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195 ……私たちが長い間会えないでいることを

「
…
…
私
た
ち
が
長
い
間
会
え
な
い
で
い
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
変
寂
し
く
思
っ
て
い
ま
す
」

――
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
＝
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
往
復
書
簡
及
び
関
連
書
簡
の
解
説
と
翻
訳）

1
（

竹
渕　

香
織
・
深
井　

智
朗

第
一
部　

解
説
――
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
と
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

は
じ
め
に

エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
と
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
の
間
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
出
会
い
、
共
に
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
、
そ
し
て
ア

メ
リ
カ
の
市
民
権
を
得
て
、
ア
メ
リ
カ
で
亡
く
な
る
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
の
無
い
知
的
交
流
が
続
い
た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
で
エ
ー
リ
ヒ
・
フ

ロ
ム
が
「
宗
教
と
心
理
学
」
の
問
題
を
取
り
扱
い
得
る
社
会
心
理
学
者
と
し
て
、
ま
た
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
宗
教
と
心
理
学
」
の
問

題
を
取
り
扱
い
得
る
神
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、
ひ
と
は
両
者
の
共
通
点
の
み
な
ら
ず
、
相
違
点
に
注
目
す
る
よ
う
に

な
り
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
や
書
評
な
ど
で
相
手
に
送
る
批
判
や
評
価
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
）
2
（

。
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し
か
し
知
的
伝
記
は
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
に
明
瞭
に
語
っ
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
両

者
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
に
基
づ
く
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
よ
く
知
ら
れ
た
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
P
・
ナ
ッ
プ
の
フ

ロ
ム
伝
で
は
「
ふ
た
り
は
親
し
い
関
係
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
預
言
者
同
志
は
、
往
々
に
し
て
相
手
の
内
輪
に
入
っ
て
は
寛
げ
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
）
3
（

」
と
両
者
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
際
ナ
ッ
プ
は
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
論
拠
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ナ
ッ
プ
の
指
摘
は
、
両
者
の
ア
メ
リ
カ
亡
命
後
の
状
況
を
説
明
し
た
文
章
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
今
回
紹
介
す
る
第
一
番
目
の
資
料
が
示

し
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
両
者
の
親
密
な
知
的
交
流
が
ア
メ
リ
カ
時
代
に
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
案
内
状
か
ら
も
明
ら

か
な
通
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
は
一
九
四
一
年
以
来
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ア
パ
ー
ト
で
毎
月
行
わ
れ
て
い
た
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
ユ
ニ
オ
ン
哲

学
グ
ル
ー
プ
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
主
催
し
て
い
た
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
心
理
学
グ
ル
ー
プ
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ

た
。
前
者
の
案
内
状
の
一
枚
が
フ
ロ
ム
の
遺
品
の
中
に
残
さ
れ
て
い
た
。
毎
月
個
人
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
研
究
会
に
出
席
し
て
い
た
両
者
が

「
相
手
の
内
輪
に
入
っ
て
寛
げ
な
い
」
状
態
で
あ
っ
た
と
は
判
断
し
が
た
い
。

さ
ら
に
今
回
翻
訳
し
た
三
番
目
と
四
番
目
の
手
紙
に
あ
る
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
は
妻
の
病
気
の
た
め
に
戦
後
一
九
四
九
年
に
メ
キ
シ
コ
に
移

住
し
、
そ
こ
で
職
を
得
た
が
）
4
（

、
そ
こ
か
ら
フ
ロ
ム
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
送
っ
た
手
紙
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
図
書
館
の

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
文
書
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
病
気
を
心
配
し
、
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
仕
事
を
気
遣
い
、
さ
ら
に
は

「
長
い
間
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
寂
し
く
思
っ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
事
実
フ
ロ
ム
は
そ
の
メ
キ
シ
コ
で
彼
が
勤
め
た
大
学
に

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
招
い
て
、
客
員
教
授
と
し
て
講
義
を
委
嘱
し
て
い
る
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
一
九
六
〇
年
に
日
本
を
訪
問
し
た
際
に
書
い
た
長

文
の
「
日
本
旅
行
に
つ
い
て
の
非
公
式
レ
ポ
ー
ト
」
は
フ
ロ
ム
の
遺
品
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
関
係
は
決
し
て
親
し

く
な
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
に
見
て
思
想
的
な
対
立
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
宗
教
を
積
極
的
に
論
じ
る
か
、
否
定
的
に
論

じ
る
か
の
違
い
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
毎
月
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
自
宅
で
の
研
究
会
に
参
加
し
、
客
員
教
授
と
し
て
代
理
講
義
を
依
頼
し
、
相
互

に
病
気
を
労
わ
り
合
う
関
係
は
む
し
ろ
親
密
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
上
に
、
ア
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197 ……私たちが長い間会えないでいることを

メ
リ
カ
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に
お
い
て
、
相
互
に
意
識
し
合
う
議
論
や
相
互
の
批
判
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
5
（

。

本
論
で
は
こ
れ
ま
で
の
両
者
の
関
係
を
論
じ
る
際
の
情
報
の
欠
落
を
い
く
ら
か
で
も
補
う
た
め
に
、
現
在
公
開
可
能
で
、
し
か
も
こ
れ
ま

で
未
公
開
で
あ
っ
た
両
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
、
及
び
関
連
す
る
書
簡
の
翻
訳
を
行
い
、
ま
た
、
そ
の
解
説
を
付
し
た
。
今
後
フ
ロ
ム

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
の
比
較
研
究
が
心
理
学
の
側
と
神
学
の
側
と
で
実
証
的
に
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
書
簡
は
そ
の
た
め
の

資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
関
係
者
の
了
解
の
も
と
に
公
に
さ
れ
る
。
第
一
部
の
解
説
で
は
、
ド
イ
ツ
を
去
っ
た
後
二
人
が
ア
メ
リ
カ
で
成
功

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
や
論
文
を
意
識
し
て
、
批
判
や
討
論
を
公
に
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
、
両
者
の
関
係
を
概
観
し
、
第
二
部
に
、
両

者
の
知
的
交
流
を
裏
付
け
る
資
料
と
な
る
書
簡
類
の
翻
訳
を
掲
載
し
た
。

1
．
社
会
研
究
所
時
代
以
前
の
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
と
が
最
初
に
出
会
っ
た
の
は
社
会
研
究
所
時
代
で
あ
る
が
、
両
者
の
直
接
的
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
上
で
の
思
想

的
な
出
会
い
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
間
接
的
な
接
触
の
予
感
が
、
そ
れ
以
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
証
言
の
中
に
点
在
し
て
い
る
。

一
九
〇
〇
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
生
ま
れ
た
フ
ロ
ム
は
一
九
二
三
年
か
ら
二
九
年
ま
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
や
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
学
生

時
代
を
過
ご
し
て
い
る
が
、
こ
の
間
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
書
い
た
文
章
の
中
に
フ
ロ
ム
に
触
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
時
代
に
両
者
の
関

係
を
示
す
よ
う
な
資
料
は
何
も
な
く
、
た
だ
ひ
と
つ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
一
九
六
二
年
に
書
い
た
回
顧
的
な
文
章
の
中
に
こ
の
時
代
に
触
れ
た
も

の
が
あ
り
、
そ
の
中
で
フ
ロ
ム
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
が
、
両
者
の
具
体
的
な
交
流
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
）
6
（

。

フ
ロ
ム
は
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
法
学
や
経
済
学
を
学
ん
だ
後
、
専
門
分
野
を
変
更
し
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
ア
ル
フ

レ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
も
と
で
博
士
論
文
を
完
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ユ
ダ
ヤ
教
の
戒
律
――
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ユ
ダ
ヤ
教
の
社
会
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学
）
7
（

」
と
い
う
も
の
で
、
一
九
八
九
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
方
法
論
的
に
は
文
化
社
会
学
的
な
研
究
で
、
内
容
的
に
は

ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
擁
護
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

博
士
論
文
完
成
前
後
の
フ
ロ
ム
は
、
ラ
ビ
で
あ
っ
た
ラ
ヴ
ィ
ン
コ
フ
の
も
と
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
諸
原
典
の
研
究
を
進
め
、
さ
ら
に
は

一
九
二
〇
年
に
開
校
し
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
責
任
を
持
っ
て
い
た
「
自
由
ユ
ダ
ヤ
学
院
」
で
学
ん
で

い
る
。
こ
れ
は
一
九
二
〇
年
か
ら
二
五
年
頃
ま
で
彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
に
強
く
影
響
を
与
え
た
シ
オ
ニ
ズ

ム
運
動
か
ら
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
フ
ロ
ム
は
レ
オ
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
タ
ー
ル
に
出
会
い
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
影
響

を
受
け
た
。
ま
た
こ
こ
で
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
や
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ジ
ー
モ
ン
や
ナ
ッ
フ
ム
・
グ
ラ

ツ
ァ
ー
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
彼
は
さ
ら
に
こ
の
時
代
、
後
に
彼
の
妻
と
な
る
フ
リ
ー
ダ
・
ラ
イ
ヒ
マ
ン
と
出
会
い
、
精
神
分
析
学
の
影

響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
フ
リ
ー
ダ
か
ら
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
受
け
た
。
彼
が
後
に
精
神
分
析
医
と
し
て
の

訓
練
を
受
け
た
「
ベ
ル
リ
ン
精
神
分
析
研
究
・
診
療
所
」
は
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
と
精
神
分
析
と
の
結
合
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
ユ

ダ
ヤ
自
由
学
院
で
フ
ロ
ム
を
教
え
た
シ
ョ
ー
レ
ム
は
フ
ロ
ム
と
ベ
ル
リ
ン
で
再
会
し
た
時
に
彼
が
熱
狂
的
な
ト
ロ
ッ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
い

た
、
と
証
言
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
）
8
（

。

フ
ロ
ム
は
社
会
研
究
所
時
代
以
前
に
既
に
シ
ョ
ー
レ
ム
や
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
だ
が
、
彼
ら
を
介
し
て
フ

ロ
ム
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
触
れ
て
い
た
）
9
（

。
後
に
ア
ド
ル
ノ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
シ
ョ
ー
レ
ム
に
は
じ
め
て
会
っ
た
の
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

家
で
あ
っ
た
と
手
紙
に
書
い
て
い
る
が
（
一
九
三
八
年
五
月
四
日
）、
そ
れ
は
自
由
ユ
ダ
ヤ
学
院
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

一
九
六
二
年
に
書
い
た
「
回
覧
書
簡
」（R

undbrief

）
の
中
で
、
レ
オ
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
タ
ー
ル
か
ら
紹
介
さ
れ
フ
ロ
ム
の
名
を
知
っ
た
と
書

い
て
い
る
）
10
（

。
ど
ち
ら
と
も
後
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の

回
覧
書
簡
の
中
で
は
心
理
学
者
と
し
て
の
フ
ロ
ム
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
主
義
の
問
題
を
論
じ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
そ

の
名
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
ア
ー
ド
ル
フ
・
レ
ー
ヴ
ェ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
の
関
係
は
一
九
二
〇
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
結
成
さ
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199 ……私たちが長い間会えないでいることを

れ
た
ベ
ル
リ
ン
・
グ
ル
ー
プ
、
通
称
「
カ
イ
ロ
ス
・
サ
ー
ク
ル
」
と
称
す
る
宗
教
社
会
主
義
の
サ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
は
資
料

的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
フ
ロ
ム
と
の
関
係
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
も
ち
ろ
ん
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
故
に
こ
の
時
代
の
両
者
の
関
係
は
、
相
互
に
影
響
を
与
え
合
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
く
、
フ
ロ
ム
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
講
義
に

出
席
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
）
11
（

、
直
接
的
な
知
的
交
流
の
始
ま
り
を
社
会
研
究
所
以
前
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
宗
派
的
な
伝
統
か
ら
さ
え
自
由
に
な
っ
た
フ
ロ
ン
ト
世
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
一
九
二
〇
年
七
月
に
、
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
論
文
集
を
従
兄
弟
の
ハ
ン
ス
・

エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
か
ら
譲
り
受
け
た
時
に
、
当
時
の
恋
人
で
あ
っ
た
オ
イ
ゲ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
ス
ト
ッ
ク
の
妻
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ス

ト
ッ
ク
＝
ホ
イ
シ
ー
に
送
っ
た
手
紙
の
中
で
、「
ベ
ル
リ
ン
の
私
講
師
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
ま
さ
に
将
来
の
あ

る
人
物
、
わ
が
世
代
の
兄
弟
で
す
。
…
…
私
が
『
救
済
の
星
』
で
や
っ
た
こ
と
を
彼
は
体
系
化
し
て
い
ま
す
。
…
…
彼
の
思
想
は
述
語
の
上

に
浮
い
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
が
、
他
方
で
、
真
の
言
語
と
い
う
大
地
に
し
っ
か
り
と
足
を
置
い
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
」
と
述
べ
、
さ
ら

に
は
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
こ
そ
、
私
の
『
救
済
の
星
』
で
の
発
言
に
つ
い
て
何
か
コ
メ
ン
ト
し
て
も
ら
い
た
い
唯
一
の
哲
学
者
で
す
。
私
を
理
解

で
き
る
ひ
と
は
お
そ
ら
く
彼
を
お
い
て
い
な
い
で
し
ょ
う
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
も
し
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
フ
ロ
ム
と
の
関
係
が
フ

ロ
ム
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
遡
る
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
評
価
が
フ
ロ
ム
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
逆
に
考
え
に
く
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
フ
ロ
ム
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
評
価
す
る
同
世
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
グ

ル
ー
プ
の
中
に
い
た
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
る
が
、
ゴ
タ
ー
ド
・
ブ
ー
ス
の
よ
う
に
両
者
の
関
係
を
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
あ
る
と
具
体
的
な

証
言
な
し
に
断
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
）
12
（

。
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2
．
社
会
研
究
所
時
代
の
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
両
者
が
は
じ
め
て
直
接
的
に
、
内
容
の
あ
る
出
会
い
を
経
験
す
る
の
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
で
あ
り
、
そ

の
場
所
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
は
こ
の
時
代
の
両
者
の
直
接
的
な
交
流
を

示
す
資
料
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
両
者
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
及
び
社
会
研
究
所
に
ま
っ
た
く
同
時
期
に
在
職
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
両
者
の
直
接
的
な
関
係
を
示
す
資
料
が
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ド
レ
ス
デ
ン
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
っ
た
の
は
一
九
二
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

一
九
二
五
年
に
は
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
勧
め
で
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
の
宗
教
と
社
会
哲
学
の
正
教
授
に
就
任
し
た
。
ド
レ
ス
デ

ン
と
い
う
大
都
市
に
魅
力
を
感
じ
て
は
い
た
も
の
の
、
総
合
大
学
で
は
な
い
ド
レ
ス
デ
ン
で
、
必
ず
し
も
哲
学
や
神
学
を
専
攻
す
る
の
で
は

な
い
学
生
に
神
学
者
が
哲
学
を
教
え
る
こ
と
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
カ
ン
ト
派
の
論
理
学
者
ハ
ン
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の

後
任
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
哲
学
な
ら
び
に
社
会
教
育
学
の
正
教
授
に
転
任
し
て
い
る
）
13
（

。

彼
は
こ
こ
で
は
大
学
の
教
授
陣
の
中
で
唯
一
の
神
学
者
で
あ
り
、「
世
俗
的
な
環
境
で
哲
学
を
教
え
る
神
学
者
」
と
い
う
一
般
的
に
は
考

え
ら
れ
な
い
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
の
学
問
的
な
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
し
、
こ
の
時
代
「
神
学
」
と
い
う
学
問
が

ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
担
っ
て
い
た
役
割
を
よ
く
示
し
て
い
る
、
何
よ
り
も
彼
自
身
に
と
っ
て
「
や
り
が
い
」
の
あ
る
仕
事
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
彼
は
「
神
学
者
の
中
の
哲
学
者
、
哲
学
者
の
中
の
神
学
者
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
口
悪
い
人
々
か
ら
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
多
い
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
の
哲
学
部
で
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
が
哲
学
を
教
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
中
の
パ
ウ
ロ
（Paul

は
聖
書
の

パ
ウ
ロ
の
ド
イ
ツ
語
名
で
あ
る
）」
と
さ
え
呼
ば
れ
た
。
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テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
招
か
れ
た
理
由
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
が
置
か
れ
て
い
た
学
問
的
な
状
況
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
神
学
部
は
そ
の
時
代
も
っ
と
も
多
く
の
学
生
を
持
つ
学
部
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
神
学
部
が
聖
職
者
の
み
な

ら
ず
、
公
立
学
校
で
必
修
で
あ
っ
た
宗
教
教
育
の
た
め
の
教
師
を
養
成
し
て
い
た
か
ら
で
る
。
ま
た
こ
の
時
代
、
神
学
は
教
会
や
特
定
の
宗

教
的
な
思
想
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
国
民
教
会
制
度
が
伝
統
的
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
公
立
学
校
で
宗
派
に
基
づ
く

宗
教
教
育
が
必
修
で
あ
り
、
神
学
部
が
公
立
大
学
に
存
在
し
て
い
た
の
で
、
神
学
部
の
卒
業
生
は
、
聖
職
者
や
宗
教
教
育
の
専
門
家
に
な
る

だ
け
で
は
な
く
、
か
な
り
の
人
数
が
官
吏
と
な
っ
て
地
方
行
政
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
学
部
の
置
か
れ
た
社
会
的
状

況
が
神
学
者
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
教
内
部
だ
け
に
留
め
置
く
の
で
は
な
く
、
神
学
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
の
外
の
社
会
で
仕
事
を
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
他
方
で
、
神
学
と
哲
学
と
の
両
方
の
学
位
を
持
ち
、
神
学
的
な
問
題
を
哲
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
哲
学
者

た
ち
に
、
神
学
と
結
び
付
い
て
し
ま
っ
た
プ
ラ
ト
ン
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
深
層
構
造
を
説
明
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
は

ド
イ
ツ
観
念
論
及
び
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
の
最
後
の
生
き
残
り
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
化
し
た

哲
学
を
理
解
す
る
た
め
に
も
も
っ
と
も
適
切
な
人
物
と
哲
学
部
で
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
自
身
、
決
し
て
神
学
を
捨
て
た

り
、
神
学
の
伝
統
的
な
体
系
を
壊
す
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
神
学
的
な
概
念
を
、
今
日
の
知
的
状
況
の
中
で
説
明
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
た
。

そ
れ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
他
の
学
問
分
野
の
人
々
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
彼
は
テ
オ
ド
ー
ル
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ン
グ
ル
ン
ト
（
す
な
わ
ち
後
の
ア
ド
ル
ノ
）
の
指
導
教
授
で
あ
り
（
ア
ド
ル
ノ
は

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
も
と
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
美
学
に
つ
い
て
の
教
授
資
格
論
文
を
書
い
て
い
る
）、
ま
た
社
会
学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
を
哲
学
・
社
会
学
の
講
座
の
教
授
に
据
え
る
た
め
に
努
力
し
、
後
に
彼
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
社
会
研
究
所
の
所
長
に
な
る
こ
と

を
助
け
た
。
そ
れ
は
当
時
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
援
助
す
る
こ
と
が
危
険
に
な
っ
て
い
た
状
況
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
哲
学
教
授
の
仕
事
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
最
初
の
夫
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
シ
ュ
テ
ル
ン
と
を
結
び
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付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
た
ち
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
フ
ロ
ム
も
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
他
方
で
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
が
ベ
ル
リ
ン
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
戻
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
の
建
物
の
中
に
開
設

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
精
神
分
析
研
究
所
の
所
員
に
な
っ
た
の
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
着
任
し
た
の
と
同
じ
一
九
二
九

年
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
ム
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
呼
ば
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
精
神
分
析
研
究
所
の
初
代
所
長
と
な
っ
た
カ
ー
ル
・
ラ
ン
ダ
ウ

ア
ー
が
フ
ロ
ム
に
精
神
分
析
学
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
ひ
と
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
フ
ロ
ム
は
精
神
分
析
研
究
所
の
廃
止
が
決

ま
っ
た
一
九
三
二
年
（
実
際
の
廃
止
は
翌
年
の
一
九
三
三
年
で
あ
っ
た
）
に
な
っ
て
、
正
式
に
社
会
研
究
所
に
社
会
心
理
学
部
門
の
責
任
者

と
し
て
異
動
し
て
き
た
。

こ
の
人
事
に
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
関
与
し
て
い
る
。
社
会
研
究
所
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
人
事
は
複
雑
な
契
約
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
た
。
研
究
所
は
一
九
二
三
年
二
月
三
日
、
プ
ロ
イ
セ
ン
州
文
部
省
と
社
会
研
究
協
会
（G

esellschaft für Sozialforschung

）
と
の
契
約

の
も
と
に
正
式
に
発
足
し
て
い
る
。
こ
の
契
約
に
よ
れ
ば
、
研
究
所
の
母
体
と
な
る
社
会
研
究
協
会
は
、
大
学
の
た
め
に
、
経
済
・
社
会
学

部
に
正
教
授
の
ポ
ス
ト
を
ひ
と
つ
設
置
す
る
た
め
の
基
金
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
学
は
研
究
所
と
の
協
議
の

上
で
招
聘
す
る
こ
と
に
な
る
こ
の
教
授
を
研
究
所
の
所
長
兼
任
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
研
究
所
は
大
学
か
ら
は
相
対
的
に

独
立
し
て
い
る
が
、
し
か
し
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
機
関
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

翌
年
六
月
二
二
日
に
は
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
側
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
レ
ー
一
七
番
に
フ
ラ
ン
ツ
・
レ
ッ
ク
ス
の
設
計
し
た
地
上
五
階
建

て
の
研
究
所
の
建
物
が
完
成
し
た
。
そ
こ
に
は
座
席
が
三
六
あ
る
読
書
室
、
一
六
の
研
究
室
、
一
〇
〇
人
が
着
席
で
き
る
四
つ
の
講
義
室
と

演
習
室
、
七
万
五
千
冊
の
書
物
が
収
納
で
き
る
図
書
館
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
初
代
所
長
の
グ
リ
ュ
ー
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
竣
工
を
記
念
し
た
講

演
の
中
で
、
ド
イ
ツ
の
学
問
研
究
の
伝
統
の
中
に
あ
っ
た
、
大
学
に
対
す
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
強
調
し
た
。

さ
て
、
一
九
三
二
年
に
ク
ル
ト
・
リ
ー
ツ
ラ
ー
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ポ
ロ
ッ
ク
と
の
協
議
に
よ
っ
て
、
社
会
研
究

所
の
所
長
に
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
推
薦
さ
れ
た
時
、
社
会
研
究
所
は
財
政
上
は
新
し
い
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
新
た
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な
発
展
を
と
げ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
教
授
資
格
は
哲
学
な
の
で
、
経
済
・
社
会
学
部
の
教
授
と
し
て
招
聘
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
社
会
研
究
所
は
大
学
と
追
加
契
約
を
行
い
、
哲
学
部
に
も
講
座
設
置
の
た
め
の
基
金
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
研
究
所
と
大
学
と
の
関
係
が
密
接
に
な
っ
た
こ
と
で
、
大
学
は
研
究
所
の
二
階
と
三
階
の
教
室
研
究
室
を
大
学
の
講
義
や
演

習
、
ま
た
研
究
所
に
席
を
置
か
な
い
教
授
の
研
究
室
と
し
て
借
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
の
追
加
契
約
も
行
わ
れ
、
大
学
は
研
究

所
に
対
し
て
建
物
の
管
理
費
の
一
部
を
支
払
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
時
代
、
研
究
所
は
新
し
い
エ
ー
ト
ス
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
象
徴
が
『
社
会
研
究
年
誌
』
の

創
刊
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
研
究
所
の
そ
れ
以
後
の
研
究
の
方
針
の
明
示
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
―
レ
ー
ニ

ン
主
義
に
対
す
る
「
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
伝
統
の
明
確
化
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
意
識
と
精
神
分
析
と
い
う
二
つ

の
柱
で
あ
っ
た
。

そ
の
際
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
大
学
の
教
授
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
後
正
式
に
社
会
研
究
所
の
所
員
（
生
涯
年
金
の
権
利

を
含
む
）
と
な
っ
た
の
が
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
が
こ
の
人
事
に
際
し
大
学
側
に
提
出
し
た
推
薦
、

及
び
報
告
書
類
に
、
大
学
を
代
表
し
て
サ
イ
ン
を
し
た
の
は
学
部
長
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
あ
っ
た
。

こ
の
人
事
は
フ
ロ
ム
の
人
生
を
大
き
く
変
え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
フ
ロ
ム
は
、
精
神
分
析
研
究
所
の
所
員
時
代
か

ら
、
非
公
式
に
同
じ
建
物
の
中
に
あ
る
社
会
研
究
所
の
研
究
に
参
加
し
て
い
た
が
、
今
や
フ
ロ
ム
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
体
制
の
も
と
で
新
し

く
再
構
築
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
の
研
究
所
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
設
計
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

学
位
取
得
後
の
フ
ロ
ム
が
精
神
分
析
へ
の
関
心
を
強
く
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
同
時
に
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
関
心
と
重
な
っ
て
い
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
彼
の
最
初
の
妻
と
な
っ
た
フ
リ
ー
ダ
・
ラ
イ
ヒ
マ
ン
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
と

こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
が
フ
ロ
イ
ト
派
の
雑
誌
と
み
な
さ
れ
て
い
る
『
イ
マ
ゴ
』
に
掲
載
し
た
彼
の
安
息
日
論
は
明

ら
か
に
タ
ブ
ー
の
起
源
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
的
な
分
析
方
法
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
が
労
働
問
題
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
の
初
期
批
判
理
論
の
構
造
設
計
を
試
み
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
、
そ
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
任
せ
た
ひ

と
り
が
フ
ロ
ム
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
の
初
期
批
判
理
論
の
形
成
に
精
神
分
析
と
マ
ル
ク
ス
の
思
想
と
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
ア
ド
ル
ノ
や
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
フ
ロ
ム
と
の
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
や
論
争
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の

段
階
で
フ
ロ
ム
が
果
た
し
た
役
割
は
今
日
改
め
て
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
こ
そ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ

ム
と
を
思
想
的
に
結
び
付
け
て
い
た
点
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
フ
ロ
ム
は
精
神
分
析
研
究
所
か
ら
社
会
研
究
所
に
正
式
に
移
動
し
て
か
ら
、
彼
の
提
案
し
た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
基
づ
い
た
研
究

を
矢
継
ぎ
早
に
展
開
し
て
い
る
。
一
九
三
二
年
に
新
し
い
編
集
方
針
の
も
と
に
改
名
、
再
出
版
さ
れ
た
『
社
会
研
究
雑
誌
』
に
「
分
析
的
社

会
心
理
学
の
方
法
と
課
題
に
つ
い
て
―
―
精
神
分
析
と
史
的
唯
物
論
」
と
い
う
有
名
な
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
研
究
所
の
実
質
的
な

ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
ヘ
ル
マ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ル
が
主
導
し
、
実
質
的
に
は
フ
ロ
ム
が
担
当
し
た
「
ド
イ
ツ
労
働
者
の
意
識
調
査
」
は
政
治
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
大
規
模
な
実
証
研
究
で
、
理
論
仮
説
と
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
分
析
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
の
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
を
結
び
付
け
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
と
い
う
「
場
所
」
と
、
マ
ル
ク
ス
の

思
想
と
精
神
分
析
と
を
結
び
付
け
る
と
い
う
批
判
理
論
の
「
方
法
」
で
あ
ろ
う
。

「
場
所
」
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
主
催
し
て
い
た
、「
小
さ
な
集
ま
り
」（K

ränzchen

）
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ど
の
時
代
に
も
行
っ
て
い
た
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
「
学
際
的
討
論
会
」
で
、
こ
の
会
合
の
通
常
の
回
覧
状
の
送
付

先
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
、
レ
オ
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
タ
ー
ル
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ポ
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
討
論
の
要
旨
を
記
録
し

た
メ
モ
に
よ
れ
ば
）
14
（

、
不
定
期
の
参
加
者
の
中
に
は
、
心
理
学
者
と
し
て
は
フ
ロ
ム
と
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ル
ト
ハ
イ
マ
ー
が
、
社
会
学
者
と
し

て
は
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
な
ど
が
い
た
。

「
方
法
」
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
心
理
学
と
の
結
合
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
マ
ル
ク
ス
解
釈
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と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
い
わ
ゆ
る
「
教
条
的
マ
ル
ク
ス
主

義
の
正
統
的
諸
潮
流
の
解
体
）
15
（

」
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、「
西
欧
型
マ
ル
ク
ス
主
義
」、「
パ
ラ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」、「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
知
ら
れ
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ョ
イ
に
よ
れ
ば
、「
西
側
で
も
東
側
で
も
マ
ル
ク
ス
主
義
の
遺
産
の
公
的
管
理
人
に
よ
っ

て
す
ぐ
さ
ま
破
門
を
宣
言
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
が
公
式
に
そ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
が
共
に
受
け
取
っ
た

マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
要
な
内
容
と
は
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
初
期
草
稿
の
発
見
に
基
づ
く
マ
ル
ク
ス
主
義
、
と
り
わ
け
広
義

の
人
間
学
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
参
加
し
た
「
カ
イ
ロ
ス
」
グ
ル
ー
プ
は
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
デ
ー
ン
と
カ
ー
ル
・
メ
ニ
ッ
ケ
の
指
導
の
も
と

に
成
立
し
た
グ
ル
ー
プ
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
他
に
ア
ー
ド
ル
フ
・
レ
ー
ヴ
ェ
、
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ハ
イ
マ
ン
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
シ
ュ
ス

ト
ゥ
、
ア
ー
ノ
ル
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ス
な
ど
が
い
た
。
こ
れ
は
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
シ
ュ
ル
ツ
の
労
働
者
支
援
運
動
へ
の
共
鳴
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
で
、
教
会
内
に
お
け
る
多
様
な
労
働
者
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
会
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
多
く
は
、
第
一
次
大
戦
前
に
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
と
い
う
権
威
主
義
的
な
「
父
の
時
代
」
に
反
発
し
た
「
フ
ロ
ン
ト
世
代
」

で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
、
思
想
的
な
破
壊
を
目
指
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
ず
、
し
か
し
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
そ

れ
ら
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
封
建
制
や
帝
政
、
あ
る
い
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
資
本
主
義
や
社
会

階
層
の
厳
格
な
区
別
な
ど
が
復
興
す
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
政
治
的
保
守
主
義
や
社
会
の
伝
統
を
隠
れ
蓑
に

し
て
「
責
任
あ
る
社
会
的
、
政
治
的
行
動
を
と
ろ
う
と
し
な
い
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
教
会
を
強
く
批
判
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
他
方
で
あ
ま
り
に
も
単
純
化
さ
れ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
唱
え
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
不

可
避
性
な
ど
の
主
張
に
も
同
調
し
な
か
っ
た
し
、
神
の
国
の
地
上
で
の
建
設
を
説
く
宗
教
社
会
主
義
に
も
賛
成
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
マ
ル

ク
ス
主
義
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ひ
と
つ
の
歴
史
哲
学
と
し
て
解
釈
し
、
現
代
の
批
判
理
論
と
し
て
用
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い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ル
・
メ
ニ
ッ
ケ
の
編
集
に
よ
っ
て
一
九
二
六
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
宗
教
社
会
主
義
雑
誌
』
は
こ
の
グ

ル
ー
プ
が
ベ
ル
リ
ン
の
政
治
学
研
究
所
を
通
し
て
発
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
の
ロ
マ
ン
主
義
的
・
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
社
会
主
義
、

あ
る
い
は
分
権
・
契
約
的
な
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
（föderalistische A

narchism
us

）
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー

は
ブ
ー
バ
ー
に
も
深
い
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
と
初
期
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
と
の
結
合
を
考
え
て
い
た

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
わ
れ
わ
れ
が
崇
拝
す
る
の
は
国
家
で
は
な
く
精
神
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
の
考
え
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ロ
ム
も
ま
た
こ
の
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
の
影
響
を
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
を
通
し
て
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
一
九
二
〇
年
代
以
降
フ

ロ
ム
が
当
時
の
自
由
ユ
ダ
ヤ
学
院
で
ブ
ー
バ
ー
や
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
フ

ロ
ム
が
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
か
ら
受
け
た
影
響
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
同
じ
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

フ
ロ
ム
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
社
会
批
判
や
世
代
論
、
あ
る
い
は
歴
史
哲
学
的
革
命
論
で
は
な
く
、
人
間
論
で
あ
り
、
フ
ロ
ム
は
社
会
分
析

の
出
発
点
と
し
て
の
哲
学
的
人
間
学
の
必
要
性
を
後
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
時
代
、
ベ
ル
リ
ン
時
代
か
ら
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
精
神
分
析
や
心
理
学
へ
の
興
味
を
拡
大
し
て
い
く
。
と

り
わ
け
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
再
婚
し
た
ハ
ン
ナ
の
妹
マ
リ
ー
＝
ル
イ
ー
ゼ
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
が
ベ
ル
リ
ン
で
学
ん
だ
精
神
分
析
家
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
創
造
性
」
と
い
う
考
え
を
提
供
し
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
彼
の
哲
学
上
の
師
で
も
あ
っ
た
フ
リ
ッ
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
と
と
も
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
解
釈
を
通
し
て
、「
神
そ
れ
自
体
の
中

に
含
ま
れ
る
非
合
理
的
な
可
能
性
と
し
て
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
」
と
い
う
考
え
方
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
こ
の
時
代
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
心
理
学
へ
の
関
心
と
フ
ロ
ム
の
そ
れ
と
が
単
純
に
重
な
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ロ
イ
ト

の
影
響
を
受
け
た
フ
ロ
ム
と
、
ア
デ
マ
ー
ル
・
ゲ
ル
プ
や
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ル
ト
ハ
イ
マ
ー
と
共
同
研
究
会
を
定
期
的
に
行
い
ゲ
シ
ュ
タ
ル

ト
心
理
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
で
は
問
題
意
識
が
食
い
違
っ
て
い
た
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。
し
か
し
フ
ロ
ム
や
社
会
研
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究
所
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
精
神
分
析
と
の
結
合
と
い
う
構
想
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
事
実
大
学
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
研
究
所
の
擁
護
者
で
あ
り
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
と
の
密
接
な
交
流
は
こ
の
時
代
、
そ
し
て
一
九
三
〇

年
代
に
社
会
研
究
所
が
ス
イ
ス
に
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
か
ら
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
も
二

人
の
交
流
に
つ
い
て
の
伝
記
的
な
情
報
は
沈
黙
し
て
い
る
。

3
．
ア
メ
リ
カ
時
代
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム

今
日
両
者
の
知
的
交
流
の
内
容
が
公
式
の
記
録
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
両
者
の
ア
メ
リ
カ
亡
命
時
代
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
一
九
三
三
年
四
月
に
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
停
職
処
分
と
な
り
、
一
一
月
に
は
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
ユ
ニ
オ
ン

神
学
校
に
迎
え
ら
れ
、
そ
の
後
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
と
シ
カ
ゴ
大
学
を
経
て
、
最
後
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
新
社
会
学
研
究
大
学
院
で
教
え

る
招
聘
を
受
け
、
し
か
し
そ
の
約
束
を
果
た
せ
ず
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
英
語
で
思
索
し
講
演
す
る
こ
と
に
生
涯
苦
労
し
た

が
、
ド
イ
ツ
で
構
築
し
た
思
想
を
ア
メ
リ
カ
の
知
的
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
上
手
に
商
品
化
し
た
彼
は
ド
イ
ツ
か
ら
の
亡
命
知
識
人
と
し
て
は
稀
に

見
る
成
功
を
お
さ
め
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
彼
が
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
込
ん
だ
思
想
的
商
品
こ
そ
心
理
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
フ
ロ
ム
と
の
新
し
い
対
話
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
論
争
を
続
け
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

の
人
々
と
の
交
流
を
生
涯
続
け
た
。

他
方
フ
ロ
ム
は
、
翌
年
一
九
三
四
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
教
え
る
傍
ら
、
精
神
分
析
医

と
し
て
開
業
し
て
い
る
。
英
語
の
優
れ
た
能
力
を
持
っ
て
い
た
フ
ロ
ム
も
ア
メ
リ
カ
で
成
功
を
得
、
そ
の
書
物
は
ド
イ
ツ
時
代
か
ら
は
予
想

で
き
な
い
ほ
ど
の
注
目
を
集
め
、
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
彼
は
有
名
に
な
っ
た
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
の
論
争
や
、
ア
ド
ル
ノ
と
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の
決
裂
に
表
れ
出
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
人
々
と
は
疎
遠
に
な
り
（
し
か
し
フ
ロ
ム
は
ア
メ
リ
カ
に
亡

命
後
も
正
式
な
社
会
研
究
所
の
所
員
と
し
て
報
酬
を
受
け
取
り
、
年
金
を
受
け
取
る
権
利
も
持
っ
て
い
た
）、
思
想
的
に
も
個
人
的
に
も
関

係
は
断
絶
し
、
社
会
研
究
所
か
ら
は
正
式
に
離
脱
し
た
。
し
か
し
そ
の
フ
ロ
ム
が
生
涯
交
流
を
持
ち
続
け
た
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
あ
っ
た
。

既
に
述
べ
た
通
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
の
交
流
関
係
を
示
す
資
料
は
、
ア
メ
リ
カ
亡
命
後
明
ら
か
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の

ひ
と
つ
は
、
亡
命
知
識
人
た
ち
の
交
流
が
限
ら
れ
た
範
囲
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
知
識
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
示
す
第
一
の
資
料
が
、
今
回
紹
介
す
る
資
料
に
収
録
さ

れ
た
第
一
の
書
簡
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
自
宅
で
一
九
四
〇
年
以
後
一
九
四
六
年
頃
ま
で
毎
月
行
わ
れ
て
い
た
月
例
集
会
の
案
内

で
あ
る
。
集
会
は
常
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ア
パ
ー
ト
で
開
催
さ
れ
、
食
事
を
用
意
し
、
連
絡
・
調
整
役
を
し
て
い
た
の
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
妻
、

ハ
ン
ナ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
に
は
フ
ロ
ム
の
他
に
、
カ
レ
ン
・
ホ
ル
ナ
イ
、
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
、
医
師
で
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
が
ユ
ニ
オ
ン
の
学
生
た
ち
を
紹
介
し
て
い
た
ゴ
タ
ー
ド
・
ブ
ー
ス
、
シ
ウ
ォ
ー
ド
・
ヒ
ル
ト
ナ
ー
、
ウ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ツ
、
ロ
ロ
・
メ

イ
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
E
・
ロ
バ
ー
ツ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ィ
ッ
ケ
ス
な
ど
が
参
加
し
て
い
た
。

ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ド
イ
ツ
か
ら
の
移
住
者
を
援
助
す
る
会
の
代
表
者
と
し
て
、
知
識
人
の
就
職
と
英
語
の
研
修
の
斡
旋
を
引
き
受
け
て

い
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
の
分
野
と
し
て
、
ド
イ
ツ
系
の
精
神
分
析
医
や
心
理
学
者
た
ち
が
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
に
心
理
学
や
医
学
の
分
野
で
は
特
に
フ
ロ
ム
と
密
接
な
協
力
を

し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
本
論
に
収
録
し
た
二
番
目
の
書
簡
は
そ
の
資
料
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
九
四
九
年
以
後
メ
キ
シ
コ
に
移
住
し
、
メ
キ
シ
コ
国
立
自
治
大
学
で
精
神
分
析
学
を
教
え
、
ま
た
精

神
分
析
医
の
育
成
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
フ
ロ
ム
と
も
交
流
を
続
け
て
い
る
。
フ
ロ
ム
は
フ
ン
ク
に
よ
れ
ば
「
一
九
五
一
年
か
ら
メ
キ

シ
コ
国
立
自
治
大
学
の
医
学
部
定
員
外
教
授
と
し
て
の
地
位
を
得
て
、〈
メ
キ
シ
コ
精
神
分
析
研
究
グ
ル
ー
プ
〉
の
養
成
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
コ
ー
ス
は
一
九
五
六
年
ま
で
続
い
た
。
そ
し
て
フ
ロ
ム
は
同
時
に
教
育
分
析
家
と
し
て
、
理
論
と
臨
床
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
指
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導
者
と
し
て
、
ま
た
指
導
分
析
家
と
し
て
、
必
要
と
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
は
一
九
六
五
年
ま
で
こ
の
地
位
に
あ
り
、
引
退
し
て
い

る
。
そ
の
間
に
妻
は
亡
く
な
り
、
再
婚
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
五
七
年
か
ら
六
一
年
ま
で
は
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
で
、
一
九
六
二
年
以
後
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
教
授
も
兼
任
し
て
い
た
。

フ
ロ
ム
は
こ
の
多
忙
な
教
育
の
仕
事
を
「
何
も
か
も
自
分
で
や
っ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
…
…
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
時
折
応
援
を
得

た
」。
そ
の
中
に
は
「
フ
ロ
ム
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
か
ら
知
っ
て
い
た
神
学
者
の
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
い
た
）
16
（

」
の
で
あ
る
。
W
・

パ
ウ
ク
は
こ
の
学
問
的
支
援
の
こ
と
を
、
二
人
は
「
あ
る
時
と
も
に
メ
キ
シ
コ
で
休
暇
を
過
ご
し
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、
事
情
は
そ
う
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
両
者
は
学
問
的
に
、
あ
る
い
は
教
育
に
お
い
て
相
互
に
助
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
関
係
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
今
回
掲
載
し
た
第
三
、
第
四
の
手
紙
は
、
レ
タ
ー
・
ヘ
ッ
ド
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
が
メ
キ
シ
コ
か
ら
送
っ
た
手
紙
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
夫
妻
と
フ
ロ
ム
夫
妻
と
が
家
族
包
み
の
付
き
合
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
フ
ロ
ム
は
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
の
病
気
を
気
遣
い
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ド
イ
ツ
語
全
集
の
出
版
を
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
ア
メ
リ
カ
で
の
関
係

を
さ
ら
に
裏
付
け
る
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
長
男
で
、
後
に
精
神
分
析
医
と
な
り
、
ハ
ワ
イ
大
学
で
教
え
た
ル
ネ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
証
言
で

あ
ろ
う
）
17
（

。

第
三
の
点
は
、
今
回
収
録
し
た
関
連
書
簡
、
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
フ
ロ
ム
の
著
作
を
解
説
す
る
よ
う
に
依
頼
す
る
出
版
編
集
者
の
手

紙
と
、
そ
れ
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
応
答
で
あ
ろ
う
（
書
簡
五
と
六
）。
そ
の
こ
と
は
フ
ロ
ム
の
著
作
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
が
書
く
こ
と
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
編
集
者
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
文
面
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
が
そ
れ
を
書
く
必
然
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
内
容
、
と
り
わ
け
精
神
分
析
に
関
す
る
諸
問
題
、
宗
教

と
精
神
分
析
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
批
判
理
論
と
し
て
の
精
神
分
析
に
つ
い
て
の
意
見
に
お
い
て
比
較
さ
れ
た
り
、
ま
た
相
互
に
参
照
す
る

こ
と
が
意
味
の
あ
る
存
在
し
て
、
ま
た
相
互
に
引
用
し
、
批
判
し
合
う
学
者
と
し
て
一
般
に
も
、
そ
し
て
何
よ
り
も
相
互
に
そ
の
よ
う
に
考
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え
る
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、
続
く
二
つ
の
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
書
簡
が
生
ま
れ
た
背
後
に
あ
る
、
両
者
の
思
想
的
な
関
係
の
見
取
り
図
を
示
し
て
お
き

た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
仕
事
に
お
け
る
フ
ロ
ム
、
フ
ロ
ム
の
仕
事
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
パ
ウ
ク
は
ア
メ
リ
カ
時
代
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
一
九
五
〇
年
代
に
な
る

と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
実
存
的
心
理
分
析
（
現
存
在
分
析
）
が
脚
光
を
浴
び
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
不
安
の
概
念
や
フ
ロ
イ
ト
の
『
リ
ビ
ド
ー
』

（
根
源
的
欲
求
）
の
概
念
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長
い
間
育
ん
で
き
た
フ
ロ
イ
ト
へ
の
関
心
が
甦
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
関
心
は
社

会
主
義
か
ら
魂
の
癒
し
へ
と
移
行
し
、
カ
レ
ン
・
ホ
ー
ナ
イ
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
、
ロ
ロ
・
メ
イ
と
親
交
を
結
ん
だ
）
18
（

」。
こ
れ
は
事
実

の
一
面
し
か
語
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
社
会
主
義
の
問
題
か
ら
精
神
分
析
に
移
行
し
た
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
時
代
か
ら

ア
メ
リ
カ
亡
命
後
ま
で
、
精
神
分
析
と
社
会
主
義
的
な
問
題
意
識
と
の
結
合

0

0

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ド
イ
ツ
時
代
以

来
フ
ロ
ム
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
亡
命
後
に
、
精
神
分
析
へ
の
興
味
を
持
ち
フ
ロ
ム
と
「
親
交
を
結
ん
だ
」

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

4
．
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
フ
ロ
ム

さ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
フ
ロ
ム
の
仕
事
の
内
容
に
具
体
的
に
言
及
し
、
あ
る
い
は
引
用
、
批
判
を
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
実
は
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
遡
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
そ
の
著
作
の
中
で
フ
ロ
ム
に
触
れ
て
い
る
個
所
は
「sym

biotic

な
愛

に
関
す
る
言
及
意
外
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
具
体
的
に
は
一
九
三
三
年
に
ポ
ツ
ダ
ム
で
出
版
さ
れ
た
『
社
会
主

義
的
決
断
』
の
中
で
、
フ
ロ
ム
の
『
社
会
研
究
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
分
析
的
社
会
心
理
学
の
方
法
と
課
題
」
と
い
う
論
文
を
引
用
し
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て
）
19
（

、
精
神
分
析
と
社
会
主
義
と
の
結
合
の
問
題
、
精
神
分
析
の
政
治
的
領
域
へ
の
適
応
と
い
う
問
題
に
触
れ
て
い
る
）
20
（

。

こ
の
引
用
と
フ
ロ
ム
の
方
法
論
の
検
討
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
考
え
て
い
る
社
会
主
義
、
あ
る
い
は
社
会
批

判
、
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
フ
ロ
ム
の
影
響
や
批
判
点
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
社
会
研
究
所
の
批
判
理
論
と
ど
の
程
度
の
親
近
性
を
持
ち
、
ま
た
異
な
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
は
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
と
の
学
問
的
交
流
関
係
が
、
単
な
る
心
理
分
析
の
問
題
で
は
な
く
、
実
は
最
初
か
ら
批
判
理

論
と
歴
史
哲
学
と
い
う
点
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
群
を
め
ぐ
っ
て
、
既
に
述
べ
た
通
り

一
九
三
〇
年
代
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
、
そ
し
て
ブ
ー
バ
ー
と
シ
ョ
ー
レ
ム
と
が
同
じ
舞
台
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
社
会
主
義
的
決
断
』
は
そ
の
内
容
の
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
の
教
授
職
を
奪
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
へ
と
亡
命
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
状
況
を
生
み
出
し
た
書
物
で
あ
り
、
出
版
直
後
に
ナ
チ
ス
の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
入
れ
ら
れ
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
書

物
の
中
で
、
社
会
主
義
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
人
間
観
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
が
エ
ロ
ス
的
な
も
の
や
献
身
的
精
神
を
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
こ
れ
ら
の
も
の
を
大
衆
の
中
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
強
力
な
人

格
を
持
っ
た
人
物
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
が
逆
に
大
衆
の
強
い
不
満
を
生
み
出
し
て
い
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
社
会
主
義
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
人
間
観
を
取
り
入
れ
て
、
人
間
の
像
か
ら
『
中
間
』
概
念
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

が
カ
リ
ス
マ
的
人
格
の
過
小
評
価
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
理
性
的
形
式
と
か
理
性
的
立
場
と
は
完
全
に
違
っ
て
、
そ
の
存
在
力
と
精
神
活

動
力
で
も
っ
て
大
衆
に
確
信
の
力
を
与
え
る
よ
う
な
人
格
を
、
あ
ま
り
高
く
考
え
な
い
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
）
21
（

」
の
だ
と
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
は
分
析
し
た
。

こ
の
検
討
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
デ
・
マ
ン
の
社
会
心
理
学
を
引
用
し
、
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
際
に
実
証
主
義
的

な
人
間
心
理
学
や
社
会
心
理
学
を
用
い
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
社
会
主
義
が
人
間
観
に
お
い
て
解
決
し
が
た

い
内
的
矛
盾
を
は
ら
む
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
が
誤
っ
た
心
理
学
を
採
用
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
常
に
心
理
学
が
方
法
論
的
に
人
間
を
操
作
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の
対
象
と
し
て
前
提
し
）
22
（

」、
人
間
の
中
に
見
出
さ
れ
る
シ
ン
ボ
ル
や
フ
ュ
ー
ラ
ー
へ
の
憧
れ
、
ま
た
起
源
神
話
的
な
も
の
へ
の
憧
れ
に
つ
い

て
の
分
析
を
回
避
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
問
題
が
フ
ロ
ム
の
方
法
論
に
も

見
出
さ
れ
る
と
言
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
ム
は
「
分
析
的
社
会
心
理
学
の
方
法
と
課
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、「
心
理
分
析
を
経
済
的

物
質
主
義
の
道
具
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
理
想
的
な
動
機
を
も
、
リ
ビ
ド
ー
の
現
世
的
『
核
』
に
『
引
き
下
げ
よ
う
』
と

す
る
彼
の
意
図
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
心
理
分
析
で
あ
り
、
社
会
主
義
の
そ
れ
で
は
な
い
）
23
（

」
と
さ
え
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
は
こ
の
よ
う
に
今
日
の
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
不
徹
底
な
人
間
観
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
こ
の
不
適
切
な
社
会
主
義
の
人
間
観
の
認
識
が
、

「
多
方
面
で
マ
ル
ク
ス
主
義
と
精
神
分
析
学
の
協
力
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
」
の
だ
と
も
述
べ
、「
前
に
引
用
し
た
『
社
会
研
究
雑
誌
』
に

掲
載
さ
れ
た
「
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
論
文
や
ベ
ル
ン
フ
ェ
ル
ト
の
論
旨
を
参
照
し
て
欲
し
い
」
と
フ
ロ
ム
の
仕
事
が
目
指
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
評
価
を
与
え
て
も
い
る
。

さ
て
そ
の
後
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
作
に
お
け
る
フ
ロ
ム
か
ら
の
引
用
は
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
亡
命
後
に
書
か
れ
た
著
作
の
中
に
見
出
さ
れ

る
。
そ
れ
ら
は
四
つ
に
大
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
心
理
学
と
神
学
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
心
理
学
の
神
学
へ
の
適
応
に
つ
い
て
の

議
論
、
さ
ら
に
は
心
理
学
の
神
学
に
対
す
る
意
義
な
ど
の
諸
論
文
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
。
第
二
に
彼
の
主
著
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
、

第
二
巻
で
の
引
用
。
そ
し
て
第
三
に
は
「
愛
の
問
題
」
及
び
「
自
己
愛
」
や
「
自
己
受
容
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
、『
存
在
へ
の
勇
気
』
や

『
愛
・
力
・
正
義
』
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
で
あ
る
。
最
後
に
第
四
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
フ
ロ
ム
の
著
作
の
書
評
で
、
こ
れ
は

フ
ロ
ム
の
『
精
神
分
析
と
宗
教
』、
そ
し
て
『
正
気
の
社
会
』、
さ
ら
に
は
本
論
の
最
後
の
手
紙
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
の
『
戦
争
の

心
理
的
要
因
』
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
心
理
学
と
神
学
に
関
す
る
議
論
は
フ
ロ
ム
と
の
対
話
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ア
メ
リ
カ
の
神
学
市
場
で
も
っ
と

も
注
目
さ
れ
た
議
論
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ド
イ
ツ
時
代
に
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
社
会
を
批
判
す
る
た
め
に
援
用
す
る
こ
と
を
学
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ん
だ
精
神
分
析
学
や
心
理
学
の
知
識
を
ア
メ
リ
カ
と
い
う
移
民
社
会
に
お
け
る
個
人
の
実
存
的
な
問
題
へ
と
す
ば
や
く
仕
立
て
直
し
、
ひ
と

つ
の
成
功
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
フ
ロ
ム
と
の
対
話
の
み
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、
フ
ロ
ム
は
常

に
参
照
さ
れ
て
い
る
。

第
一
の
心
理
学
と
神
学
と
の
関
す
る
論
文
に
お
け
る
フ
ロ
ム
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
が
、
一
九
四
四
年
に
書
か
れ
た
「
現
代
思
想
に

お
け
る
疎
外
と
和
解
」
と
い
う
論
文
）
24
（

、
同
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
な
さ
れ
た
「
宗
教
と
健
康
と
の
関
係
」
と
い
う
セ
ミ
ナ
ー
の
記
録
）
25
（

、

一
九
五
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
ド
イ
ツ
政
治
学
専
門
大
学
で
行
わ
れ
た
「
諸
国
民
の
生
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
哲
学
的
意
義
）
26
（

」
と
い
う
講

演
、
一
九
五
二
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
な
さ
れ
た
「
自
立
性
と
啓
示
」
と
い
う
講
演
）
27
（

、
一
九
五
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
信
仰
と
自
由
』
誌

の
九
巻
二
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
心
理
分
析
、
実
存
主
義
、
そ
し
て
神
学
）
28
（

」
で
、
フ
ロ
ム
の
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
い
ず

れ
も
フ
ロ
ム
の
諸
説
を
分
析
し
た
り
、
批
判
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
的
に
フ
ロ
ム
の
概
念
を
引
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

第
二
の
主
著
『
組
織
神
学
』
に
お
け
る
フ
ロ
ム
引
用
は
さ
ら
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
愛
や
エ
ロ
ス
の
問
題
を
論
じ
た
部
分
で
フ
ロ
ム

は
引
用
さ
れ
て
い
る
。
第
一
巻
で
は
、
愛
の
概
念
の
定
義
に
お
い
て
フ
ロ
ム
の
「
共
生
的
な
愛
」
と
い
う
概
念
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
二

巻
で
は
、
キ
リ
ス
ト
論
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
キ
リ
ス
ト
を
人
間
の
実
存
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て

論
じ
て
お
り
、
フ
ロ
ム
は
人
間
の
実
存
状
態
の
分
析
の
中
で
二
度
、
さ
ら
に
本
質
か
ら
落
ち
た
状
態
と
し
て
の
実
存
よ
り
の
回
復
、
あ
る
い

は
解
放
に
つ
い
て
の
中
で
一
度
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ロ
ム
の
概
念
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
や
救
済
論
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

第
三
と
第
四
と
は
深
く
関
係
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
九
五
二
年
に
出
版
し
た
『
存
在
へ
の
勇
気
』
の
中
で
、
フ
ロ
ム
が
一
九
四
七

年
に
出
版
し
た
『
人
間
に
お
け
る
自
由
』
で
の
自
己
愛
の
問
題
を
引
用
し
て
「
自
己
愛
や
利
己
主
義
」
と
い
う
用
語
の
使
用
に
つ
い
て
疑
念

を
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
九
五
五
年
の
『
正
気
の
社
会
』
の
書
評
で
も
、
フ
ロ
ム
の
自
己
愛
と
い
う
概
念
の
使
用
に
つ
い

て
批
判
し
て
お
り
、
フ
ロ
ム
は
そ
の
批
判
に
一
九
五
六
年
の
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
の
中
で
応
え
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
一
連
の
議
論
の
中
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
「
愛
」
の
定
義
と
「
自
己
愛
」
の
解
釈
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
長
い
間
フ
ロ
ム
の

「
自
己
愛
」
と
い
う
概
念
に
疑
問
を
感
じ
て
お
り
、「
自
己
愛
」
は
概
念
で
は
な
く
、
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
述
べ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
概
念

使
用
へ
の
批
判
を
繰
り
返
し
た
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
九
五
五
年
の
『
正
気
の
社
会
』
の
書
評
中
で
、
フ
ロ
ム
の
愛
の
定
義
を
評
価
し
、
そ
れ
を
フ
ロ
ム
の
も
っ
と
も
偉
大
な

功
績
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
そ
の
フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
愛
と
は
自
分
自
身
の
他
の
も
の
か
ら
の
分
離
と
、
自
分
自
身
の
統

合
で
あ
り
、
そ
の
状
態
を
保
っ
た
ま
ま
で
、
自
分
以
外
の
他
の
誰
か
、
あ
る
い
は
何
か
と
結
び
付
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

こ
の
フ
ロ
ム
の
定
義
に
対
し
て
、
愛
が
自
己
以
外
の
も
の
と
の
結
合
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
自
己
に
対
す
る
愛
、「
自
己
愛
」

と
い
う
言
葉
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
フ
ロ
ム
に
問
う
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
『
存
在
へ
の
勇
気
』
の
中
で
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
例
に
あ
げ
て
「
自
己
愛
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
の
問
題
点
を
指

摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
も
ふ
ま
え
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
フ
ロ
ム
の
愛
の
概
念
と
自
己
愛
の
概
念
の
曖
昧
さ
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
言
う
な
ら
ば
「
利
己
主
義
」
と
言
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
し
、
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
自
己
受
容
」
と
言
う
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
愛
に
は
愛
す
る
と
い
う
主
体
と
愛
さ
れ
る
客
体
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
分
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
自
己
の
中
に
、
あ
る
い
は
自
己
意
識
の
中
で
も
可
能
か
、
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ロ
ム
は
そ
れ
に
対

し
て
心
理
学
的
な
考
え
方
の
根
本
前
提
と
し
て
、
人
間
に
と
っ
て
他
者
と
い
う
の
は
、
他
の
人
や
他
の
も
の
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

対
象
と
な
る
自
己
や
自
分
自
身
の
感
情
や
態
度
も
「
対
象
と
し
て
の
他
者
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
は
こ
の
こ
と
を
前

提
と
し
て
「
愛
と
は
自
分
自
身
の
分
離
と
、
自
分
自
身
の
結
合
を
保
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
、
自
分
以
外
の
誰
か
、
あ
る
い
は
何
か
と
結
び
付

く
こ
と
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
両
者
の
間
の
根
本
的
な
相
違
は
、
自
己
（self

）
の
分
離
の
理
解
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
フ
ロ
ム
も
愛
と
い
う
の
は
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分
離
さ
れ
た
も
の
の
統
一
へ
の
衝
動
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
己
と
自
己
と
の
分
離
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
フ
ロ
ム
も
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
己
と
い
う
の
は
、「
分
離
不
可
能
」
な
も
の
で
あ
り
、

孤
立
し
た
核
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
自
己
と
い
う
の
は
「
個
人
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。「
個
人
」
は
ま
さ
に in

-dividual 

で

あ
る
か
ら
、
分
割
で
き
な
い
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
自
己
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
自

己
収
斂
（self-centred

）
な
の
で
あ
っ
て
、
元
来
分
割
不
可
能
な
も
の
が
、
自
己
に
お
い
て
分
離
し
て
い
る
自
己
と
再
結
合
す
る
こ
と
な

の
だ
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
「
自
己
受
容
」
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
質
か
ら
文
字
通

り
落
ち
て
い
る
「
実
存
」
の
状
態
に
あ
る
も
の
の
「
再
本
質
化
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
フ
ロ
ム
は
自
己
が
愛
の
対
象
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
は
愛
を
、
二
段
階
に
わ
け
て
考
え
る
。
第
一
に
は
愛

と
は
特
定
の
他
者
や
対
象
で
は
な
く
、
世
界
に
対
す
る
人
間
の
関
係
を
規
定
す
る
態
度
の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
能
動
的
力
な
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
人
間
と
し
て
、
誰
か
や
何
か
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
愛
は
こ
の
第
一
の
愛
が
特
定
の
人
間
を
対
象

と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
他
者
の
み
な
ら
ず
、
自
己
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
こ
の
両
者
の
「
自
己
愛
」
に
つ
い
て
の
微
妙
な
解
釈
の
違
い
は
晩
年
に
至
る
ま
で
解
決
さ
れ
ず
、
こ
の
議
論
は
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い

る
。第

四
の
分
類
の
中
で
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、『
正
気
の
社
会
』
や
今
回
本
論
に
収
録
し
た
『
戦
争
の
心

理
的
要
因
』
の
書
評
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
彼
の
ア
メ
リ
カ
時
代
に
お
け
る
フ
ロ
ム
と
の
関
係
に
お
い
て
、
精
神
分
析
の
方

法
や
自
己
愛
に
つ
い
て
の
分
析
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
以
来
続
い
て
い
た
、
社
会
と
歴
史
の
分

析
に
お
け
る
心
理
学
の
意
義
に
つ
い
て
の
議
論
も
一
貫
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
正
気
の
社
会
』
の
書
評
で
の
フ
ロ
ム
批
判
の
も
う
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
疎
外
」
の
問
題
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
フ
ロ
ム
の
言
う
疎
外
は
、
人
間
の
発
展
の
た
め
に
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
発
展
の
過
程
で
克
服
さ
れ
る
も
の
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な
の
で
あ
る
。『
正
気
の
社
会
』
に
お
い
て
疎
外
は
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
学
は
歴
史
の
中
で
そ
の
よ
う
な
社
会
を
待
望
す
る
も
の
た

ち
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ロ
ム
の
『
正
気
の
社
会
』
の
記
述
も
、
そ
の
よ
う
な
呼
び
名
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
）
29
（

」

と
言
う
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
を
生
み
出
す
社
会
の
不
安
は
心
理
学
的
な
説
明
が
可
能
で
、
精
神
分
析
的
な
見
方
の
社
会
へ
の
適
応

に
よ
っ
て
こ
の
病
的
状
況
の
除
去
は
可
能
に
な
る
と
い
う
フ
ロ
ム
の
考
え
を
批
判
す
る
。
そ
れ
故
に
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
消
費
の
疎
外

さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
フ
ロ
ム
の
記
述
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
実
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
一
九
三
三
年
の
『
社
会
主
義
的
決
断
』
の
中
で
既
に
述
べ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。

フ
ロ
ム
は
人
間
の
健
康
や
健
全
性
を
社
会
の
、
あ
る
い
は
共
同
体
の
健
康
の
問
題
と
結
び
付
け
て
考
え
て
い
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の

よ
う
な
フ
ロ
ム
の
考
え
方
を
問
題
に
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
フ
ロ
ム
の
、
彼
が
「
正
気
の
社
会
」
と
考
え
る

も
の
が
実
現
し
、
そ
れ
に
人
が
適
応
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
疎
外
を
克
服
し
、
人
間
は
精
神
的
な
健
康
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
こ
こ
に
は
第
一
に
「
正
気
の
社
会
」
を
歴
史
の
中
に
作
り
出
せ
る
と
い
う
フ
ロ
ム
の
楽
観
主
義

か
ら
来
る
欠
落
が
あ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
フ
ロ
ム
の
考
え
は
「
断
片
的
に
し
か
克
服
さ
れ
得
な
い
歴
史
的
実
存
の
曖
昧
さ
を
見
過
ご
し
て

お
り
、
さ
ら
に
共
同
体
の
指
導
者
の
健
康
な
し
に
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
な
健
康
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
る
」

と
言
う
。
そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
フ
ロ
ム
の
考
え
に
つ
い
て
、
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
神
学
は
、
歴
史
の
中
に
そ
の
よ
う
な
社
会
を
期

待
す
る
者
を
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
者
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
『
社
会
主
義
的
決
断
』
の
中
で
フ
ロ

ム
を
批
判
し
て
以
来
、
保
持
さ
れ
て
い
る
批
判
の
視
点
で
も
あ
る
。

第
二
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
個
人
の
健
康
や
精
神
分
析
の
方
法
を
社
会
的
な
領
域
に
ど
の
よ
う
に
適
応
で
き
る
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
健
康
と
正
気
の
社
会
の
形
成
の
関
係
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
た
と
え
ば
フ
ロ
ム
は
正
気
の
社
会
と
い
う

ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
的
な
理
想
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
「
ゴ
ー
ル
を
示
す
が
、
そ
こ
に
至
る
道
は
示
さ
な
い
」
と
い
う
大
き
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な
構
造
上
の
欠
点
が
あ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
フ
ロ
ム
の
「
戦
争
の
心
理
的
要
因
」
と
い

う
論
文
の
批
評
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
な
戦
争
の
要
因
と
原
子
爆
弾
に
よ
る
戦
争
の
本
質
に
つ
い
て
の
こ
れ

ら
の
主
張
は
、
特
定
の
精
神
病
理
学
の
曲
解
に
よ
っ
て
戦
争
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
否

定
し
て
お
り
、
そ
れ
が
も
し
こ
の
曲
解
が
人
間
の
普
遍
的
な
素
質
を
極
端
に
表
現
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
人
間
は

確
か
に
本
質
的
に
自
滅
的
で
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
持
っ
て
い
る
が
、（
フ
ロ
ム
氏
は
こ
れ
ら
が
人
間
の
生
来
の
本
質
的
特
長
と
し

て
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
否
定
す
る
）、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
戦
争
状
況
を
実
現
化
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
が
戦
争
を
引
き
起
こ
す
原
因
を
作
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
原
因
と
き
っ
か
け
の
混
同
で
あ
る
」。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
フ
ロ
ム
と
の
対
話
や
議
論
は
、
一
方
で
ア
メ
リ
カ
時
代
に
お
け
る
精
神
分
析
の
領
域

で
の
議
論
が
あ
り
、
他
方
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
か
ら
続
い
た
批
判
理
論
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
精
神
分
析
学
と
の
結
合
の
問
題
に

始
ま
り
、
社
会
と
歴
史
哲
学
に
お
け
る
心
理
分
析
の
適
応
と
妥
当
性
、
ま
た
そ
の
射
程
に
つ
い
て
の
議
論
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
と
の
関
係
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
亡
命
後
ま
で
ほ
と
ん
ど
途
切
れ
る
こ
と
な
く
主
題
の
上
で
も
継
続
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
本
論
で
紹
介
す
る
往
復
書
簡
及
び
関
連
書
簡
は
こ
の
両
者
の
交
流
が
思
想
的
・
主
題
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

同
時
に
、
個
人
的
・
実
存
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
、
ま
た
部
分
的
に
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

5
．
フ
ロ
ム
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

晩
年
に
は
自
ら
を
「
無
神
論
の
神
秘
主
義
者
）
30
（

」
と
称
し
て
い
る
通
り
、
ラ
ビ
の
家
系
に
生
ま
れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
の
教
育
を
受
け
、
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そ
の
伝
統
的
価
値
に
生
涯
親
し
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ロ
ム
は
神
へ
の
信
仰
を
持
た
な
い
無
神
論
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
一
生
を

通
じ
て
、
フ
ロ
ム
は
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
ん
だ
。
彼
が
専
門
家
集
団
や
政
治
団
体
と
密
接
な
関
わ
り
あ
い
を
も
つ
こ
と

は
ま
れ
だ
っ
た
し
、
持
っ
た
と
し
て
も
た
い
て
い
は
短
期
の
も
の
だ
っ
た
）
31
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
人
生
を
概
観
し
て
も
長
く
親
交
を
持
っ

た
グ
ル
ー
プ
や
個
人
は
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
知
的
活
動
を
行
っ
た
ほ
ぼ
全
時
期
に
お
い
て
公
私
に
わ
た
る
付
き
合
い
を
持
っ
た
の

が
神
学
者
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
あ
っ
た
。

フ
ロ
ム
の
立
場
か
ら
見
て
、
両
者
の
関
係
が
非
常
に
深
い
信
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
に
収
録
し
た
六
番
目
の
手
紙
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
番
目
の
手
紙
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
批
評
し
た
フ
ロ
ム
の
論
文
の
題
名
が
こ
の
段
階
で
は
「
戦
争
の
倫
理
的
要

因
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
問
題
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
フ
ロ
ム
博
士
の
論
文
に
対
す

る
、
私
の
基
本
的
な
批
評
は
『
戦
争
の
心
理
的
要
因
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
フ
ロ

ム
の
論
文
は
後
に
「
人
類
の
中
の
戦
争
」
に
改
題
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
32
（

。
こ
の
改
題
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
指
摘
と
ま
る
で
無
関
係
で

あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
両
者
の
間
に
は
、
表
面
的
な
交
流
の
み
な
ら
ず
、
知
的
交
流
に
お
い
て
も
深
い
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
フ
ロ
ム
の
立
場
か
ら
見
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
の
知
的
交
流
を
い
ま
一
度
整
理
し
て
み
た
い
。

「
そ
も
そ
も
思
想
家
の
仕
事
を
年
代
別
に
区
分
す
る
こ
と
は
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
が
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、
ダ
ニ
エ
ル
・
バ
ー
ス

ト
ン
は
フ
ロ
ム
を
同
時
代
人
の
間
で
位
置
づ
け
、
ま
た
彼
の
研
究
の
文
脈
を
た
ど
る
目
的
で
、
フ
ロ
ム
の
仕
事
の
年
代
区
分
を
行
っ
て
い

る
。
バ
ー
ス
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
文
体
と
主
題
の
変
化
と
フ
ロ
ム
の
著
作
に
対
す
る
読
者
の
反
応
を
基
に
、
初
期
の
仕
事
を
「
フ
ロ
イ
ト
―
マ

ル
ク
ス
主
義
期
」（
一
九
二
九
〜
一
九
三
五
年
）、「
宗
教
的
・
神
学
的
主
題
へ
の
関
心
が
高
ま
る
時
期
」（
一
九
三
六
〜
一
九
六
〇
年
）
を

中
期
と
し
、
最
後
の
時
期
を
「
あ
る
種
の
フ
ロ
イ
ト
回
帰
と
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
の
転
調
を
試
み
か
ら
始
ま
り
、
学
問
的
価
値
か
ら
す
れ
ば

ま
っ
た
く
不
必
要
な
繰
り
返
し
を
行
っ
た
時
期
」（
一
九
六
〇
〜
一
九
八
〇
年
）
と
し
て
い
る
）
33
（

。
前
章
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
時
代
、
つ
ま
り

フ
ロ
ム
の
初
期
の
仕
事
か
ら
両
者
の
関
係
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
の
関
係
が
も
っ
と
も
密
で
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あ
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
時
代
か
ら
メ
キ
シ
コ
時
代
、
つ
ま
り
フ
ロ
ム
の
仕
事
の
中
期
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

両
者
の
関
係
の
事
実
的
側
面
に
つ
い
て
は
前
章
に
詳
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
二
人
が
実
際
に
会
っ
て
活
発
な
議
論
を
行
っ
た
場
と
な
っ
た

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
グ
ル
ー
プ
の
活
動
と
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
が
特
に
討
論
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て

焦
点
を
あ
て
て
み
た
い
。

フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
直
接
議
論
を
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
グ
ル
ー
プ
は
、
神
学
と
心
理
学
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
を

す
る
目
的
で
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
が
集
ま
っ
た
研
究
会
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
約
四
年
間
に
わ
た
り
、
合
計

二
九
回
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
開
か
れ
た
。
毎
月
一
回
、
金
曜
の
夜
に
、
持
ち
回
り
と
い
う
か
た
ち
で
メ
ン
バ
ー
の
自
宅
を
会
場
に
し
て
い

た
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
形
式
は
一
人
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
を
加
え
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
メ

ン
バ
ー
は
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
他
に
ロ
ロ
・
メ
イ
、
ス
ワ
ー
ド
・
ヒ
ル
ト
ナ
ー
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ロ
バ
ー
ツ
、
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
、
カ
ー
ル
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
他
数
名
が
参
加
。
こ
の
会
は
当
時
、
各
分
野
の
一
線
で
活
躍
し
て
い
た
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
実
は
速
記
者
に
よ
っ
て
議
論
が
ほ
ぼ
完
全
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
ク
ー
パ
ー
に
よ
っ
て
特
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
、
非
公
式
で
は
あ
る
が
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
的
役
割

で
あ
っ
た
フ
ロ
ム
に
焦
点
を
あ
て
た
部
分
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
34
（

。
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ

り
、
時
に
二
人
の
討
議
が
白
熱
し
た
た
め
に
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
終
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

実
際
の
議
論
の
内
容
で
あ
る
が
、
一
年
ご
と
に
テ
ー
マ
を
決
め
る
か
た
ち
で
四
つ
の
主
題
を
扱
っ
て
い
る
。
一
年
目
は
「
信
仰
の
心
理
に

つ
い
て
」、
二
年
目
は
「
愛
の
心
理
に
つ
い
て
」、
三
年
目
は
「
良
心
と
倫
理
の
心
理
に
つ
い
て
」、
四
年
目
は
「
救
済
の
心
理
に
つ
い
て
」

で
あ
り
、
記
録
に
よ
れ
ば
特
に
一
年
目
と
二
年
目
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
が
中
心
に
な
り
議
論
を
進
め
て
い
る
）
35
（

。

特
に
フ
ロ
ム
は
一
年
目
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
一
度
も
欠
席
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
メ
ン
バ
ー
の
誰
よ
り
も
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
議
論
の
材

料
を
グ
ル
ー
プ
に
提
供
し
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
ま
た
、
フ
ロ
ム
と
は
違
っ
た
側
面
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
フ
ロ
ム
は
『
自
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由
か
ら
の
逃
走
』
を
出
版
し
た
ば
か
り
で
、
こ
の
本
の
内
容
を
反
映
し
た
コ
メ
ン
ト
を
し
ば
し
ば
し
て
い
る
。

特
に
人
間
の
特
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
フ
ロ
ム
の
言
う
「
人
間
の
可
能
性
」
を
明
ら
か
に
超
え

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
究
極
の
領
域
は
必
ず
し
も
人
間
の
攻
撃
性
に
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
は
そ
の
特
性
に
「
属
し
て
い

る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
興
味
深
い
の
は
、「
信
仰
の
心
理
」
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
な
か
で
、
フ
ロ
ム
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
対
し
て
「
神
学
的
な
言
葉
に
忠
実

で
は
な
い
」
と
指
摘
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
西
洋
の
伝
統
と
矛
盾
し
な
い
、
神
の
「
存
在
論
」
や
神
の
「
脱
人
格
化
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
よ

う
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

二
年
目
に
は
、
そ
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
フ
ロ
ム
の
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
進
め
ら
れ
た
。
議
論

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
人
間
か
ら
人
間
へ
の
愛
と
人
間
か
ら
神
、
神
か
ら
人
間
へ
の
愛
は
同
じ
か
、
人
間
と
人
間
と
の
間
の
愛
は
確
認
で
き
る

が
、
神
か
ら
人
間
へ
の
愛
は
証
明
で
き
ず
、
果
た
し
て
両
者
の
愛
は
同
じ
性
質
の
も
の
と
言
え
る
か
と
い
う
点
、「
自
己
愛
」
と
い
う
言
葉

の
適
否
に
つ
い
て
、
の
二
点
で
あ
っ
た
。

自
己
愛
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
議
論
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
が
生
存
中
に
は
解
決
で
き
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
著

書
や
書
評
な
ど
活
字
と
な
っ
た
両
者
の
や
り
と
り
に
加
え
、
こ
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
直
接
的
な
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
両
者
の
意
見

の
一
致
や
、
最
後
ま
で
お
互
い
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
相
違
点
を
よ
り
詳
細
に
知
る
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
の
脚
注
で
、
フ
ロ
ム
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
批
判
に
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
）
36
（

。「
パ
ウ
ル
・

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
『
パ
ス
ト
ラ
ル
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
』
誌
一
九
五
五
年
、
九
月
号
で
拙
著
『
正
気
の
社
会
』
の
書
評
し
た
際
に
、『
自
己
愛
』
な

ど
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
を
使
う
の
は
や
め
て
、『
自
然
な
自
己
肯
定
』
と
か
『
逆
説
的
な
自
己
受
容
』
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
た
ら
ど
う
か

と
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
の
趣
旨
は
よ
く
わ
か
る
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
賛
成
し
か
ね
る
。『
自
己
愛
』
と
い
う
用
語
の
ほ
う
が
、
自
己
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愛
に
含
ま
れ
る
逆
説
的
な
要
素
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
自
分
自
身
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
た
い
す
る
愛
が
あ
り
う
る
の
だ
と
い
う

事
実
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
ち
い
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
『
自
己
愛
』
と
い
う
言
葉
に
は
歴
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。『
汝
の
ご
と
く
汝
の
隣
人
を
愛
せ
』
と
い
う
聖
書
の
命
令
は
自
己
愛
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
し
（
以
下
略
）」。

し
か
し
、
こ
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
フ
ロ
ム
の
「
自
己
愛
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
さ
ら
に
疑
問
を
投
げ
か
け

る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ム
は
彼
の
最
初
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
し
て
自
己
愛
を
強
く
否
定
し
た
。
フ

ロ
イ
ト
は
、
自
己
を
愛
す
る
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
陥
り
、
自
己
を
愛
す
る
と
他
者
を
愛
す
る
愛
は
残
ら
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
自
己
愛
が
増
え
る
と
他
者
へ
の
愛
が
減
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
は
互
い
に
排
他
的
で
あ
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
逆
に
、
フ
ロ
ム
は

自
己
を
愛
す
る
こ
と
は
、
他
者
を
愛
す
る
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
自
己
愛
を
利
己
愛
（
利
己
主
義
）
と
混
同
す
る
こ
と

か
ら
自
己
愛
の
誤
っ
た
解
釈
が
生
ず
る
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
フ
ロ
イ
ト
と
は
違
い
、
自
己
を
愛
す
る
と
他
者
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
ほ

ど
憂
慮
し
て
お
ら
ず
、
端
的
に
「
自
己
を
愛
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
愛
を
比
喩
的
に
使
う
場
合
、

自
己
愛
よ
り
も
自
己
肯
定
や
自
己
受
容
と
い
う
言
葉
を
使
う
ほ
う
が
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
愛
は
常
に
忘
我
ま

た
は
自
己
超
越
を
伴
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
が
、
自
己
愛
は
こ
の
よ
う
な
超
越
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

フ
ロ
ム
の
愛
に
つ
い
て
の
定
義
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
基
本
的
に
認
め
て
い
る
。
愛
の
定
義
に
お
け
る
両
者
の
互
い
へ
の
影
響
を
確
認
す
る
の

は
困
難
で
あ
る
が
、
フ
ロ
ム
の
「
愛
と
は
自
分
自
身
の
分
離
と
自
分
自
身
の
統
合
を
保
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
、
自
分
以
外
の
誰
か
な
い
し
何

か
と
結
び
付
く
こ
と
」、
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
愛
と
は
分
離
さ
れ
た
も
の
を
統
一
へ
と
駆
り
立
て
る
衝
動
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
に
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
齟
齬
は
な
い
。
し
か
し
、
愛
が
自
己
以
外
と
の
結
び
付
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
自
己
（
に
対
す
る
）
愛
」
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
指
摘
し
、
フ
ロ
ム
の
愛
と
自
己
愛
の
定
義
の
関
係
に
理
論
的
な
矛
盾
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ

れ
で
は
フ
ロ
ム
の
考
え
る
「
自
己
愛
」
の
対
象
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
の
中
で
フ
ロ
ム
は
、
利
己
的
な
人
間
は
実
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際
は
自
分
を
愛
せ
な
い
、「
真
の
自
己
」
を
愛
し
て
い
な
い
と
書
き
、「
真
の
自
己
」
を
愛
す
る
こ
と
を
「
自
己
愛
」
と
定
義
し
て
い
る
。
で

は
「
真
の
自
己
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
の
精
神
分
析
の
理
論
で
は
、
リ
ビ
ド
ー
の
ベ
ク
ト
ル
を
「
自
己
愛
か
ら
対
象
愛
」
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
性
や
道
徳
心

を
獲
得
し
、
自
我
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
フ
ロ
ム
は
明
ら
か
に
こ
の
点
を
否
定
し
、
自
己
も
他
者
も
同
時

に
人
間
の
愛
の
対
象
と
な
り
う
る
と
明
言
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
的
に
言
う
な
ら
ば
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
陶
酔
し
き
っ
て
い
る
状
態
は
他
者

へ
愛
の
ベ
ク
ト
ル
が
向
く
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
病
理
的
な
自
己
肥
大
を
起
こ
す
よ
う
な
幼
稚
な
精
神
状
態
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
自
己
愛

を
幼
稚
」「
対
象
愛
を
成
熟
」
と
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
己
愛
の
継
続
的
な
充
足
（
フ
ロ
ム
に
よ
る
と
こ
ろ
の
「
真
の
自
己
」

に
よ
る
健
全
な
自
己
愛
）
は
、
人
間
の
健
全
な
発
達
や
精
神
的
安
定
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
、
健
全
な
自

己
愛
と
は
、
対
象
化
し
た
自
己
と
、
自
我
の
統
合
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
フ
ロ
ム
の
言
う
「
自
己
愛
」

は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
「
自
己
受
容
」「
自
己
肯
定
」
が
行
わ
れ
た
先
に
獲
得
で
き
る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
が
、
本
論
に
収
録
し
た
個
人
的
な
手
紙
の
や
り
と
り
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
お
互
い
の
健
康
を
思
い
や
っ
た

り
、
出
版
を
喜
ん
だ
り
す
る
関
係
を
持
ち
続
け
る
間
柄
に
至
っ
た
の
は
、
文
字
通
り
顔
を
突
き
合
わ
せ
て
時
間
も
気
に
せ
ず
議
論
を
戦
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
グ
ル
ー
プ
で
の
真
剣
な
討
論
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。「
無

神
論
者
」
で
あ
る
フ
ロ
ム
が
実
は
強
い
信
仰
心
と
宗
教
や
神
へ
の
興
味
を
持
ち
続
け
た
こ
と
、
晩
年
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
興
味
や
思
想
が
心
理

学
や
精
神
分
析
学
に
重
な
る
領
域
に
向
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
な
ら
ば
、
両
者
の
互
い
へ
の
影
響
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
推
測
で
き
よ
う
。
特
に
両
者
の
直
接
的
な
交
流
を
追
う
と
、
彼
ら
の
人
間
理
解
へ
の
強
い
探
究
心
と
妥
協
し
な
い
姿
勢
が
垣
間
見
え
、
思

想
や
学
術
的
見
解
の
差
異
を
超
え
て
、
お
互
い
を
尊
敬
し
合
う
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
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6
．
書
簡
に
つ
い
て

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
と
の
間
の
現
存
す
る
書
簡
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
公
に

さ
れ
て
も
い
な
い
。
そ
れ
故
に
今
後
さ
ら
な
る
調
査
が
継
続
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
伝
記
も
書
い
た
著
名
な
フ
ロ
ム
研
究
者
で
あ
る
ラ
イ

ナ
ー
・
フ
ン
ク
も
ま
た
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
近
年
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
の
優
れ
た
研
究
を
発
表
し
続
け

て
い
る
ア
ル
フ
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
セ
ン
の
答
え
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
竹
渕
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
資
料
を
保
存
す
る
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
の
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
図
書
館
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館
に
は
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
間
の
書
簡
は
本
論
に
収
録
さ

れ
た
も
の
の
み
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

第
一
の
手
紙
は
、
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
が
所
蔵
し
て
い
た
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
の
連
絡
書
簡
で
、
一
九
四
二
年
三
月
五
日
付
け
で

あ
る
。
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
自
宅
で
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
た
研
究
会
の
案
内
の
一
部
で
あ
る
。

第
二
の
手
紙
は
、
ヘ
レ
ン
・
L
・
ノ
イ
マ
ン
か
ら
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
手
紙
で
、
一
九
四
三
年
五
月
六
日
付
け
で
あ
る
。
こ
の
書

簡
は
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ン
ク
を
通
し
て
深
井
に
新
た
に
送
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
ド
イ
ツ
人
た
ち
の
支
援

組
織
で
、
ド
イ
ツ
で
の
職
業
、
と
り
わ
け
知
的
キ
ャ
リ
ア
を
ア
メ
リ
カ
で
生
か
す
た
め
に
、
相
互
に
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
保
証
し
合
う
仕
組
み

で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
フ
ロ
ム
の
紹
介
で
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ー
ド
マ
ン
博
士
に
つ
い
て
の
履
歴
情
報
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

礼
状
で
あ
る
。

第
三
と
第
四
の
手
紙
は
、
メ
キ
シ
コ
に
わ
た
っ
た
フ
ロ
ム
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
手
紙
で
、
完
全
に
個
人
的
な
内
容
で
あ
る
。
日
付
は
、

前
者
が
一
九
六
一
年
一
二
月
二
六
日
付
け
で
、
後
者
は
一
九
六
二
年
一
月
二
三
日
付
け
で
あ
る
。
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第
五
と
第
六
の
手
紙
は
、
フ
ロ
ム
の
『
戦
争
の
心
理
的
要
因
』
の
編
集
者
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
手
紙

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
の
返
事
で
あ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
は
フ
ロ
ム
の
論
文
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
批
判
的
応
答
を
求
め
た
が
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
は
そ
れ
に
快
く
応
え
、
そ
の
短
い
批
判
的
評
論
を
付
し
た
手
紙
を
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
日
付
は
前
者
が
一
九
六
三
年
一
月
一
七
日
付
け

で
、
後
者
は
同
年
二
月
一
六
日
で
あ
る
。

第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
書
簡
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
図
書
館
の
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
文
書
」
に
、
第
五
と
第
六
と
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

第
二
部　

エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
＝
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
往
復
書
簡
及
び
関
連
書
簡
の
翻
訳

（
一
）
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
が
所
蔵
し
て
い
た
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
の
連
絡
書
簡　
一
九
四
二
年
三
月
五
日
【
英
文
】

お
知
ら
せ

コ
ロ
ン
ビ
ア
〔
大
学
〕・
ユ
ニ
オ
ン
〔
神
学
校
〕
哲
学
ブ
ル
ー
プ
の
皆
様

次
回
の
会
合
は
、
三
月
一
一
日
水
曜
日
午
後
＊
＊
）
37
（

時
か
ら
、
ク
レ
ア
モ
ン
ト
通
り
九
九
番
地
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
教
授
の
ア
パ
ー
ト
で
開
催

さ
れ
ま
す
。
J
・
ラ
ン
ド
ー
ル
教
授
が
「
宗
教
的
状
況
の
形
而
上
学
的
癒
し
）
38
（

」
と
い
う
ペ
ー
パ
ー
を
朗
読
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
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225 ……私たちが長い間会えないでいることを

ま
す
。

出
席
で
き
な
い
方
は
、
ど
う
ぞ
〔
ハ
ン
ナ
・
〕
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
夫
人
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

一
九
四
二
年
三
月
五
日

（
二
）
ヘ
レ
ン
・
Ｌ
・
ノ
イ
マ
ン
か
ら
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
手
紙　
一
九
四
三
年
五
月
六
日　
【
英
文
】

全
国
亡
命
者
支
援
協
会

中
央
通
り
一
三
九

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市

一
九
四
三
年
五
月
六
日

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士

ユ
ニ
オ
ン
神
学
校

ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
一
二
〇
番
通
り

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
N
Y
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テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士
へ

専
門
的
研
究
分
野
に
関
し
て
あ
な
た
か
ら
の
内
容
証
明
が
必
要
で
あ
っ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ー
ド
マ
ン
博
士
に
つ
い
て
の
情
報
を
お
寄

せ
く
だ
さ
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

彼
は
一
九
三
八
年
か
ら
合
衆
国
に
お
り
ま
す
が
、
彼
が
心
理
学
の
研
究
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
彼
が
関
心
を

持
っ
て
い
る
関
連
分
野
が
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
何
も
具
体
的
な
資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

も
し
私
た
ち
が
〔
あ
な
た
の
推
薦
に
よ
っ
て
〕、
最
終
的
に
は
彼
が
経
済
的
に
自
立
で
き
る
よ
う
な
仕
事
を
、
規
程
に
従
っ
て
シ
ー
ド
マ

ン
博
士
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
彼
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
は
大
き
な
喜
び
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
の
〔
シ
ー
ド
マ
ン
博
士
に
対
す
る
〕
ご
支
援
が
私
た
ち
に
確
信
を
与
え
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
活
動
を
支
援
し
て
下

さ
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
あ
な
た
が
私
た
ち
の
た
め
に
な
し
て
下
さ
っ
た
全
て
の
報
告
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
守
秘
義
務
を
順
守
い
た
し

ま
す
。

敬
具

ヘ
レ
ン
・
L
・
ニ
ュ
ー
マ
ン

人
事
課

H
LN

/m
f
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227 ……私たちが長い間会えないでいることを

（
三
）
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
か
ら
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
手
紙　
一
九
六
一
年
一
二
月
二
六
日
【
英
文
】

エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム

ゴ
ン
ザ
レ
ス
通
り
一
五
番
地

メ
キ
シ
コ
市　

一
二　

D
・
F

電
話
番
号　

二
三
―
〇
四
―
一
九

一
九
六
一
年
一
二
月
二
六
日

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士

チ
ャ
ウ
ン
シ
ー
通
り
一
六

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
八　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ

あ
な
た
の
体
調
が
優
れ
ず
、
憩
室
炎
を
わ
ず
ら
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ジ
ム
〔
ジ
ェ
ー
ム
ズ
〕・
ア
ダ
ム
ス
よ
り
た
っ
た
今
聞

き
ま
し
た
。

私
自
身
、
そ
の
憩
室
炎
に
時
々
み
ま
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
不
快
で
、
そ
し
て
局
部
的
症
状
と
は
別
に
、
気
持
ち
を
滅
入
ら
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せ
、
大
変
な
疲
労
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
一
日
も
早
い
快
復
を
願
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
あ
な
た
と
ハ
ン
ナ
・
ア
ニ
ス
と
に）39
（

私
か
ら
心
よ
り
新
年
の
挨
拶
を
送
り
ま
す
。

敬
具

エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム

（
四
）
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
か
ら
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
手
紙　
一
九
六
二
年
一
月
二
三
日
【
独
文
】

エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム

ゴ
ン
ザ
レ
ス
通
り
一
五
番
地

メ
キ
シ
コ
市　

一
二　

D
・
F

電
話
番
号　

二
三
―
〇
四
―
一
九

一
九
六
二
年
一
月
二
三
日

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
神
学
専
門
大
学
院

フ
ラ
ン
シ
ス
通
り
四
五
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229 ……私たちが長い間会えないでいることを

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
三
八　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

パ
ウ
ル
ス
、

あ
な
た
か
ら
の
回
覧
文
を
今
受
け
取
り
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
明
日
出
発
す
る
の
で
、
今
は
ご
く
短
く
お
返
事
し
ま
す
。
あ
な

た
の
新
し
い
書
物
の
完
成
と
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
計
画
に
対
し
て
）
40
（

、
心
か
ら
幸
運
を
祈
り
ま
す
。

私
た
ち
が
長
い
間
会
え
な
い
で
い
る
こ
と
を
大
変
寂
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に
お
会
い
で
き
る
機
会
が
来
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

私
と
私
の
妻
か
ら
、
心
を
込
め
て
。

あ
な
た
の

エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム

（
五
）
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
か
ら
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
手
紙　
一
九
六
三
年
一
月
一
七
日
【
英
文
】

一
九
六
三
年
一
月
一
七
日

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士
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ハ
ー
バ
ー
ド
神
学
専
門
大
学
院

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
三
八　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士
へ

同
封
し
た
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
博
士
の
原
稿
『
戦
争
の
心
理
的
要
因
』
に
対
し
て
今
回
あ
な
た
に
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
頂
き
た
く
こ
の
手

紙
を
書
い
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
レ
ン
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
・
コ
ミ
テ
ィ
ー
は
、
こ
の
論
文
を
「
戦
争
抑
止
を
超
え
て
」
と
い
う
、
核
抑

止
に
よ
る
安
全
を
追
求
す
る
国
家
政
策
に
、
希
望
あ
る
新
し
い
手
段
の
提
案
と
批
評
を
行
う
こ
と
を
意
図
し
た
研
究
の
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ

と
し
て
出
版
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
ま
す
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
初
期
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
、
私
た
ち
が
専
門
家
と
著
者
が
論
文
に
つ
い
て
、
自
由
で
批
判
的
議
論
が
で
き
る
小
研
究
会

を
催
し
た
〔
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
〕。
そ
の
小
研
究
会
で
あ
が
っ
た
コ
メ
ン
ト
は
記
録
さ
れ
て
お
り
、
要
点
も
こ
の
論
文
の
あ
と
が
き

部
分
に
記
載
さ
れ
出
版
さ
れ
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
最
新
出
版
物
、
ワ
ス
コ
ー
氏
（
平
和
研
究
所
）
の
『
故
意
で
は
な
い
戦
争
』
の
コ

ピ
ー
を
同
封
し
ま
す
。
解
説
は
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
三
八
ペ
ー
ジ
か
ら
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

フ
ロ
ム
博
士
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
数
人
に
論
評
の
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
も
ら
い
、
フ
ロ
ム
博
士
に
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
返
答

を
書
い
て
も
ら
う
よ
う
に
彼
を
ご
招
待
し
、
議
論
の
体
裁
を
整
え
る
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
論
文
の
よ
う
に
、
論

評
は
論
文
の
付
録
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
す
。
フ
ロ
ム
博
士
の
論
文
に
コ
メ
ン
ト
を
書
く
よ
う
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー

バ
ー
教
授
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ー
ト
ン
牧
師
、
ジ
ュ
ロ
ー
ム
・
フ
ラ
ン
ク
博
士
、
ピ
テ
ィ
リ
ム
・
ソ
ロ
キ
ン
博
士
、
ジ
ュ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
サ
ー

マ
ン
博
士
、
ブ
ル
ー
ノ
・
ベ
テ
ル
ハ
イ
ム
博
士
、
そ
し
て
ロ
イ
・
メ
ー
ニ
ン
ガ
ー
博
士
で
す
。

私
た
ち
の
出
版
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
か
な
え
る
た
め
に
は
、
あ
な
た
の
コ
メ
ン
ト
を
一
九
六
三
年
二
月
一
五
日
ま
で
に
受
け
取
る
必
要
が
あ
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231 ……私たちが長い間会えないでいることを

り
ま
す
。
こ
の
日
程
ま
で
に
提
出
い
た
だ
け
れ
ば
、
他
の
関
係
者
の
論
評
と
フ
ロ
ム
博
士
か
ら
の
返
答
の
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
も
ら
い
、
あ

な
た
に
お
送
り
し
、
そ
し
て
も
し
必
要
で
あ
れ
ば
短
く
書
き
足
し
て
い
た
だ
き
、
出
版
前
に
最
終
的
な
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
た
ち
は
あ
な
た
の
見
解
と
論
評
が
こ
の
出
版
物
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
論
文
に
お
け
る
フ
ロ
ム
博
士
の
こ

の
問
題
提
起
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
、
必
ず
や
多
く
の
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
こ
の
論
文
に
あ
な
た
が

ご
参
加
く
だ
さ
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
研
究
シ
リ
ー
ズ
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

敬
具

ゴ
ー
ド
ン
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン

平
和
教
育
部
門
代
表

G
C

: jp

同
封
物　

二

（
六
）
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
へ
の
手
紙　
一
九
六
三
年
二
月
一
六
日
【
英
文
）
41
（

】

一
九
六
三
年
二
月
一
六
日

ゴ
ー
ド
ン
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
へ
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平
和
教
育
研
究
部
門
代
表

ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
レ
ン
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

ノ
ー
ス
フ
ィ
フ
テ
ィ
ー
ン
通
り
一
六
〇

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
二　

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
へ

フ
ロ
ム
博
士
の
こ
の
論
文
に
対
す
る
、
私
の
基
本
的
な
批
評
は
『
戦
争
の
心
理
的
要
因
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
。

戦
争
は
、
い
く
つ
か
の
権
力
組
織
同
士
、
す
な
わ
ち
歴
史
の
担
い
手
た
ち
と
、
そ
の
原
動
力
の
遭
遇
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
衝
突
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
組
織
が
ひ
と
つ
の
共
通
の
核
を
見
つ
け
包
括
的
な
一
致
を
も
た
な
い
限
り
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ

が
歴
史
的
な
可
能
性
と
し
て
内
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
核
戦
争
は
、
大
き
な
一
致
を
作
り
だ
せ
な

い
と
い
う
点
に
お
い
て
戦
争
の
意
味
に
矛
盾
し
、
歴
史
的
な
動
き
の
中
心
に
お
か
れ
た
人
々
を
滅
ぼ
す
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
と
い
う
状
態

に
お
か
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
関
わ
る
全
て
の
人
が
非
公
式
ま
た
は
公
式
な
同
意
で
あ
れ
、
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る

こ
と
は
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
誰
も
そ
の
よ
う
な
戦
争
を
始
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
明
ら
か
な
倫
理
的
要
求
で
、
そ

れ
は
い
わ
ば
戦
争
で
は
な
く
大
災
害
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
戦
争
の
要
因
と
原
子
爆
弾
に
よ
る
戦
争
の
本
質
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
主

張
は
、
特
定
の
精
神
病
理
学
の
曲
解
に
よ
っ
て
戦
争
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
否
定
し
て

お
り
、
そ
れ
が
も
し
こ
の
曲
解
が
人
間
の
普
遍
的
な
素
質
を
極
端
に
表
現
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
人
間
は
確
か

に
本
質
的
に
自
滅
的
で
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
持
っ
て
い
る
が
、（
フ
ロ
ム
氏
は
こ
れ
ら
が
人
間
の
生
来
の
本
質
的
特
長
と
し
て
備

わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
否
定
す
る
）、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
戦
争
状
況
を
実
現
化
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
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し
、
そ
れ
ら
が
戦
争
を
引
き
起
こ
す
原
因
を
作
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
原
因
と
き
っ
か
け
の
混
同
で
あ
る
。

敬
具

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

　
　
　
注

（
1
） 

本
論
は
フ
ロ
ム
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
知
的
伝
記
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
フ
ロ
ム
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
、
及
び
関
連
す
る

書
簡
の
調
査
は
竹
渕
が
担
当
し
、
竹
渕
が
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ン
ク
や
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
図
書
館
の
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
関
連
文

書
」、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館
に
問
い
合
わ
せ
て
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
二
番
目
の
書
簡
だ
け
は
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ン
ク
か
ら
深
井

に
直
接
送
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
今
回
新
た
に
公
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
解
説
部
分
は
、
3
を
深
井
が
、
4
は
竹
渕
が
担
当
し
た
。
1
と
2

で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
関
す
る
部
分
は
深
井
が
、
フ
ロ
ム
に
関
す
る
部
分
は
竹
渕
が
担
当
し
て
い
る
。
書
簡
の
翻
訳
は
全
て
竹
渕
が
行
っ
た
。
こ

の
研
究
は
マ
ッ
ク
・
グ
ー
テ
マ
ン
財
団
の
二
〇
〇
九
年
度
・
二
〇
一
〇
年
度
の
ド
イ
ツ
＝
日
本
文
化
交
流
基
金
の
助
成
に
基
づ
く
研
究
の
一
部
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
館
は
関
係
者
の
了
解
の
も
と
に
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
る
。〔　

〕
内
は
翻
訳
者
に
よ
る
補
語
で
あ
る
。

（
2
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
包
括
的
、
概
説
的
な
研
究
と
し
て
、K

arin G
rau, H

ealing Pow
er

―A
nsätze zu einer T

heologie der H
eilung im

 W
erk 

Paul T
illichs

（
＝T

illich- Studien 4

）, M
ünster 1999, 109, 130ff.  

を
参
照
の
こ
と
。

（
3
） G
erhard P. K

nápp, T
he A

rt of Living. E
rich From

m
’s Life and W

orks, N
ew

 York and  Frankfurt a.M
. 1989.  

翻
訳
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・

P
・
ナ
ッ
プ
（
滝
沢
正
樹
・
木
下
一
哉
訳
）『
評
伝
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
』
新
評
論
、
一
九
九
四
、
六
九
頁

（
4
） 

フ
ロ
ム
の
妻
ヘ
ニ
ー
は
ナ
チ
ス
か
ら
逃
れ
る
際
に
脊
髄
を
痛
め
て
し
ま
い
、
そ
の
後
遺
症
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
リ
ュ
ー
マ
チ
性
の
関
節
炎
に
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治
療
に
さ
ま
ざ
ま
な
医
学
的
療
法
の
効
き
目
が
な
い
と
わ
か
っ
た
時
に
、
彼
ら
は
勧
め
ら
れ
て
メ
キ
シ
コ
の
放
射
線
温
泉
に
湯
治
に
で
か
け

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ニ
ー
の
病
気
は
つ
い
に
治
ら
ず
、
メ
キ
シ
コ
で
一
九
五
二
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
（R

ainer Funk, E
rich From

m
, 

1983, 176

）。

（
5
） 

も
ち
ろ
ん
メ
キ
シ
コ
へ
の
移
住
は
フ
ロ
ム
が
ア
メ
リ
カ
の
仕
事
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
フ
ロ
ム
は
年
に
四
ヵ
月
は
ア
メ
リ

カ
に
戻
り
、
ア
メ
リ
カ
の
各
地
の
大
学
で
教
え
一
九
五
七
年
か
ら
六
一
年
ま
で
は
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
、
一
九
六
二
年
か
ら
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
。

（
6
） 

こ
の
時
代
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
はPeter H

aigis, T
heologische W

egm
arken in einem

 w
ilden G

elände. B
iographisches und 

W
erkbiographisches aus den Jahren 1919-1925, in: Ilnona N

ord, Yorick Spiegel

（hrsg.

）, SPU
R

E
N

SU
C

H
E

 Lebens- und D
enkw

ege 

Paul T
illichs

（
＝T

illich-Studien B
d. 5

）, 2001, 105-120 

（
7
） E

. From
m

. D
as jüdische G

esetz. E
in B

eitrag zur Soziologie des D
iasporajudentum

s, D
iss. H

eidelberg, 1925

（
8
） G

. Scholem
, Von B

erlin nach Jerusalem
, Frankfurt a. M

. 1978, 197ff

（
9
） V

gl. G
. Scholem

, aaO
.;  R

undbrief von Paul T
illich, M

ay 19, 1962

（
10
） Paul T

illich R
undbriefe, M

ay 19, 1962

（
11
） T

illich-A
rchiv

所
蔵
の
講
義
録
及
び
登
録
者
名
簿
に
よ
る
。

（
12
） G

. B
ooth, Paul T

illich and Pastoral Psychology, in: Pastoral Psychology, 19

（1968

）, 183f.

（
13
） 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
も
、
ま
た
他
の
伝
記
作
家
も
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
後
任
だ
と
述
べ
、
ま
た
周
囲
の
人
々
も
そ
う
考
え
て
い
た
が
正
確

に
は
そ
う
で
は
な
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
確
か
に
ハ
ン
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
後
任
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
二
八
年
五
月
一
九
日
に

突
然
の
心
臓
発
作
の
た
め
に
死
去
し
、
彼
は
一
度
も
講
義
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
こ
の
講
座
の
教
授
は
再
び
空
席
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
大
学
当

直
は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
後
任
を
再
び
探
す
こ
と
に
な
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
そ
の
ポ
ス
ト
を
得
た
の
で
あ
る
。

（
14
） 

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
図
書
館
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
文
庫
」

（
15
） M

artin Jay, Perm
anent E

xiles. E
ssays on the Intellectual M

igration from
 G

erm
any to A

m
erica, N

ew
 York 1986, 50

（
16
） R

ainer Funk, E
rich From

m
, 1983

（
17
） R

ené T
illich, M

y Father, Paul T
illich. A

utobiographische N
otizen, in: Ilnona N

ord, Yorick Spiegel

（hrsg.

）, aaO
. 9-24
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（
18
） W

ilhelm
 and M

arion Pauck, PA
U

L T
ILLIC

H
 his life &

 T
hought, Vol.1: Life, N

ew
 York 1967, 74.

（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
パ
ウ
ク
＆
マ
リ

オ
ン
・
パ
ウ
ク
共
著
（
田
丸
徳
善
訳
）『
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
1 

生
涯
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
九

（
19
） V

gl. E
rich From

m
, Ü

ber M
ethode und A

ufgabe einer analytischen Sozialpsychologie, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Jg. 1
（1932
）, H

eft 1/2

（
20
） Paul T

illich, D
ie sozialistische E

ntscheidung,

（
＝Schriftenreihe der N

euen B
lätter für den Sozialism

us, H
eft 2

）, Potsdam
 1933, 

jetzt: Paul T
illich G

esam
m

elte W
erke B

d. II, Stuttgart 1962, 289, 339

（
21
） Paul T

illich, D
ie sozialistische E

ntscheidung, Potsdam
 1933,

（
＝in

: Paul T
illich G

esam
m

elte W
erke B

d. II, Stuttgart 1962

）289

（
22
） aaO

. 339

（
23
） aaO

. 339

（
24
） Paul T

illich, E
strangem

ent and R
econciliation in M

odern T
hought, in: R

eview
 of R

eligion, 9

（1944

）Heft 1 

（
25
） Paul T

illich, T
he R

elation of R
eligion and H

ealth. H
istorical C

onsiderations and T
heoretical Q

uestions, in: R
eview

 of R
eligion, 10

（1946

）

（
26
） Paul T

illich, D
ie politische B

edeutung der U
topie im

 Leben der Völker. In: Schriftenreihe der D
eutschen H

ochschule für 

Politik, B
erlin 1953

（
27
） A

uthority and R
evelation, in: O

fficial R
egister of H

arvard U
niversity 49

（1952

）, 27-38

（
28
） Paul T

illich, Psychoanalysis, E
xistentialism

 and T
heology, in: Faith and Freedom

, 9

（1955

）1-11

（
29
） Paul T

illich, Pastoral Psychology, 6

（1955

）, 217

（
30
） 

前
掲
、
ナ
ッ
プ
『
評
伝
エ
ー
リ
ッ
ヒ
フ
ロ
ム
』、
一
六
頁

（
31
） D

aniel B
urston, T

he Legacy of E
rich From

m
, M

assachusetts, 1991.  

ダ
ニ
エ
ル
・
バ
ー
ス
ト
ン
（
佐
野
哲
郎
・
佐
野
五
郎
訳
）『
フ
ロ
ム

の
遺
産
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
六
、
五
四
頁

（
32
） Paul T

illich, R
esponse to C

om
m

ents on W
ar W

ithin M
an, T

he Literary E
state of E

rich From
m

, 2004

（
33
） 

前
掲
、
バ
ー
ス
ト
ン
『
フ
ロ
ム
の
遺
産
』、
二
〇
―
二
二
頁

（
34
） Terry C

ooper, Paul T
illich and the N

ew
 York Psychology G

roup 1941-45, B
ulletin of the N

orth A
m

erican Paul T
illich Society, 
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Vol.31-N
o2, Spring, 2005

（
35
） Terry C

ooper, Paul T
illich and Psychology, M

ercer university press, 2006

（
36
） E

rich From
m

, T
he A

rt of Loving, N
ew

 York, 1956.  

E
・
フ
ロ
ム
（
鈴
木
晶
訳
）、『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
新
訳
版
、
紀
伊
国
屋
書
店
、

一
九
九
一
、
二
〇
〇
頁

（
37
） 

手
紙
の
中
央
に
何
ら
か
の
原
因
に
よ
る
シ
ミ
が
あ
り
、
判
読
不
可
能
で
あ
る
。

（
38
） 

判
読
が
困
難
で
あ
り
、
翻
訳
は
推
測
に
よ
る
。

（
39
） 

原
文
に
はand H

anna A
nnis ’ and m

y 

と
あ
る
が
、
後
者
のand

は
タ
イ
プ
ミ
ス
で
あ
る
。

（
40
） 

こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
作
全
集
の
新
し
い
巻
の
発
行
と
他
の
巻
の
出
版
計
画
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

（
41
） 

原
文
に
は
い
く
つ
か
タ
イ
プ
ミ
ス
が
あ
り
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
文
章
で
は
修
正
や
変
更
が
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
。
箇
所
に
よ
っ

て
は
単
語
の
意
味
が
変
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
原
文
の
通
り
に
訳
し
た
。
以
下
に
原
文
と
出
版
さ
れ
た
単
語
（
括
弧
内
）
を
示
す
。

critscism

（criticism

）, title it serves
（title! it says

）, pow
erstructures

（pow
er structures

）, it ’s

（its

）, com
m

on

（com
m

on

）, clear

（cleat

）, catastrophy

（catastrophe
）, im

plicitely

（im
plicitly

）, attend

（attem
pt

）, universaly

（universally

）, essentiel

（essential

）, 
actualised

（
修
正
な
し
）
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