
な
種
類
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」（rare

 k
in

d
 o

f in
sid

e
r

）
で
あ
っ
て
、
彼
は
「
な
か
ば
内イ
ン
サ
イ
ド側
に
、
な
か
ば

外ア
ウ
ト
サ
イ
ド側
に
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
よ
り
大
き
な
共
同
体
に
聴
く
耳
を
も
っ
て
い
た
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
し
て
何
か
を
語
る
見
込
み

を
有
し
て
い
た
）
161
（

」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
兼
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
も
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
文
化
を
内
側
か

ら
だ
け
で
な
く
、
外
側
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
「
神
の
絶
対
的
な
主
権
性
」
と
い
う
視
点
の
も
と
に
、
物
事
の
本
質
を
直

観
す
る
と
い
う
ゲ
ー
テ
的
な
意
味
で
、
歴
史
を
「
眺
め
る
」（sch

au
e

n

）
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
）
162
（

。

翻
っ
て
ト
レ
ル
チ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
果
た
し
て
彼
に
そ
の
よ
う
な
視
点
が
欠
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
？　

彼
が
代
表
す
る
《
歴

史
主
義
》
の
立
場
は
、
事
物
を
た
だ
水
平
の
方
向
に
の
み
見
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
「
徹
底
的
歴
史
性
の
組
織
神
学
者
」
に
は
「
超
越
の

眼
」
が
欠
如
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

筆
者
に
は
決
し
て
そ
う
は
思
え
な
い
。
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
ト
レ
ル
チ
と
「
知
的
共
同
戦
線
」
を

張
っ
て
い
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、『
歴
史
主
義
の
成
立
』
の
副
産
物
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
『
歴
史
的
感
覚
と
歴
史
の
意
味
』

V
om

 gesch
ich

tlich
en

 S
in

n
 u

n
d
 vom

 S
in

n
 d

er G
esch

ich
te

（1
9

3
9

）
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
熟
考
に
値
す
る
発
言
を
し
て
い
る
。

彼
は
歴
史
研
究
の
方
法
と
し
て
、「
ロ
マ
ン
的
方
法
」、「
進
歩
の
楽
観
主
義
」、「
歴
史
主
義
の
方
法
」
の
三
つ
を
挙
げ
た
上
で
、
次
の
よ
う
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に
語
っ
て
い
る
。

…
…
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
歴
史
視
点
〔
過
去
へ
の
逃
避
を
は
か
る
ロ
マ
ン
的
方
法
と
進
歩
の
楽
観
主
義
〕
は
水
平
の
方
向
に
進
行

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
水
平
に
走
る
生
成
の
流
れ
に
堕
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
と
が

ら
を
垂
直
に
も
ま
た
眺
め
て
、
流
れ
の
上
に
し
っ
か
り
し
た
橋
を
建
造
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
上
で
橋
か
ら
流
れ
を
見
す
え
、
変
転
の
な
か
に
確
固
た
る
も
の
・
確
実
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
の
見
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
以
外
に
道
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
道
こ
そ
、
い
ま
ま
で
深
遠
な
思
想
家
た
ち
が
歩
ん
で
き

た
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
こ
の
道
へ
の
最
強
の
指
示
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た

ラ
ン
ケ
は
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
よ
り
も
な
お
い
っ
そ
う
深
く
歴
史
的
生
へ
沈
潜
し
て
の
ち
に
、
こ
の
道
を
発
見

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
は
、
最
近
の
哲
学
的
認
識
手
段
を
も
っ
て
、
ふ
た
た
び
こ
の
道
を
発
見

し
、
そ
し
て
今
日
、
同
じ
方
向
で
多
く
の
側
面
か
ら
研
究
が
行
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
163
（

。

マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
こ
こ
で
、
ト
レ
ル
チ
の
《
歴
史
主
義
》
の
立
場
が
歴
史
的
事
象
を
単
に
「
水
平
に
走
る
生
成
の
流
れ
」
の
な
か
に
相
対
化
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
同
時
に
、「
こ
と
が
ら
を
垂
直
に
も
ま
た
眺
め
て
、
流
れ
の
上
に
し
っ
か
り
し
た
橋
を
建
造
し
よ
う
と
試
み
る
」

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ
と
マ
イ
ネ
ッ
ケ
で
は
《
歴
史
主
義
》
の
捉
え
方
の
細
部
に
お
い
て
は
微
妙
な
相
違
が
あ

る
が
）
164
（

、
し
か
し
垂
直
方
向
か
ら
も
歴
史
的
事
象
を
眺
め
よ
う
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
実
際
、
ト
レ
ル
チ
は
《
歴
史
主
義
》
の
問
題

を
意
識
し
出
し
た
最
初
期
か
ら
、「
歴
史
の
形
而
上
学
」（e

in
e

 M
e

tap
h

y
sik

 d
e

r G
e

sch
ich

t

）
165
（e

）
の
必
要
性
を
説
い
て
お
り
、『
歴
史
主
義

と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
も
、「
一
つ
の
形
而
上
学
的
な
信
仰
）
166
（

」、
あ
る
い
は
「
決
し
て
概
念
的
に
汲
み
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
神
的
な

意
志
の
創
造
的
生
命
活
動
）
167
（

」
を
信
じ
る
信
仰
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。『
信
仰
論
』
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、「
神
は
つ
ね
に
創
造
的
で



185 ニーバー 2と「エルンスト・トレルチの影」

生
き
生
き
と
活
動
す
る
方
で
あ
る
。
神
の
本
質
的
な
告
知
は
、
存
在
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
生
成
（W

e
rd

e
n

）
の
う
ち
に
あ
り
、
自
然
の

う
ち
に
で
は
な
く
、
歴
史
（G

e
sch

ich
te

）
の
う
ち
に
あ
る
）
168
（

」。
こ
の
よ
う
な
神
観
が
ト
レ
ル
チ
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
有
神
論
」（e

in
 

e
n

e
rg

isch
e

r T
h

e
ism

u

）
169
（s

）
を
形
づ
く
っ
て
い
る
が
、
こ
の
核
心
部
分
は
彼
の
宗
教
哲
学
と
歴
史
哲
学
に
お
い
て
は
隠
れ
た
背
景
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
形
而
上
学
的
な
信
仰
の
次
元
に
光
を
当
て
る
と
、
ト
レ
ル
チ
か
ら
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
へ
と
至
る
道
が
、
あ
る

本
質
的
必
然
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ
と
「

2
ニ
ー
バ
ー
」
と
い
う
主
題
は
、
多
く
の
可
能
性
を
秘

め
た
興
味
津
々
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
〇
・
五
・
八
）
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e
r, 1

9
2
1

）, 1
6
1
.

（
8
） Ib

id
., 1

6
2
.

（
9
） E

rn
st T

ro
e

ltsc
h

, “M
e

in
e

 B
ü

c
h

e
r, ” in

 D
ie D

eu
tsch

e P
h

ilo
so

p
h

ie d
er G

eg
en

w
a

r
t in

 S
elb

std
a

rstellu
n

g
en

, h
e

ra
u

sg
e

g
e

b
e

n
 v

o
n

 

R
ay

m
u

n
d

 S
ch

m
id

t, B
d

. 2

（2
. A

u
fl

., L
e
ip

zig
: V

e
rlag

 vo
n

 F
e
lix

 M
e
in

e
r, 1

9
2
3

）, 1
6
6
.  

こ
の
引
用
箇
所
は
第
二
版
に
お
け
る
加
筆
部
分
で
あ

る
。

（
10
） 

ト
レ
ル
チ
は
し
ば
し
ば
「
宗
教
史
学
派
の
体
系
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
は
一
八
九
〇
年
当
時
、「
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
小
教
授
団
」（D

ie
 

” k
le

in
e
 G

ö
ttin

g
e
r F

ak
u

ltät “
）
と
綽
名
さ
れ
た
、
少
壮
の
神
学
部
私
講
師
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
大
部
分
は
旧
約
学

者
、
新
約
学
者
、
な
い
し
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
で
あ
り
、
問
題
意
識
と
研
究
方
法
の
点
で
多
く
を
共
有
し
て
い
た
彼
ら
は
、
の
ち
に
「
宗
教

史
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ト
レ
ル
チ
は
こ
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
体
系
的
思
想
家
で
あ
り
、
一
九
一
三
年
「
ア
メ
リ
カ
神

学
時
報
」
の
求
め
に
応
じ
て
、「《
宗
教
史
学
派
》
の
教
義
学
」（T

h
e
 D

o
g

m
atics o

f th
e
 ” R

e
lig

io
n

sg
e
sch

ich
tlich

e
n

 S
ch

u
le

“

）
と
題
す
る
論

文
を
寄
稿
し
た
。
そ
こ
か
ら
上
記
の
「
宗
教
史
学
派
の
体
系
家
」
の
名
称
が
発
生
し
た
。

（
11
） Ib

id
., S

. 7
3
3
.

（
12
） 

ト
レ
ル
チ
の
神
学
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著E

rn
st T

roeltsch
 

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
） T

ro
e
ltsch

, “M
e
in

e
 B

ü
ch

e
r, ” in

 D
ie D

eu
tsch

e P
h
ilosop

h
ie d

er G
egen

w
a

rt in
 S

elbstd
a

rstellu
n

gen

（2
. A

u
fl

.

）, 1
8
0
.

（
14
） K

G
A

 1
7
, 6

8
; D

er H
istorism

u
s u

n
d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g

（B
e
rlin

: P
an

 V
e
rlag

 R
o

lf H
e
ise

, 1
9
2
4

）, 1

―2
.

（
15
） K

G
A

 1
7
, 1

0
6

; D
er H

istorism
u

s u
n

d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 6

4
.

（
16
） 

た
と
え
ば
、「
歴
史
主
義
」
と
い
う
用
語
こ
そ
用
い
な
い
も
の
の
、
一
八
九
五
年
の
『
一
九
世
紀
の
神
学
の
歴
史
的
基
礎
』
に
お
い
て
、
す
で

に
発
展
を
重
視
す
る
新
し
い
「
歴
史
化
す
る
考
察
」（h

isto
risie

re
n

d
e

 B
e

tra
c
h

tu
n

g

）（E
rn

st T
ro

e
ltsc

h
, D

ie h
isto

risch
en

 G
ru

n
d
la

gen
 

d
er T

h
eo

lo
g
ie u

n
seres Ja

h
rh

u
n

d
er

ts

（K
a

rls
r
u

h
e

: D
r
u

c
k

 v
o

n
 F

rie
d

ric
h

 G
u

ts
c

h
, 1

8
9

5

）, 1
1

）
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
し
、
同

年
の
学
界
展
望
「
宗
教
哲
学
と
神
学
的
原
理
論
」
で
は
、「
今
日
の
思
考
の
歴
史
化
す
る
発
展
理
論
的
方
向
」（d

ie
 h

isto
risie

re
n

d
e

 u
n

d
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e
n

tw
ick

e
lu

n
g

sth
e
o

re
tisch

e
 R

ich
tu

n
g

 d
e
s g

e
g

e
n

w
ärtig

e
n

 D
e
n

k
e
n

s

）
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
理
想
的
確
信
や
諸
宗
教
に
対
し
て
突
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
「
焦
眉
の
問
題
」
と
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
発
展
史
的
思
考
か
ら
帰
結
す
る
相
対
主
義
と
絶
対
的
価
値
と
の
対
立
の
問
題
」

（P
ro

b
le

m
 ab

so
lu

te
r W

e
rth

e
 im

 G
e
g

e
n

satz zu
 d

e
m

 au
s u

n
se

re
m

 e
n

tw
ick

e
lu

n
g

sg
e
sch

ich
tlich

e
n

 D
e
n

k
e
n

 fo
lg

e
n

d
e
n

 R
e
lativism

u
s

）

を
挙
げ
て
い
る
（E

rn
st T

ro
e

ltsc
h

, “R
e

lig
io

n
sp

h
ilo

so
p

h
ie

 u
n

d
 th

e
o

lo
g

isc
h

e
 P

rin
c
ip

ie
n

le
h

re
, ” T

h
eo

lo
g
isch

er Ja
h

resb
erich

t 1
5

（1
8
9
5

）, 3
9
4

）。
一
八
九
七
年
の
「
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
史
」
で
は
、「
近
代
的
思
考
の
歴
史
化
す
る
精
神
」（d

e
r h

isto
risie

re
n

d
e
 G

e
ist d

e
s 

m
o

d
e
rn

e
n

 D
e
n

k
e
n

s

）（E
rn

st T
ro

e
ltsch

, “C
h

riste
n

th
u

m
 u

n
d

 R
e
lig

io
n

sg
e
sch

ich
te

, ” P
reu

ß
isch

e Ja
h
rbü

ch
er 8

7

（1
8
9
7

）, 4
2
3

）
に
も

言
及
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
八
世
紀
が
依
然
と
し
て
躊
躇
し
な
が
ら
、
そ
し
て
す
べ
て
に
お
い
て
不
変
の
理
性
的
真
理
を
探
求
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教

に
お
い
て
、
し
か
し
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、「
自
然
宗
教
」
を
あ
が
め
な
が
ら
開
始
し
た
も
の
を
、
一
九
世
紀
は
ま
す
ま
す

成
功
裡
に
、
そ
し
て
ま
っ
た
く
計
り
知
れ
な
い
広
が
り
方
で
継
続
し
た
。
こ
の
世
紀
は
、
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
得
る
こ
の
歴
史
的
生

成
の
断
片
を
、
そ
の
内
的
運
動
に
お
い
て
指
し
示
し
、
そ
し
て
こ
の
断
片
の
前
方
と
後
方
に
横
た
わ
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な

い
部
分
に
対
し
て
は
、
想
像
力
を
掻
き
立
て
て
滔
々
と
無
限
に
流
れ
る
変
化
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々

の
生
活
を
歴
史
的
生
成
の
せ
わ
し
な
い
流
れ
、
つ
ま
り
絶
え
間
な
い
変
化
の
う
ち
へ
と
解
消
し
た
（T

ro
e
ltsch

, “C
h

riste
n

th
u

m
 u

n
d

 

R
e
lig

io
n

sg
e
sch

ich
te

, ” 4
2
1

）。

ベ
ー
ロ
の
『
新
し
い
歴
史
学
的
方
法
』
と
リ
ッ
カ
ー
ト
の
『
文
化
科
学
と
自
然
科
学
』
に
つ
い
て
論
評
し
た
一
八
九
八
年
の
書
評
で
は
、「
宗

教
的
規
範
真
理
の
獲
得
に
対
し
て
歴
史
化
的
な
把
握
か
ら
生
ず
る
困
難
」（E

rn
st T

ro
e
ltsch

, B
e
sp

re
ch

u
n

g
 ü

b
e
r D

ie n
eu

e h
istorisch

e 

M
eth

od
e, vo

n
 G

. B
e
lo

w
, u

n
d

 ü
b

e
r K

u
ltu

rw
issen

sch
a

ft u
n

d
 N

a
tu

rw
issen

sch
a

ft, vo
n

 H
. R

ick
e
rt, in

 T
h
L

Z
 2

4

（1
8
9
9

）, 3
7
5

）
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
。

（
17
） K

G
A

 1
7
, 1

0
6

; D
er H

istorism
u

s u
n

d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 6

4
.

（
18
） E

rn
st T

ro
e
ltsch

, “G
e
sch

ich
te

 u
n

d
 M

e
tap

h
y
sik

, ” Z
T

h
K

 V
III

（1
8
9
8

）: 6
9
.

（
19
） E
rn

st T
ro

e
ltsc

h
, “U

e
b

e
r h

isto
risc

h
e

 u
n

d
 d

o
g

m
a
tisc

h
e

 M
e

th
o

d
e

 d
e

r T
h

e
o

lo
g

ie
, ” R

h
ein

isch
er w

issen
sch

a
ftlich

er P
red

igerverein
. 

N
.F. 4

（1
9
0
0

）, 9
2
.

（
20
） E

rn
st T

ro
e
ltsch

, “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s, ” D

ie n
eu

e R
u

n
d
sch

a
u

 3
3
, I

（1
9
2
2

）, 5
7
3
.
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（
21
） K

G
A

 1
6
, 1

7
7
; G

.S
. III, 9

.
（
22
） K

G
A

 1
6
, 2

8
1
; G

.S
. III, 1

0
2
.

（
23
） F

rie
d

ric
h

 W
ilh

e
lm

 G
ra

f, “E
r
n

s
t T

ro
e

lts
c

h
: T

h
e

o
lo

g
ie

 a
ls

 K
u

ltu
r

w
is

s
e

n
s
c

h
a

ft d
e

s
 H

is
to

ris
m

u
s
,” in

 T
h

eo
lo

g
en

 d
es 2

0
. 

Ja
h

rh
u

n
d

er
ts. E

in
e E

in
fü

h
ru

n
g
, h

e
ra

u
s
g

e
g

e
b

e
n

 v
o

n
 P

e
te

r N
e

u
n

e
r u

n
d

 G
u

n
th

e
r W

e
n

z

（D
a

rm
s
ta

d
t: W

is
s
e

n
s
c

h
a

ftlic
h

e
 

B
u

ch
g

e
se

llsch
aft, 2

0
0
2

）, 6
2
.

（
24
） K

G
A

 1
5
, 4

4
1

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

7
7
.

（
25
） K

G
A

 1
5
, 4

4
5

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

7
9
.

（
26
） K

G
A

 1
5
, 4

4
7

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

8
2
.

（
27
） K

G
A

 1
5
, 4

4
8

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

8
3
.

（
28
） K

G
A

 1
5
, 4

4
9

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

8
4
.

（
29
） K

G
A

 1
5
, 4

5
1

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

8
5
.

（
30
） K

G
A

 1
5
, 4

5
1

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

8
6
.

（
31
） K

G
A

 1
5
, 4

5
1

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

8
6
.

（
32
） K

G
A

 1
5
, 4

5
2

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s ,” 5

8
6
.

（
33
） 

ト
レ
ル
チ
が
こ
こ
で
歴
史
主
義
の
問
題
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
的
解
決
の
方
法
を
、「
学
問
に
対
す
る
過
激
な
嫌
悪
と
根
本
的
な
反
歴
史
主
義
」

（e
in

 ra
d

ik
a
le

﹇r

﹈W
isse

n
sc

h
a
ftsh

a
ß

 u
n

d
 g

ru
n

d
sä

tzlic
h

e

﹇r

﹈A
n

tih
isto

rism
u

s

）
と
し
て
断
固
退
け
て
い
る
こ
と
は
、
思
想
史
的
な

ら
び
に
問
題
史
的
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
レ
ル
チ
以
後
の
若
い
世
代
の
神
学
者
た
ち
（
例
え
ば
バ
ル
ト
や
ゴ
ー
ガ
ル
テ

ン
な
ど
）
や
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
な
ど
は
、
お
し
な
べ
て
こ
の
よ
う
な
「
反
歴
史
主
義
的
」
な
方
向
に
「
逃
げ
道
」
を
求
め
る
か
ら
で
あ

る
。C

f. F
rie

d
rich

 W
ilh

e
lm

 G
raf, “

D
ie

 ” an
tih

isto
ristisch

e
 R

e
vo

lu
tio

n
“ in

 d
e

r p
ro

te
stan

tisch
e

n
 T

h
e

o
lo

g
ie

 d
e

r zw
an

zig
e

r Jah
re

, ” 

in
 V

ern
u

n
ft d

es G
la

u
b
en

s: W
issen

sch
a

ftlich
e T

h
eo

lo
gie u

n
d
 k

irch
lich

e L
eh

re. F
e

stsc
h

rift zu
m

 6
0

. G
e

b
u

r
tsta

g
 v

o
n

 W
o

lfh
a
rd

 

P
a
n

n
e

n
b

e
rg

, h
e

ra
u

sg
e

g
e

b
e

n
 v

o
n

 Ja
n

 R
o

h
ls u

n
d

 G
u

n
th

e
r W

e
n

z

（G
ö

ttin
g

e
n

: V
a
n

d
e

n
h

o
e

c
k

 &
 R

u
p

re
c
h

t, 1
9

8
8

）, 3
7

7

―4
0

5
; id

., 

“G
e

sc
h

ic
h

te
 d

u
rc

h
 Ü

b
e

rg
e

sc
h

ic
h

te
 ü

b
e

r
w

in
d

e
n

. A
n

tih
isto

ristisc
h

e
s G

e
sc

h
ic

h
tsd

e
n

k
e

n
 in

 d
e

r p
ro

te
sta

n
tisc

h
e

n
 T

h
e

o
lo

g
ie

 

d
e

r 1
9

2
0

e
r Ja

h
re

, ” in
 G

esch
ich

tsd
isk

u
rs 4

, K
risen

b
ew

u
ß

tsein
, K

a
ta

stro
p
h

en
er

fa
h

ru
n

g
en

 u
n

d
 In

n
o
v
a

tio
n

en
 1

8
8

0

―1
9

4
5

, 
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h
e
rau

sg
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 W
. K

ü
ttle

r, J. R
ü

se
n

, u
n

d
 E

. S
ch

u
lin

（F
ran

k
fu

rt am
 M

ain
: F

isch
e
r V

e
rlag

, 1
9
9
7

）, 2
1
7

―2
4
4
.

（
34
） K

G
A

 1
5
, 4

5
4

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s, ” 5

8
8
.

（
35
） K

G
A

 1
5
, 4

5
4

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s, ” 5

8
9
.

（
36
） K

G
A

 1
5
, 4

5
4

; “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s, ” 5

8
9
.

（
37
） K

G
A

 1
6
, 1

9
8

; G
.S

. III, 2
6

―2
7
.

（
38
） K

G
A

 1
6
, 3

8
7

; G
.S

. III, 1
9
3
.

（
39
） K

G
A

 1
6
, 2

9
8

; G
.S

. III, 1
1
2
.

（
40
） K

G
A

 1
6
, 4

1
6

; G
.S

. III, 2
2
1
.

（
41
） 

但
し
、
こ
の
書
名
は
ト
レ
ル
チ
自
身
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ト
レ
ル
チ
の
死
後
、
夫
人
マ
ル
タ
の
意
向
を
受
け
て
編
者
の
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ゲ
ル
が
決
め
た
も
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
主
義
そ
の
も
の
を
克
服
す
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
た
だ
そ
れ

に
随
伴
す
る
懐
疑
的
・
相
対
主
義
的
な
諸
作
用
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
、「
人
間
と
そ
の
文
化
や
諸
価
値
に
関

す
る
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
根
本
的
歴
史
化
」
と
し
て
の
歴
史
主
義
は
、
近
代
人
に
と
っ
て
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
歴
史

的
な
教
養
や
歴
史
的
な
思
考
そ
の
も
の
を
放
棄
な
い
し
破
壊
す
る
こ
と
は
、「
野
蛮
状
態
へ
の
逆
行
」（R

ü
ck

k
e
h

r zu
r B

arb
are

i

）（G
.S

. III, 4

）

へ
の
決
断
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。C

f. H
artm

u
t R

u
d

d
ie

s, “
»

G
e
sch

ich
te

 d
u

rch
 G

e
sch

ich
te

 ü
b

e
r
w

in
d

e
n

«. H
isto

rism
u

sk
o

n
ze

p
t 

u
n

d
 G

e
g

e
n

w
artsd

e
u

tu
n

g
 b

e
i E

rn
st T

ro
e
ltsch

,” in
: D

ie H
istorism

u
sd

eba
tte in

 d
er W

eim
a

rer R
ep

u
blik

, h
e
rau

sg
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 G
é
rard

 

R
au

le
t

（F
ran

k
fu

rt am
 M

ain
: P

e
te

r L
an

g
, 1

9
9
6

）, 1
9
8

―2
1
7
, e

sp
. 2

0
4
 A

n
m

. 2
0
.

（
42
） T

ro
e
ltsch

, D
er H

istorism
u

s u
n

d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 3

7
.

（
43
） K

a
rl B

a
rth

, D
ie p

ro
testa

n
tisch

e T
h
eo

lo
gie im

 1
9

. Ja
h
rh

u
n

d
er

t. Ih
re V

o
rgesch

ich
te u

n
d
 ih

re G
esch

ich
te

（Z
ü

ric
h

: T
h

e
o

lo
g

isc
h

e
r 

V
e
rlag

, 1
9
8
1

）, 3
8
4
.

（
44
） K

G
A

 1
7
, 8

0
; D

er H
istorism

u
s u

n
d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 2

1
.

（
45
） K
G

A
 1

7
, 8

4
; D

er H
istorism

u
s u

n
d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 2

7
.

（
46
） K

G
A

 1
7
, 8

0

―9
2

; D
er H

istorism
u

s u
n

d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 2

1

―4
1
.

（
47
） K

G
A

 1
7
, 9

0
; D

er H
istorism

u
s u

n
d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 3

8

―3
9
.
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（
48
） K

G
A

 1
7
, 9

0
; D

er H
istorism

u
s u

n
d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 3

9
.

（
49
） K

G
A

 1
7
, 9

0

―9
1

; D
er H

istorism
u

s u
n

d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 3

9

―4
0
.

（
50
） K

G
A

 1
6
, 2

9
9

; G
.S

. III, 1
1
3
.

（
51
） K

G
A

 1
6
, 2

9
1

; G
.S

. III, 1
1
0
.

（
52
） M

ax
 W

e
b

e
r, G

esa
m

m
elte A

u
fsä

tze zu
r W

issen
sch

a
ftsleh

re, h
e
rau

sg
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 Jo
h

an
n

e
s W

in
ck

e
lm

an
n

, 4
. A

u
fl

.

（T
ü

b
in

g
e
n

: J. C
. 

B
. M

o
h

r, 1
9
7
3

）, 1
8
4
.

（
53
） C

h
risto

p
h

 S
c
h

w
ö

b
e

l, “»
D

ie
 Id

e
e

 d
e

s A
u

fb
a
u

 h
e

iß
t G

e
sc

h
ic

h
te

 d
u

rc
h

 G
e

sc
h

ic
h

te
 ü

b
e

r
w

in
d

e
n

«
 T

h
e

o
lo

g
isc

h
e

r W
a
h

rh
e

its-

an
sp

ru
ch

 u
n

d
 d

as P
ro

b
le

m
 d

e
s so

g
e
n

an
n

te
n

 H
isto

rism
u

s, ” in
 E

rn
st T

roeltsch
s »H

istorism
u

s«, 2
6
8
.

（
54
） K

G
A

 1
6
, 3

5
6

; G
.S

. III, 1
6
2
.

（
55
） K

G
A

 1
6
, 1

0
4
2

; G
.S

. III, 7
2
3
.

（
56
） K

G
A

 1
6
, 1

0
9
8

; G
.S

. III, 7
7
2
.

（
57
） 

こ
れ
は
リ
チ
ャ
ー
ド
の
教
え
子
で
長
年
の
同
僚
で
も
あ
っ
た
リ
ス
ト
ン
・
ポ
ー
プ
が
伝
え
て
い
る
逸
話
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
両
親
や
他
の
兄

姉
が
ど
う
い
う
楽
器
を
演
奏
し
た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。L

isto
n

 P
o

p
e
, “H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r: A
 P

e
rso

n
al A

p
p

re
ciatio

n
, ” 

F
a

ith
 a

n
d
 E

th
ics: T

h
e T

h
eology of H

. R
ich

a
rd

 N
iebu

h
r, e

d
. P

au
l R

am
se

y

（N
e

w
 Y

o
rk

: H
arp

e
r &

 R
o

w
, 1

9
5

7
; re

p
rin

t, G
lo

u
ce

ste
r, 

M
ass.: P

e
te

r S
m

ith
, 1

9
7
7

）, 4

―5
.

（
58
） 

フ
ル
ダ
は
遠
回
り
し
苦
学
の
末
、
遅
蒔
き
な
が
ら
シ
カ
ゴ
の
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
神
学
校
の
教
授
に
な
っ
た
。
著
書
に
は
、V

en
tu

res in
 D

ra
m

a
tics 

w
ith

 B
oys a

n
d
 G

irls of th
e C

h
u

rch
 S

ch
ool

（N
e
w

 Y
o

rk
: C

h
arle

s S
crib

n
e
r ’s S

o
n

s, 1
9
3
5

）, G
rea

tn
ess P

a
ssin

g B
y: S

tories to T
ell to B

oys 

a
n

d
 G

irls

（N
e
w

 Y
o

rk
: C

h
arle

s S
crib

n
e
r ’s S

o
n

s, 1
9
4
7

）, T
h
e O

n
e S

tory

（P
h

ilad
e
lp

h
ia: T

h
e
 W

e
stm

in
ste

r P
re

ss, 1
9
4
9

）
が
あ
る
。
彼

女
の
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
は
、E

lizab
e
th

 F. C
ald

w
e
ll, A

 M
ysteriou

s M
a

n
tle: T

h
e B

iogra
p
h
y of H

u
ld

a
 N

iebu
h
r

（N
e
w

 Y
o

rk
: P

ilg
rim

 

P
re

ss, 1
9
9
2

）
が
詳
し
い
。

（
59
） 

か
つ
て
の
恩
師
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
C
・
ス
タ
ン
ジ
ャ
ー
に
よ
る
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
評
。C

h
a

rle
s
 C

. B
ro

w
n

, N
ieb

u
h

r a
n

d
 H

is A
g
e: 

R
ein

h
old

 N
iebu

h
r ’s P

rop
h
etic R

ole in
 th

e T
w

en
tieth

 C
en

tu
ry

（P
h

ilad
e
lp

h
ia: T

rin
ity

 P
re

ss In
te

rn
atio

n
al, 1

9
9
2

）, 1
4
.

（
60
） R

ich
ard

 F
o

x
, A

 B
iogra

p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r

（N
e
w

 Y
o

rk
: P

an
th

e
o

n
 B

o
o

k
s, 1

9
8
5

）, 1
1
.
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（
61
） C

f. R
e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, “In
te

lle
ctu

al A
u

to
b

io
g

rap
h

y, ” in
 R

ein
h
old

 N
iebu

h
r: H

is R
eligiou

s, S
ocia

l, a
n

d
 P

olitica
l T

h
ou

gh
t, e

d
. C

h
arle

s 

W
. K

e
g

le
y, 2

d
 e

d
., re

v. an
d

 e
n

l.

（N
e
w

 Y
o

rk
: T

h
e
 P

ilg
rim

 P
re

ss, 1
9
8
4

）, 4
.

（
62
） C

f. R
e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, “O
n

 A
cad

e
m

ic V
ag

ab
o

n
d

ag
e
, ” fi

rst p
u

b
lish

e
d

 in
 K

eryx in
 1

9
2
4
; re

p
rin

te
d

 in
 Y

ou
n

g R
ein

h
old

 N
iebu

h
r
: H

is 

E
a

rly W
ritin

gs, e
d

. W
illiam

 G
. C

h
r
y
stal

（N
e
w

 Y
o

rk
: T

h
e
 P

ilg
rim

 P
re

ss, 1
9
7
7

）, 1
4
5

―1
5
0
.

（
63
） 

ハ
ン
ス
・
ホ
ー
フ
マ
ン
は
「
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
の
積
み
荷
全
体
は
、
彼
が
第
一
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び
大
戦
後
の
デ
ト
ロ
イ
ト
で
、
若
き
牧
師

と
し
て
遭
遇
し
た
社
会
問
題
の
深
さ
に
対
す
る
彼
の
驚
き
か
ら
成
長
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
し
（H

an
s H

o
fm

an
n

, T
h
e T

h
eology of R

ein
h
old

 

N
iebu

h
r

﹇N
e
w

 Y
o

rk
: C

h
arle

s S
crib

n
e
r ’s S

o
n

s, 1
9
5
6

﹈, 3

）、
N
・
A
・
ス
コ
ッ
ト
・
Jr. 

は
「
彼
の
人
生
の
最
初
の
偉
大
な
形
成
的
経
験

は
デ
ト
ロ
イ
ト
に
お
け
る
数
年
間
（
一
九
一
五
―
一
九
二
八
年
）
に
起
こ
っ
た
」（N

ath
an

 A
. S

co
tt, Jr., R

ein
h
old

 N
iebu

h
r

﹇M
in

n
e
ap

o
lis: 

U
n

ive
rsity

 o
f M

in
n

e
so

ta P
re

ss, 1
9
6
3

﹈, 9

）
と
記
し
て
い
る
。

（
64
） R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, “
T

e
n

 Y
e
ars T

h
at S

h
o

o
k

 M
y
 W

o
rld

, ” in
 T

h
e C

h
ristia

n
 C

en
tu

ry L
V

I

（A
p

ril 2
6
, 1

9
3
9

）, 5
4
5
.

（
65
） R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, D
oes C

iviliza
tion

 N
eed

 R
eligion

?
: A

 S
tu

d
y of th

e S
ocia

l R
esou

rces a
n

d
 L

im
ita

tion
s of R

eligion
 in

 M
od

ern
 L

ife

（N
e
w

 Y
o

rk
: T

h
e
 M

acm
illan

 C
o

m
p

an
y, 1

9
2
7

）; R
e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, L
ea

ves from
 th

e N
otebook

 of a
 T

a
m

ed
 C

yn
ic

（N
e
w

 Y
o

rk
: W

ille
tt, 

C
lark

, an
d

 C
o

m
p

an
y, 1

9
2
9

）.  

邦
訳
は
そ
れ
ぞ
れ
、
栗
原
基
訳
『
近
代
文
明
と
基
督
教
』（
イ
デ
ア
書
院
、
一
九
二
八
年
）
と
古
屋
安
雄
訳
『
教

会
と
社
会
の
間
で
――
牧
会
ノ
ー
ト
――
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）。

（
66
） R

o
n

ald
 H

. S
to

n
e
, P

rofessor R
ein

h
old

 N
iebu

h
r: A

 M
en

tor to th
e T

w
en

tieth
 C

en
tu

ry

（L
o

u
isville

, K
e
n

tu
ck

y
: W

e
stm

in
ste

r/
 Jo

h
n

 K
n

o
x

 

P
re

ss, 1
9
9
2

）, 4
1
, 4

8
; B

ro
w

n
, N

iebu
h
r a

n
d
 H

is A
ge, 3

2
, 4

3
.

（
67
） N

ie
b

u
h

r, D
oes C

iviliza
tion

 N
eed

 R
eligion

?
, 1

1
0
 n

.5
, 2

3
5
.

（
68
） R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, “E
x

 L
ib

ris, ” in
 T

h
e C

h
ristia

n
 C

en
tu

ry L
X

X
IX

（M
ay

 9
, 1

9
6
2

）, 6
0
1
.  

ち
な
み
に
、
彼
が
挙
げ
て
い
る
五
冊
の
書
物

を
順
に
記
す
と
、
ト
レ
ル
チ
『
キ
リ
ス
ト
教
会
と
諸
集
団
の
社
会
教
説
』、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
『
自

然
、
人
間
、
そ
し
て
神
』、
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
神
の
国
』、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
と
な
っ

て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
リ
チ
ャ
ー
ド
も
ト
レ
ル
チ
の
こ
の
書
を
最
も
影
響
を
受
け
た
十
冊
の
書
物
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
。H

. R
ich

ard
 

N
ie

b
u

h
r, “E

x
 L

ib
ris, ” in

 T
h
e C

h
ristia

n
 C

en
tu

ry L
X

X
IX

（Ju
n

e
 1

3
, 1

9
6
2

）, 7
5
4
.

（
69
） C

f. R
o

b
e
rt T

. H
an

d
y, A

 H
istory of U

n
ion

 T
h
eologica

l S
em

in
a

ry in
 N

ew
 Y

ork

（N
e
w

 Y
o

rk
: C

o
lu

m
b

ia U
n

ive
rsity

 P
re

ss, 1
9
8
7

）, 1
7
4

―
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1
7
5
; F

o
x

, A
 B

iogra
p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r, 1

0
5
, 1

1
7

―1
1
8
.

（
70
） F

o
x

, A
 B

iogra
p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r, 1

3
6
.

（
71
） H

. R
ic

h
a
rd

 N
ie

b
u

h
r, “E

rn
st T

ro
e

ltsc
h

’s P
h

ilo
so

p
h

y
 o

f R
e

lig
io

n
, ”

（P
h

.D
. d

iss., Y
a
le

 U
n

iv
e

rsity, 1
9

2
4

）; a
v
a
ila

b
le

 o
n

 U
n

iv
e

rsity
 

M
icro

fi
lm

s, A
n

n
 A

rb
o

r, M
ich

..

（
72
） C

f. M
a

r
tin

 E
. M

a
r
ty, in

tro
d

u
c

tio
n

 to
 th

e
 W

e
s
le

y
a

n
 E

d
itio

n
 o

f T
h

e K
in

g
d
o
m

 o
f G

o
d
 in

 A
m

erica
, b

y
 H

. R
ic

h
a

rd
 N

ie
b

u
h

r

（M
id

d
le

to
w

n
, C

o
n

n
e
cticu

t: W
e
sle

y
an

 U
n

ive
rsity

 P
re

ss, 1
9
8
8

）, x
ii.

（
73
） B

ro
w

n
, N

iebu
h
r a

n
d
 H

is A
ge, 1

6
0
.

（
74
） F

o
x

, A
 B

iogra
p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r, 1

2
2
.

（
75
） C

f. R
em

em
berin

g R
ein

h
old

 N
iebu

h
r: L

etters of R
ein

h
old

 &
 U

rsu
la

 M
. N

iebu
h
r, e

d
. U

rsu
la M

. N
ie

b
u

h
r

（S
an

 F
ran

cisco
: H

arp
e
r S

an
 

F
ran

cisco
, 1

9
9
1

）, 4
1
5
.

（
76
） F

o
x

, A
 B

iogra
p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r, 1

1
8
, 1

2
2
.

（
77
） H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r to
 R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r o
f F

e
b

ru
ar

y
 1

4
, 1

9
3
0

; q
u

o
te

d
 in

 A
 B

iogra
p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r b

y
 F

o
x

, 1
2
2
.

（
78
） R

em
em

berin
g R

ein
h
old

 N
iebu

h
r, 4

1
5
.

（
79
） H

a
n

s M
o

rg
e

n
th

a
u

, “
T

h
e

 In
flu

e
n

c
e

 o
f R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r in
 A

m
e

ric
a
n

 P
o

litic
a
l L

ife
 a

n
d

 T
h

o
u

g
h

t, ” in
 R

ein
h
o
ld

 N
iebu

h
r: A

 

P
ro

p
h
etic V

o
ice in

 o
u

r T
im

e, E
ssa

ys in
 T

ribu
te by P

a
u

l T
illich

, Jo
h
n

 C
. B

en
n

ett a
n

d
 H

a
n

s M
o
rgen

th
a

u
, e

d
. H

a
ro

ld
 R

. L
a
n

d
o

n

（C
am

b
rid

g
e
: S

e
ab

u
r
y
 P

re
ss, 1

9
6
2

）, 9
7

―1
1
6

;  

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
こ
の
ニ
ー
バ
ー
評
の
邦
訳
は
、
大
木
英
夫
『
終
末
論
的
考
察
』（
中
央
公

論
社
、
一
九
七
〇
年
）
の
巻
末
に
付
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
80
） C

f. A
r
th

u
r S

c
h

le
sin

g
e

r, Jr., “R
e

in
h

o
ld

 N
ie

b
u

h
r ’s R

o
le

 in
 A

m
e

ric
a
n

 P
o

litic
a
l T

h
o

u
g

h
t a

n
d

 L
ife

, ” in
 R

ein
h

o
ld

 N
ieb

u
h

r: H
is 

R
eligiou

s, S
ocia

l, a
n

d
 P

olitica
l T

h
ou

gh
t, 1

9
0

―2
2
2
.

（
81
） 

こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
る
と
、「
ま
た
、
こ
れ
は
多
少
、
衝
撃
的
な
事
実
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ニ
ー
は
、
弟
リ
チ
ャ
ー
ド
の
亡
く
な
っ
た
と
き
、

イ
ェ
ー
ル
大
学
の
チ
ャ
ペ
ル
で
の
葬
儀
に
出
席
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
ニ
ー
の
娘
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
結
婚
式
の
当
日
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
が
、
娘
の
『
延
期
し
ま
し
ょ
う
か
』
と
い
う
提
案
を
押
さ
え
て
、
そ
の
日
に
結
婚
式
を
し
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
イ
ェ
ー
ル
に
行
か

ず
、
関
係
者
を
驚
か
せ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
東
方
敬
信
の
叙
述
は
、
事
実
を
正
確
に
伝
え
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
東
方
敬
信
「
二
人
の
ニ
ー
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バ
ー
」、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
学
会
編
『
キ
リ
ス
ト
教
と
欧
米
文
化
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
七
年
）、
二
一
七
頁
参
照
。

（
82
） R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r to
 S

carle
tt, n

.d
.

﹇1
9
6
2

﹈, Ju
ly, q

u
o

te
d

 in
 F

o
x

, A
 B

iogra
p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r, 2

8
0
.

（
83
） H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r, T
h
e S

ocia
l S

ou
rces of D

en
om

in
a

tion
a

lism

（N
e
w

 Y
o

rk
: H

e
n

r
y
 H

o
lt an

d
 C

o
m

p
an

y, In
c., 1

9
2
9

）.

（
84
） M

arty, in
tro

d
u

ctio
n

 to
 th

e
 W

e
sle

y
an

 E
d

itio
n

 o
f T

h
e K

in
gd

om
 of G

od
 in

 A
m

erica
, vii.

（
85
） H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r, T
h
e K

in
gd

om
 of G

od
 in

 A
m

erica
, x

vi.

（
86
） Ib

id
., x

ii.

（
87
） 

リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「『
神
の
主
権
性
』
と
い
う
古
い
神
学
的
語
句
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
根
本
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
」。

H
. R

ich
ard

 N
ie

b
u

h
r, “R

e
fo

rm
atio

n
: C

o
n

tin
u

in
g

 Im
p

e
rative

, ” in
 C

h
ristia

n
 C

en
tu

ry L
X

X
V

II

（M
arch

 2
, 1

9
6
0

）, 2
4
8
.  

な
お
、
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
全
体
を
「
神
の
主
権
性
」
と
い
う
視
点
か
ら
解
釈
し
た
も
の
に
、
グ
レ
ン
・
H
・
ス
タ
ッ
セ
ン
の
す
ぐ
れ
た
博
士
論
文

が
あ
る
。G

le
n

 H
aro

ld
 S

tasse
n

, “T
h

e
 S

o
ve

re
ig

n
ty

 o
f G

o
d

 in
 th

e
 T

h
e
o

lo
g

ical E
th

ics o
f H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r ”

（P
h

.D
. d

iss., D
u

k
e
 

U
n

ive
rsity, 1

9
6
7

）.

（
88
） H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r, T
h
e M

ea
n

in
g of R

evela
tion

（N
e
w

 Y
o

rk
: M

acm
illan

 P
u

b
lish

in
g

 C
o

., 1
9
4
1
; M

acm
illan

 P
u

b
lish

in
g

 C
o

., 1
9
7
4

）, 
x

i.

（
89
） Ib

id
., 3

1
.

（
90
） Ib

id
.

（
91
） Ib

id
., 2

9
.

（
92
） Ib

id
.

（
93
） H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r, C
h
rist a

n
d
 C

u
ltu

re

（N
e
w

 Y
o

rk
: H

arp
e
r &

 B
ro

th
e
rs, 1

9
5
1

）, x
ii.

（
94
） N

ie
b

u
h

r, T
h
e M

ea
n

in
g of R

evela
tion

, 6
7
.

（
95
） C

f. Ib
id

., 4
4
.

（
96
） N
ie

b
u

h
r, T

h
e M

ea
n

in
g of R

evela
tion

, 5
4
.

（
97
） Ib

id
., 5

6
.

（
98
） Ib

id
., 6

8
.
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（
99
） Ib

id
., 6

9
.

（
100
） Ib

id
., 8

1
.

（
101
） Ib

id
., 8

3
.

（
102
） Ib

id
., 8

4
―8

5
.

（
103
） Ib

id
., 8

4
.

（
104
） Ib

id
., 8

6
.

（
105
） Ib

id
.

（
106
） 

一
般
的
に
い
え
ば
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
「
偶
然
的
な
歴
史
の
真
理
は
必
然
的
な
理
性
の
真
理
の
証
明
と
は
な
り
得
な
い
」
と
い
う
、
あ
の
有
名

な
命
題
を
提
示
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
筆
者
の
こ
の
主
張
は
読
者
に
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
炯
眼

に
も
、
あ
の
バ
ル
ト
も
レ
ッ
シ
ン
グ
が
「
厭
わ
し
い
広
い
濠
」
を
跳
び
越
え
る
術
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
（C

f. B
arth

, D
ie 

p
rotesta

n
tisch

e T
h
eologie im

 1
9

. Ja
h
rh

u
n

d
ert, 2

2
4

―2
2
6

）。

少
し
説
明
し
て
お
け
ば
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
「
内
的
歴
史
」
の
主
張
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
施
さ
れ
た
治
療
や
手
術
の
成
果
を
実
感
す

る
の
は
、
そ
れ
を
内
的
に
経
験
す
る
側
の
患
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
同
様
の
考
え
方
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
っ
て
す
で
に
断
片
論
争
の

初
っ
端
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
曰
く
、

…
…
こ
の
人
﹇
＝
「
無
名
氏
」
こ
と
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
﹈
の
仮
説
、
説
明
、
証
明
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
何
の
関
わ
り
が
あ
ろ
う
か
？　

キ

リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
何
と
い
っ
て
も
現
に
存
在
し
て
お
り
、
彼
は
そ
れ
を
か
く
も
真
実
で
あ
る
と
感
じ
、
そ
こ
に

お
い
て
彼
は
か
く
も
幸
い
で
あ
る
と
感
ず
る
。
も
し
卒
中
で
麻
痺
を
お
こ
し
て
い
る
者
が
、
電
気
火
花
の
有
益
な
衝
撃
を
経
験
す
る
な

ら
、
ノ
レ
と
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
い
ず
れ
が
正
し
か
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
二
人
と
も
間
違
っ
て
い
よ
う
と
、
何
の
構
う
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う

か
？
（L

M
 1

2
, 4

2
8
; G

 7
, 4

5
7

―4
5
8

（G
e
g

e
n

sätze
 d

e
s H

e
rau

sg
e
b

e
rs

））

す
な
わ
ち
、
電
気
治
療
の
有
効
性
は
誰
よ
り
も
そ
れ
に
身
を
委
ね
る
卒
中
患
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
卒
中
患
者

が
「
電
気
火
花
の
有
益
な
衝
撃
」
を
経
験
す
る
と
き
に
は
、
誰
が
電
気
を
発
見
し
た
か
と
か
、
誰
の
学
説
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
少
な

く
と
も
そ
の
患
者
に
と
っ
て
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
癒
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
体
感

的
事
実
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
と
っ
て
、
宗
教
の
「
内
的
真
理
」（d

ie
 in

n
e
re

 W
ah

rh
e
it

）
は
、
そ
れ
に
内
的
に
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参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
知
識
や
理
論
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

詳
細
は
拙
著
『
レ
ッ
シ
ン
グ
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
』（
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
107
） N

ie
b

u
h

r, C
h
rist a

n
d
 C

u
ltu

re, ix

―x
.

（
108
） H

. R
ich

ard
 N

ie
b

u
h

r, “R
e
fo

rm
atio

n
: C

o
n

tin
u

in
g

 Im
p

e
rative

, ” in
 H

ow
 M

y M
in

d
 H

a
s C

h
a

n
ged

, e
d

., w
ith

 an
 in

tro
d

u
ctio

n
 b

y
 H

aro
ld

 

E
. F

e
y

（N
e
w

 Y
o

rk
: W

o
rld

 P
u

b
lish

in
g

 C
o

m
p

an
y, 1

9
6
0

）, 7
4

―7
5
.

（
109
） 

こ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
最
良
の
研
究
書
は
、
外
国
語
の
研
究
書
も
含
め
て
、
高
橋
義
文
『
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』（
聖

学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）
で
あ
ろ
う
。

（
110
） 

フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
出
世
作
の
表
題
「
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
」（M

o
ral M

an
 an

d
 Im

m
o

ral S
o

cie
ty

）
は
、
ト
レ

ル
チ
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
（C

f. F
o

x
, A

 B
iogra

p
h
y of R

ein
h
old

 N
iebu

h
r, 1

3
4

）、
筆
者
は
正
確
な
典
拠
を
寡
聞
に
し

て
知
ら
な
い
。
し
か
し
遺
稿
と
な
っ
た
英
国
講
演
の
一
つ
「
倫
理
学
と
歴
史
哲
学
」
の
な
か
に
は
、
実
質
的
に
そ
れ
を
支
持
す
る
よ
う
な
、
個
人

的
道
徳
と
集
団
的
倫
理
と
の
相
違
に
関
す
る
鋭
い
分
析
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。C

f. T
ro

e
ltsch

, “E
th

ik
 u

n
d

 G
e
sch

ich
tsp

h
ilo

so
p

h
ie

, ” 

in
 D

er H
istorism

u
s u

n
d
 sein

e Ü
berw

in
d
u

n
g, 1

2

―1
3
.

（
111
） R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, B
eyon

d
 T

ra
ged

y: E
ssa

ys on
 th

e C
h
ristia

n
 In

terp
reta

tion
 of H

istory

（N
e
w

 Y
o

rk
: C

h
arle

s S
crib

n
e
r ’s S

o
n

s, 1
9
3
7

）. 

哲
学
者
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ロ
ー
ナ
ー
は
こ
の
書
に
よ
っ
て
一
種
の
思
想
的
回
心
を
経
験
し
た
と
い
う
。
W
・
ア
ス
ム
ス
『
ナ
チ
弾
圧
下
の
哲

学
者
――
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
軌
跡
――
』（
島
田
四
郎
・
福
井
一
光
訳
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
）、
一
四
八
頁
参
照
。

（
112
） R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, “T
h

e
 T

ru
th

 in
 M

y
th

s ,” in
 F

a
ith

 a
n

d
 P

olitics

（N
e
w

 Y
o

rk
: G

e
o

rg
e
 B

razille
r, 1

9
6
8

）, 1
6

―1
7
.

（
113
） Ib

id
., 2

5
.

（
114
） Ib

id
., 3

0
.

（
115
） Ib

id
., 3

1
. 

（
116
） R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, T
h
e N

a
tu

re a
n

d
 D

estin
y of M

a
n

, vo
l. II

（N
e
w

 Y
o

rk
: C

h
arle

s S
crib

n
e
r ’s S

o
n

s, 1
9
4
3

）, 5
0
.

（
117
） N
ie

b
u

h
r, B

eyon
d
 T

ra
ged

y, ix
.

（
118
） N

ie
b

u
h

r, B
eyon

d
 T

ra
ged

y, 3
.

（
119
） 

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
が
リ
ン
カ
ー
ン
に
つ
い
て
語
っ
た
エ
ッ
セ
ー
は
、
両
者
の
類
似
性
な
い
し
同
質
性
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
き
わ
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め
て
興
味
深
い
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
者
た
ち
が
有
意
味
な
る
歴
史
の
観
念
を
最
初
に
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
リ

ン
カ
ー
ン
の
信
仰
は
ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
者
た
ち
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
」。「
あ
ら
ゆ
る
西
洋
文
化
の
霊
性
の
中
心
に
存
在
す
る
パ
ラ
ド
ク
ス
に

厳
然
と
し
て
従
っ
た
の
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
偉
業
で
あ
っ
た
」。「
し
か
し
理
想
主
義
者
た
ち
に
対
す
る
リ
ン
カ
ー
ン
の
道
徳
的
優
越
性
は
、
政

治
家
と
し
て
の
彼
の
良
心
的
な
と
こ
ろ
や
力
量
に
よ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
の
ド
ラ
マ
の
意
味
を
感
知
す
る
彼
の
宗
教
的
セ
ン

ス
の
深
さ
と
重
さ
、
そ
し
て
行
為
者
た
る
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
の
意
味
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
、
意
味
の
定
義
に
あ
た
っ

て
の
自
己
利
害
の
汚
染
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
彼
が
徹
底
的
に
敏
感
だ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
た
。
最
後
に
、
そ
れ
は
こ
の
敏
感
さ
か
ら

自
然
に
も
た
ら
さ
れ
た
雅
量
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
い
た
」。R

e
in

h
o

ld
 N

ie
b

u
h

r, “
T

h
e
 R

e
lig

io
n

 o
f A

b
rah

am
 L

in
co

ln
, ” in

 L
in

coln
 a

n
d
 th

e 

G
ettysbu

rg A
d
d
ress, e

d
ite

d
 b

y
 A

llan
 N

e
vin

s

（U
rb

an
a, Ill.: U

n
ive

rsity
 o

f Illin
o

is P
re

ss, 1
9
6
4

）, 7
5
, 7

7
, 8

6
.

（
120
） 

ち
な
み
に
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
は
「
歴
史
の
神
学
」（T

h
e
o

lo
g

ie
 d

e
r G

e
sch

ich
te

）
と
題
さ
れ
た
短
い
論
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の

歴
史
』
第
二
巻
の
序
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』、
ラ
ン
ケ
の
『
世
界
史
概
観
』、
ブ
ル
ク
ハ
ル

ト
の
『
世
界
史
的
考
察
』、
ギ
ゾ
ー
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
な
ど
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
時
代
に
歴
史
家
が
「
歴
史

の
神
学
」
に
つ
い
て
明
示
的
に
語
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

（
121
） 

も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
イ
ー
デ
ン
神
学
校
時
代
の
恩
師
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
D
・
プ
レ
ス
が
、
旧
約
聖
書
の
釈
義
を
通
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー

ル
ド
に
及
ぼ
し
た
思
想
的
感
化
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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メ
イ
は
こ
の
書
が
「
流
行
は
ず
れ
の
書
物
」（an
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n
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n
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le
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o

k

）
と
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っ
た
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九
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〇
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（
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オ
ー
テ
ス
・
ケ
ー
リ
訳
『
ア
メ
リ
カ
史
の
皮
肉
』（
社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
、
一
九
五
四
年
）
二
―
三
頁
の
「
日
本
語
へ
の
ま
え
が
き
」
よ
り
。
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e
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h
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9
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（
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三
論
文
と
も
現
在
で
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h
e C

h
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n
 C
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er
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p
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N
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o
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o

k
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こ
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争
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し
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方
敬
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「
歴
史
と
霊
性
――
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
の
論
争
を
め
ぐ
っ
て
――
」『
日
本
の
神
学
』
第
二
四
号

（
一
九
八
五
年
）、
一
八
―
三
四
頁
を
参
照
し
た
が
、
と
く
に
後
者
は
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
の
相
違
の
中
核
に
迫
る
秀
逸
な
論
文
で
あ
る
。
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） 

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
は
、
普
遍
史
に
関
す
る
最
初
の
明
示
的
な
説
明
を
ア
モ
ス
書
九
章
七
節
の
審
判
の
言
葉
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
が
、
そ
の

こ
と
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
最
初
の
偉
大
な
記
述
預
言
者
ア
モ
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は
、
ラ
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ー
ル
ド
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藤
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し
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