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87 キリスト教社会秩序協会とニーバーの「神学的倫理学」

キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
と
ニ
ー
バ
ー
の
「
神
学
的
倫
理
学
」

東　

方　

敬　

信

序
、
現
代
の
困
難
な
課
題

ア
メ
リ
カ
の
神
学
雑
誌
、C

hristian C
entury 

二
〇
〇
九
年
七
月
号
に
、H

ard T
im

es: Lessons of the econom
ic dow

nturn 

つ
ま

り
、「
困
難
な
時
、
経
済
恐
慌
か
ら
の
学
習
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
雑
誌
の
冒
頭
に
は
有
名
な
神
学
者
四
人
が
小
論
文
を

記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
、
二
人
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
は
、
デ
ニ
ス
・
マ
ッ
ケ
イ
ン
と
い
う
神
学
者
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
神
学
者
で
あ
る
ラ
イ
ン
ホ
ー

ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
系
譜
を
引
い
て
、“O

n M
oral B

usiness ”
「
道
徳
的
経
済
活
動
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
集
の
編
者
に
な
っ
て
い
る

人
で
す
。
彼
は
、
今
回
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
問
題
か
ら
発
し
た
経
済
危
機
、
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ス
と
い
う
証
券
会
社
の
破
綻

に
象
徴
さ
れ
る
金
融
危
機
の
問
題
を
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
経
済
危
機
か
ら
何
を
学
ぶ
の
か
？　

お
そ
ら
く
、
危
機
そ
の
も
の
は
終

わ
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
れ
は
数
十
年
前
学
ば
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
特
定
の
学
習
を
再
び
熟
知
す
る
機
会
で
あ
る
。

我
々
に
は
個
々
の
長
期
的
経
済
的
安
定
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
が
、
…
…
政
治
学
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
新
し
い
技
術
力
の
時
代
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
明
ら
か
に
『
思
慮
深
い
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
』
と
い
う
基
本
原
則
へ
の
実
践
に
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
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88

と
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、「
他
は
、
人
間
の
本
性
と
運
命
と
い
う
栄
枯
盛
衰
へ
の
深
い
神
学
的
洞
察
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。『
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
・
リ
ア
リ
ズ
ム
』
と
呼
ば
れ
た
神
学
運
動
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
厳
し
い
経
験
か
ら
出
て
き
た
。
こ
の
危
機
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
を

再
発
見
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
運
命
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

改
め
て
「
思
慮
深
い
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
」
を
思
い
出
す
機
会
で
、
神
に
託
さ
れ
て
仕
事
を
す
る
委
託
管
理
を
再
認
識
す
る
意
味
を
教

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
、
い
ま
は
地
球
環
境
あ
る
い
は
世
界
全
体
を
神
か
ら
託
さ
れ
た
責
任
と
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
観
点

か
ら
見
る
と
、
今
回
の
経
済
危
機
の
問
題
は
、
元
ア
メ
リ
カ
連
邦
準
備
委
員
会
理
事
長
の
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
の
慨
嘆
の
声
を
頂
点
に
し
て
い

ま
す
。
レ
ー
ガ
ン
時
代
か
ら
金
融
政
策
に
携
わ
っ
て
き
た
マ
エ
ス
ト
ロ
（
巨
匠
）
と
言
わ
れ
た
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
が
「
こ
ん
な
こ
と
が
や
っ

て
く
る
と
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
」
と
言
っ
た
こ
と
を
マ
ッ
ケ
イ
ン
は
取
り
上
げ
て
、
そ
の
楽
観
主
義
は
と
ん
で
も
な
い
と
こ
き
下
ろ
し
ま

す
。
そ
の
と
き
批
判
し
た
の
が
、「
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
と
い
う
本
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
」、

と
い
う
皮
肉
で
す
。『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
若
者
の
無
謀
な
生
き
方
を
描
い
た
小
説
で
、『
モ
ダ
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
』
の
格
付
け
で
二
〇
世
紀
第
二
位
に
な
っ
て
い
る
本
で
す
。
内
容
は
、
大
金
持
ち
に
な
っ
た
若
者
が
お
互
い
に
張
り
合
っ
て
殺
し
あ
う

悲
劇
的
な
結
末
を
描
い
た
小
説
で
す
。
つ
ま
り
、
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
に
、「
人
間
の
欲
望
の
暴
走
」
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
と
問
い
か
け
て

い
る
わ
け
で
す
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
は
、
そ
の
こ
と
も
織
り
込
ん
で
人
間
理
解
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
デ
ニ
ス
・

マ
ッ
ケ
イ
ン
は
、
そ
れ
が
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
だ
と
言
い
ま
す
。
い
ま
や
教
育
、
政
治
、
ま
た
経
済
に
し
っ
か
り
と
し
た
人

間
観
や
社
会
観
が
必
要
で
す
。

も
う
ひ
と
り
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ロ
ン
グ
で
す
。
彼
は
、
幅
広
い
組
織
神
学
者
で
す
が
、
処
女
作
が
『
神
の
経
済（D

ivine E
conom

y

）』

（2000

）
と
い
う
大
胆
な
タ
イ
ト
ル
で
、
し
か
し
意
欲
的
な
も
の
で
し
た
。
彼
は
、
経
済
学
は
最
初
か
ら
大
き
な
神
の
計
画
の
中
で
営
ま
れ

る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
指
摘
し
ま
す
。
小
文
字
のeconom

y 

と
神
の
大
き
な
救
済
計
画
を
示
す
大
文
字
のE

conom
y 

と
を
使
い
分
け
る
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89 キリスト教社会秩序協会とニーバーの「神学的倫理学」

巧
み
な
論
述
で
す
。
そ
れ
は
な
か
な
か
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
「
神
の
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
大
き
な
世
界

観
の
中
で
経
済
学
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
の
経
済
学
者
で
あ
る
リ
カ
ー
ド
も
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ミ
ル
も
単
な
る
経
済
学
で
は

な
く
「
政
治
経
済
学
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
政
治
家
の
責
任
も
示
唆
す
る
学
問
で
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
二
〇
世
紀
の
経
済
学

者
ケ
イ
ン
ズ
も
「
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
し
て
の
経
済
学
、
道
徳
科
学
と
し
て
の
経
済
学
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
間
世
界

の
経
済
活
動
を
た
だ
分
析
す
る
経
済
学
で
は
な
く
て
、
大
き
な
神
の
救
済
計
画
の
中
で
考
え
る
経
済
学
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
ま

す
。
そ
れ
が
、
神
学
者
の
役
割
で
あ
る
と
ロ
ン
グ
は
考
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
与
え
ら
れ
た
イ
ン
ド
出
身
の
経
済
学

者
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
は
、
神
か
ら
託
さ
れ
た
人
間
が
理
性
と
自
由
を
用
い
て
責
任
を
負
っ
て
営
む
も
の
が
経
済
活
動
だ
と
理
解
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
信
頼
や
愛
、
自
己
犠
牲
も
大
切
で
あ
る
こ
と
を
語
る
の
で
す
。
ロ
ン
グ
は
、
聖
餐
式
で
と
な
え
る
「
キ
リ
ス
ト
が
な
く
な

ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
が
甦
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
が
再
び
来
ら
れ
る
」
と
い
う
象
徴
的
な
言
葉
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
大
き
な
終
末
論
的
な
歴
史
物

語
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
経
済
活
動
を
位
置
付
け
る
べ
き
だ
と
言
い
ま
す
。
あ
え
て
言
え
ば
、「
経
済
人
仮
説
」
に
頼
ら
ず
多
元
的
人
間
観

（
ム
ハ
マ
ド
・
ユ
ヌ
ス
）
で
経
済
学
を
使
い
こ
な
し
、
市
場
経
済
を
使
い
こ
な
す
よ
う
な
大
き
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
が
神
学
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
会
で
あ
る
と
思
わ
せ
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
市
民
社
会
を
構
成
し
な
が
ら
、
市
場
経
済
を
使
い
こ
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

1
．
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
リ
ア
リ
ズ
ム

第
一
に
、「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
い
方
は
ま
さ
に
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
言
う
た

め
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
社
会
的
福
音
運
動
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
社
会
的
福
音
運
動
は
、
ま

5021秩序協会e.indd   89 11.7.25   2:16:35 PM
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さ
に
経
済
活
動
に
つ
い
て
の
神
学
で
、
神
の
国
が
歴
史
の
中
で
実
現
す
る
と
い
う
楽
観
的
な
も
の
で
し
た
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

の
社
会
的
福
音
に
対
す
る
批
判
は
広
く
知
ら
れ
、
ま
た
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
の
社
会
に
対
す
る
預
言
者
的
批
判
は
、
そ

の
社
会
的
福
音
運
動
を
背
景
に
し
て
こ
そ
よ
く
理
解
さ
れ
る
も
の
で
す
。
宗
教
と
神
学
が
人
間
経
験
と
関
連
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
経
験
科

学
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
彼
の
主
張
は
ま
さ
に
、
社
会
的
福
音
の
伝
統
に
由
来
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
人
間
経
験
へ
の
注
目
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
「
社
会
的
福
音
」
の
楽
観
主
義
に
対
す
る
批
判
に
な
っ
た
と
言
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
そ
れ
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
貢
献
で
も
あ
り
ま
す
。
西
欧
文
明
の
歴
史
的
発
展
の
中
で
、
人

間
の
可
能
性
が
神
の
国
に
向
か
う
と
い
う
内
在
的
主
張
が
、
二
つ
の
世
界
大
戦
、
経
済
恐
慌
、
独
裁
体
制
の
勃
興
に
直
面
し
て
、
立
ち
行
か

な
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
背
景
で
し
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
彼
の
人
間
経
験
の
神
学
的
分
析
で
し
ょ
う
。

第
二
に
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
と
社
会
的
福
音
の
類
似
性
は
、
鋭
い
社
会
批
判
を
生
み
出
す
力
強
い
源
泉
と
し
て
の

「
預
言
者
的
緊
張
関
係
」
と
い
う
考
え
方
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
理
想
と
現
実
に
つ
い
て
の
緊
張
関
係
で
す
。
社
会
的
福
音
運
動
の

宗
教
的
理
想
は
、
歴
史
の
中
で
神
の
国
が
実
現
す
る
と
い
う
楽
観
主
義
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
不
可
能
性
を
主
張
す
る
ラ
イ
ン
ホ
ー

ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
思
想
も
宗
教
的
理
想
が
現
実
の
人
間
行
為
の
混
乱
や
逸
脱
を
照
ら
し
出
す
役
割
を
果
た
す
と
し
ま
す
。
社
会
的
福

音
運
動
の
ラ
ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
に
と
っ
て
、
そ
の
理
想
は
、
歴
史
の
中
で
実
現
す
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
西
欧
文
明
の
歴
史
に
つ
い

て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
理
想
の
歴
史
内
的
実
現
を
明
瞭
に
否
定
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
理
想
は
、
歴
史
に

お
い
て
実
現
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
歴
史
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
い
の
で
す
。
理
想
は
、
あ
く
ま
で
も
超
越
的
で
あ
り
、
宗
教
的
、

永
続
的
神
話
に
啓
示
さ
れ
る
も
の
で
す
。
人
間
本
性
ま
た
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
社
会
的
福

音
と
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
人
間
論
に
お
い
て
「
理
想
」
の
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
理
想
と
現

実
の
緊
張
の
図
式
は
同
じ
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
ニ
ー
バ
ー
と
同
じ
時
代
に
、
同
じ
社
会
的
福
音
運
動
か
ら
生
ま
れ
た
、
カ
ナ
ダ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
（T

he 
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91 キリスト教社会秩序協会とニーバーの「神学的倫理学」

Fellow
ship for a C

hristian Social O
rder

）」
と
い
う
団
体
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
（
F
C
S
O
）
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
・
ニ
ー
バ
ー
と
同

じ
よ
う
に
社
会
的
福
音
運
動
を
楽
観
的
進
歩
主
義
と
し
て
批
判
し
ま
す
。
し
か
し
、「
理
想
と
現
実
」
と
い
う
二
元
論
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

彼
ら
は
、
別
の
宗
教
的
規
範
を
用
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
相
互
性
（m

utuality

）」
と
「
共
同
体
に
お
け
る
愛
と
正
義
の
結
合
」
の
課
題
で

す
。
こ
の
よ
う
に
社
会
的
福
音
か
ら
生
ま
れ
て
、
社
会
的
福
音
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
ニ
ー
バ
ー
と
F
C
S
O
の
両
者
は
、
興
味
深
い
対

照
を
示
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
F
C
S
O
、
と
り
わ
け
そ
の
中
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ヴ
ラ
ス

ト
ス
（G

regory V
lastos

）
は
、
三
〇
年
代
と
四
〇
年
代
に
時
お
り
論
争
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
両
者
は
、
経
済
恐
慌
に
つ
い
て
の

異
な
っ
た
批
判
的
考
察
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
両
者
の
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
、
社
会
的
福
音
運
動
よ
り
、
学
問
的
な
神
学

的
考
察
に
基
づ
い
て
、
正
義
や
社
会
変
動
や
民
主
主
義
に
つ
い
て
繊
細
に
議
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー

バ
ー
の
愛
と
い
う
超
越
的
理
想
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
経
済
的
混
乱
を
照
ら
し
出
す
批
判
的
原
理
を
提
供
し
ま
し
た
が
、
有
効
な
社
会
理
論

を
展
開
で
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
が
必
要
で
す
。
他
方
、「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
」
の
著
者
た
ち
も
、
神
の
支
配
に
よ
っ

て
歴
史
的
、
契
約
的
共
同
体
に
お
け
る
内
在
的
優
先
順
位
を
決
め
て
、
そ
の
社
会
理
論
を
強
化
し
、
一
九
三
〇
年
代
の
社
会
的
危
機
を
乗
り

越
え
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
近
代
的
政
治
経
済
学
の
も
つ
生
産
者
中
心
の
功
利
主
義
的
傾
向
を
批
判
で
き
て
い
な
い
と
言
い
た
い
と
思
い
ま

す
。

2
．
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論

ニ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
は
、
彼
の
歴
史
神
学
の
よ
う
に
「
逆
説
に
満
ち
て
お
り
」、「
弁
証
法
的
関
係
」
に
溢
れ
、
い
わ
ゆ
る
通
俗
的
な

理
論
と
は
緊
張
関
係
に
あ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
社
会
的
現
実
を
分
析
す
る
社
会
科
学
に
対
し
て
は
、
論
争
的
分
析
を
し
か
け
る
も
の
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で
し
た
。
さ
ら
に
、「
神
学
的
倫
理
学
」
に
お
い
て
、
彼
は
、
初
期
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
親
近
感
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
時
代
を

へ
る
に
し
た
が
っ
て
「
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
成
功
」
と
と
も
に
「
寡
占
資
本
主
義
」
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
ア
メ
リ
カ
の
財
閥
支
配
（plutocracy

）
の
民
主
的
資
本
主
義
を
肯
定
す
る
に
い
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、

批
判
的
な
立
場
か
ら
、
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
は
劇
的
に
変
化
し
た
と
言
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
の
立
場
は
、
初
期
に
お
け
る

マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
、
後
期
の
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
現
実
主
義
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
た
り
し
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
あ
る
社
会
理
論
か
ら
別
の
社
会
理
論
に
、
あ
る
い
は
あ
る
経

済
理
論
か
ら
別
の
経
済
理
論
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
変
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
彼
の
「
神
学
的
人
間
論
」
に
お

い
て
、
社
会
科
学
の
社
会
的
歴
史
的
分
析
が
す
べ
て
を
論
じ
つ
く
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
社
会
科
学
的
分
析

が
人
間
の
意
味
の
全
体
的
枠
組
み
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
ニ
ー
バ
ー
が
、
機
械
論
的
な
利
害
関
係
に
よ
っ
て
社
会

が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
経
済
理
論
で
は
、
つ
ま
り
近
代
経
済
学
や
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
合
理
主
義
的
理
論
で
は
、
人
間
社
会
の
す
べ
て
を
論
じ

つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
す
。
彼
は
、
人
間
理
解
に
お
い
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
も
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
主
義
に
も
批
判

的
で
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
生
の
意
味
は
、
宗
教
的
解
釈
の
み
が
納
得
で
き
る
理
解
を
示
す
も
の
で
し
た
。
生
の
意
味
は
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
民
主
主
義
理
論
が
提
供
す
る
も
の
よ
り
、
さ
ら
に
有
機
的
で
相
互
的
な
形
態
で
す
」
ま
た
そ
れ
は
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
夢
見
る
社
会
的
調

和
よ
り
、
深
み
と
緊
張
関
係
を
も
つ
も
の
で
す
）
1
（

」
と
言
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
神
学
者
と
し
て
「
宗
教
的
個
人
主
義
（a religious 

individualism

）」
と
い
う
視
点
か
ら
、
個
人
と
社
会
の
緊
張
関
係
を
論
じ
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
自
由
を
考
え
る
に
し
て
も
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
形
式
的
な
「
選
択
の
自
由
」
と
は
異
な
り
、
ニ
ー
バ
ー
の
宗
教
的
個
人
主
義
か
ら
考
え
る
な
ら
、
自
由
は
「
自
己
超
越

の
自
由
」
だ
か
ら
で
す
。
内
容
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
自
己
超
越
の
自
由
が
人
間
の
愛
と
い
う
能
力
に
呼
応
し
て
展
開
さ
れ
、
自

由
と
は
愛
に
結
び
つ
く
と
き
に
意
味
を
も
つ
も
の
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
物
質
的
決
定
論
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。

彼
に
よ
る
と
、
自
己
超
越
の
力
を
も
っ
た
自
由
と
は
愛
に
結
び
つ
い
た
と
き
に
意
味
を
な
す
も
の
で
す
。
自
由
と
愛
を
具
体
化
す
る
社
会
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を
誕
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
践
と
制
度
を
示
す
様
々
な
歴
史
的
共
同
体
に
向
か
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
と
こ
ろ
で
、
教
会
論
が

中
心
に
な
る
は
ず
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
「
逆
説
の
論
理
」
は
、
自
由
と
秩
序
と
い
う
側
面
で
ま
た
現
れ
て
き
ま
す
。
社
会
秩
序
は
、
無
限
に
成
長
し
よ
う

と
す
る
個
人
の
欲
望
を
制
限
し
な
け
れ
ば
実
現
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
の
個
人
の
欲
望
は
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
富
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
そ

の
ま
ま
解
放
す
る
な
ら
無
秩
序
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
社
会
秩
序
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
正
義
と
い
う
原
理
を
暫
定
的

に
打
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
互
い
の
利
己
心
や
競
争
心
や
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
正
義
に
よ
っ
て
調
整
し
な
け
れ
ば
社
会
秩
序
は
実
現

し
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
、「
自
由
と
秩
序
」
の
バ
ラ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
宗
教
的
意
味
に
根
ざ
し
た
思
考
を
必
要
と
す
る
と
こ

ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
個
人
の
無
制
限
の
自
由
は
欲
望
を
源
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
個
人
の
自
由
な
意
識
を
「
超
越
者
と
の
垂
直
の
関
係
」

に
よ
っ
て
媒
介
し
、
相
対
的
正
義
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
、
正
し
い
社
会
秩
序
あ
る
い
は
新
し
い
友
情
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
垂
直
の
関

係
を
ニ
ー
バ
ー
は
、
宗
教
的
神
話
の
世
界
に
根
ざ
す
も
の
と
し
ま
す
。
こ
こ
に
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
人
間
論
の
「
深
い

宗
教
性
」
と
「
徹
底
的
な
現
実
主
義
」
の
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
す
。

正
義
、
権
力
、
民
主
主
義

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
正
義
論
は
展
開
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
社
会
的
現
実
を
プ

ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
の
よ
う
に
無
理
に
足
を
切
る
よ
う
な
合
理
性
に
は
現
実
適
応
力
が
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
す
）
2
（

。
彼
に
よ
る
と
、
正

義
の
定
義
は
、
つ
ね
に
歴
史
的
に
変
化
し
、
暫
定
的
な
社
会
的
傾
向
に
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
正
義
の
実
現
は
、
抽
象
的

な
平
等
や
公
平
に
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
愛
と
い
う
理
想
に
啓
示
さ
れ
た
「
本
質
的
自
己
」
に
そ
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
支
点
を
も
ち
、
セ
カ

ン
ド
・
ベ
ス
ト
を
終
末
論
の
構
造
の
中
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
愛
と
い
う
調
和
の
中
に
支
点
を
発
見
し
つ
つ
現
実
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化
を
考
え
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
が
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
し
て
、「
義
務
論
的
倫
理
の
普
遍
性
は
、
道
徳
的
深
み
に

欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
醒
め
た
世
界
（a w

orld ‘disenchanted ’

）』
で
あ
る
）
3
（

」
と
言
っ
た
こ
と
に
一
致

し
て
い
ま
す
。
リ
ベ
ラ
ル
な
義
務
論
的
自
己
は
、
深
み
に
欠
け
、
意
味
の
あ
る
歴
史
的
行
為
に
欠
け
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
律
的
自

己
は
、
た
だ
機
械
的
な
世
界
で
欲
望
を
満
た
す
だ
け
に
な
り
、
内
面
か
ら
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
マ

イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
が
言
う
よ
う
な
、
人
間
の
本
質
的
自
己
同
一
性
が
歴
史
的
共
同
体
に
お
い
て
実
現
す
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

ニ
ー
バ
ー
は
、
歴
史
を
超
え
た
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
支
点
か
ら
宗
教
的
個
人
主
義
を
語
る
の
み
で
す
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
ニ
ー
バ
ー
に

は
「
社
会
的
善
の
共
有
」
と
い
う
発
想
が
少
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
歴
史
的
現
実
の
理
解
に
つ
い
て
も
っ

と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、
個
人
の
自
由
と
い
う
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
や
利
己
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
蠢
い
て

い
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
人
間
社
会
は
、
倫
理
的
規
範
や
合
理
的
理
性
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
垂
直
関
係
に
お
け
る

愛
に
よ
る
人
間
変
革
と
相
対
的
正
義
に
基
づ
い
た
権
力
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
C
・
B
・
マ
ク
フ
ァ
ー

ソ
ン
に
よ
る
な
ら
、
民
主
主
義
の
中
の
「
多
元
的
均
衡
」
モ
デ
ル
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
）
4
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
し
か
し
経
済
人

と
い
う
狭
い
市
場
的
合
理
性
を
批
判
し
、
民
主
主
義
の
道
徳
的
内
実
（
自
由
や
愛
や
正
義
な
ど
）
を
確
保
し
、
利
己
心
と
権
力
の
衝
突
を
均

衡
に
も
ち
こ
む
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
言
え
る
の
で
す
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
経
済
恐
慌
を
経
験
し
、
ま
た
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
政
策
の
有
効
性
を
認
め
て
政
府
規
制
を
も
つ
「
多
元
的
均
衡
」
と
い
う
民
主
主
義
を
適
切
に
機
能
す
る
も
の
と
判
断
し
た
の
で

す
。
そ
れ
が
、
階
級
闘
争
に
緩
和
剤
を
提
供
で
き
る
と
考
え
た
の
で
す
。

政
治
経
済
学

初
め
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
の
存
続
に
悲
観
的
で
し
た
が
、
次
第
に
民
主
的
資
本
主
義
を
受
け
入
れ
て
い
き
ま
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し
た
。
経
済
世
界
に
は
、
寡
占
資
本
主
義
の
も
つ
、
深
刻
な
過
剰
生
産
や
失
業
や
不
況
と
い
う
危
険
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
モ
ラ
ル
の
課
題
で
す
。
利
己
心
が
異
常
に
ふ
く
ら
む
と
貪
欲
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
寡
占
資
本
主
義
は
、
大
衆
を
「
啓
蒙
さ

れ
た
」
消
費
者
に
す
る
機
能
を
果
た
せ
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
経
済
活
動
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
が
さ
ら
に
進
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
経
済
政
策
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
階
級

格
差
を
緩
和
す
る
政
府
規
制
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
民
主
的
資
本
主
義
」
が
政
治
的
均
衡
を
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
始
め
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
政
府
に
よ
る
経
済
的
方
向
付
け
（
規
制
）
と
需
要
創
出
（
公
共
工
事
）
に
よ
っ
て
、

人
々
の
間
に
新
た
な
消
費
意
欲
が
起
こ
り
、
豊
か
な
社
会
が
生
ま
れ
、
階
級
格
差
が
緩
和
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
経
済
政

策
と
そ
の
実
施
で
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
、
政
治
的
均
衡
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
ケ
イ
ン
ズ
革
命

を
土
台
に
し
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
「
幸
福
の
追
求
」
を
よ
り
具
体
的
に
実
現
す
る
た
め
の
新
し
い

権
利
章
典
の
提
唱
で
し
た
。
そ
れ
は
、「
社
会
に
貢
献
し
、
正
当
な
報
酬
を
得
ら
れ
る
仕
事
を
も
つ
権
利
」「
充
分
な
食
事
、
衣
料
、
休
暇
を

得
る
権
利
」「
農
家
が
農
業
で
適
正
に
暮
ら
せ
る
権
利
」「
大
手
、
中
小
を
問
わ
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
不
公
平
な
競
争
や
独
占
の
妨
害
を

受
け
な
い
権
利
」「
す
べ
て
の
世
帯
が
適
正
な
家
を
持
て
る
権
利
」「
適
正
な
医
療
を
受
け
、
健
康
に
暮
ら
せ
る
権
利
」「
老
齢
、
病
気
、
事

故
、
失
業
に
よ
る
経
済
的
な
危
機
か
ら
守
ら
れ
る
権
利
」「
良
い
教
育
を
受
け
る
権
利
」
で
し
た
。

こ
れ
は
、
今
で
も
保
障
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
指
針
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
背
後
に
あ
る
経
済
政
策
で

あ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
彼
は
、
経
済
成
長
の
も
た
ら
す
消
費
文
化
の
進
展
や
豊
か
な
社
会
に
お
け
る
消
費
人
間
（m

an as consum
er

）
に
つ
い
て
予

測
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
物
質
的
蓄
積
に
よ
っ
て
政
治
的
均
衡
が
起
こ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
人
々
が
満
足
す
る
よ
う
に
な

る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
、
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
ま
す
。
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本
来
の
経
済
的
拡
大
は
、
先
駆
者
の
は
た
ら
き
に
よ
り
、
ま
た
続
く
技
術
的
効
率
化
の
達
成
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
し
た
が
、

生
の
無
限
の
可
能
性
と
い
う
幻
想
を
も
つ
く
り
だ
し
ま
し
た
。
実
際
、
人
間
存
在
は
、
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て

も
、
き
わ
め
て
有
限
な
も
の
で
す
。
人
間
の
冷
静
さ
（the serenity

）
と
他
者
と
共
に
生
き
る
こ
と
の
目
覚
め
（the sanity

）

は
、
そ
の
有
限
性
を
認
識
す
る
に
い
た
る
知
恵
に
よ
り
た
の
ん
で
い
ま
す
。
謙
虚
さ
（hum

ility

）
と
慈
愛
（charity

）
の
知

恵
は
、
人
間
の
生
の
欲
望
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
広
い
脈
絡
に
人
生
の
目
標
を
与
え
る
信
仰
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
す
）
5
（

。

し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ま
さ
に
歴
史
的
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
、
人
間
の
有
限
性
の
問
題
を
今
日
の
環
境
保
護
政
策
に
い
た
る
と
こ
ろ
ま

で
拡
げ
て
予
測
す
る
こ
と
は
さ
す
が
に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
人
間
の
有
限
性
を
自
覚
す
る
知
恵
」
を
私
た
ち
の

時
代
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
神
と
の
垂
直
な
関
係
（
愛
と
応
答
）
を
大
切
に
し
つ
つ
、

正
確
な
現
実
理
解
（
正
義
と
権
力
の
意
味
）
を
徹
底
す
る
「
神
学
的
倫
理
学
」
を
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
永
続
的
な
緊
張
関
係
に

生
き
る
キ
リ
ス
ト
教
的
生
を
見
事
に
描
い
て
く
れ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
「
神
学
的
人
間
論
」
に
欠
け
て
い
る
も
の

が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
垂
直
な
関
係
と
正
確
な
現
実
理
解
を
媒
介
す
る
「
先
駆
的
共
同
体
理
論
」
で
し
ょ
う
。

3
．
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会

世
界
の
経
済
恐
慌
の
時
期
に
、
カ
ナ
ダ
で
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
、
社
会
的
福
音
運
動
を
預
言
者
的
批
判
に
よ
っ
て

乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
努
力
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
」
で
し
た
。
そ
の
立
場
に
あ
っ
た
人
た
ち
は
、
ス
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コ
ッ
ト（R

.B
.Y. Scott

）、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス（G

regory V
lastos

）、
ユ
ー
ジ
ン
・
フ
ォ
ー
ジ
ー
（E

ugene Forsey

）、
J
・

キ
ン
グ
・
ゴ
ー
ド
ン
（J. K

ing G
ordon

）、
エ
リ
ッ
ク
・
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
（E

ric H
avelock

）
た
ち
で
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会

（
F
C
S
O
）
の
著
述
家
た
ち
の
執
筆
活
動
は
、
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
き
わ
め
て
活
発
で
し
た
。
彼
ら
は
、
宗
教
を
社

会
か
ら
切
り
離
す
保
守
的
正
統
派
に
反
対
し
、
さ
ら
に
宗
教
を
敬
虔
の
領
域
に
還
元
し
て
し
ま
う
自
由
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
（
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ハ
ー
）
を
克
服
し
、
人
間
の
意
識
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
自
律
さ
せ
る
立
場
（
ト
レ
ル
チ
、
オ
ッ
ト
ー
）
や
社
会
的
福
音
を
克
服
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
個
人
主
義
や
楽
観
主
義
や
人
間
中
心
主
義
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー

バ
ー
に
比
較
す
る
と
、
そ
の
神
学
的
倫
理
学
は
、
歴
史
の
中
に
「
人
間
の
可
能
性
」
と
「
神
の
客
観
的
意
志
」
を
識
別
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
し
た
。
F
C
S
O
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
的
革
命
に
向
け
て
』（Tow

ards the C
hristian R

evolution, 1936

）
と
い
う
文
献
を
残
し
て
い
ま

す
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
他
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
立
つ
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
立
場

に
距
離
を
置
き
ま
し
た
。
彼
は
、「
本
書
は
、
私
に
深
い
戸
惑
い
を
与
え
る
（T

he book leaves m
e deeply troubled.

）」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
の
間
に
、
宗
教
的
次
元
の
理
解
の
仕
方
と
、
資
本
主
義

に
対
す
る
政
治
経
済
学
的
批
判
の
仕
方
に
違
い
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
お
も
に
彼
ら
の
「
神
学
的
人
間
論
」
に
お
け
る
「
相
互
性

（m
utuality

）」
を
め
ぐ
る
論
争
に
な
り
ま
す
。

あ
の
ヴ
ァ
ン
・
デ
ュ
ー
セ
ン
が
主
催
し
た
「
神
学
的
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
に
も
参
加
し
た
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、『
キ
リ
ス

ト
教
的
革
命
に
向
け
て
』
に
「
倫
理
的
基
礎
付
け
」
と
い
う
文
章
を
載
せ
て
い
ま
す
。
彼
は
そ
こ
で
「
道
徳
的
用
語
で
そ
の
客
観
的
な
も
の

を
認
識
し
、
そ
の
客
観
的
な
も
の
の
生
き
た
現
実
に
関
わ
る
」
の
が
宗
教
的
倫
理
学
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
展
開
し
ま
す
。
ニ
ー
バ
ー
は

「
理
想
と
現
実
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
主
張
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
、
そ
の
二
元
論
を
克
服
し
て
、
物
質
と
精
神
、
意
識
と
活
動
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
乗
り
越
え
て
、
現
実
の
社
会
変
動
の
中
に
神
の
目
的
意
志
を
見
つ
け
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
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神
は
、
人
間
の
道
徳
的
理
想
の
総
計
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
は
、
世
界
に
お
け
る
価
値
の
体
系
的
基
礎
で
す
。
彼
は
、
人
間

が
発
見
し
そ
の
理
念
に
表
現
で
き
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
構
造
で
す
。
こ
れ
が
あ
る
か
ら
、
人
間
は
行
動
で
き
る
の
で
す
。
道
徳
的

理
想
主
義
は
、
擬
人
主
義
（anthropom

orphism

）
の
最
後
の
砦
で
す
。
神
は
理
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
想
的
な
る
も
の

は
、
神
の
部
分
的
な
か
す
か
に
現
れ
る
光
で
、
修
正
と
追
加
と
改
訂
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
本
来
的
で
現
実
的
な

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
現
れ
た
と
き
に
は
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
す
。
真
の
宗
教
の
第
一
の
原
理
は
、
人
間
の
理
想
に
対
決
す
る
、
神
の

聖
性
、
他
者
性
、
遠
隔
性
で
す
。
人
間
の
意
識
内
で
の
妥
協
に
対
す
る
神
の
拒
絶
で
す
。
神
の
客
観
性
は
、
現
実
世
界
に
お
け

る
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
す
。
彼
の
道
徳
性
の
超
越
は
、
そ
の
歴
史
に
お
け
る
内
在
で
す
。
彼
は
、
ご
自
身
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
、
世
界
意
識
の
突
破
と
私
た
ち
の
欲
求
へ
の
抵
抗
と
私
た
ち
の
判
断
の
逆
転
に
お
い
て
示
さ
れ
ま
す
）
6
（

。

こ
の
長
い
引
用
は
、
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
宗
教
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
用
語
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
ま
す
。
宗
教
は
、
現

実
世
界
の
中
で
の
な
ん
ら
か
の
客
観
的
な
も
の
を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
予
想
や
予
測
を
超
え
た
価
値
的
リ
ア
リ
テ
ィ

で
す
。
そ
れ
は
、
内
的
経
験
で
も
、
超
自
然
的
理
想
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
現
実
の
中
で
、
歴
史
的
な
ふ
さ
わ
し
さ
を
も
っ
た
（“an 

historical fitness ”

）
行
動
の
可
能
性
を
探
る
「
愛
と
正
義
の
倫
理
」
な
の
で
す
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
後
に
有
名
な
プ
ラ
ト
ン
学
者
に
な
っ

て
い
き
ま
す
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
社
会
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
革
命
的
で
あ
る
よ
り
、
観
念
的
で
あ
り
、
福
音
は
、
む
し
ろ
実
践
的
愛
と
い
う
ア

ク
テ
ィ
ブ
な
倫
理
を
強
調
し
て
、
神
の
国
に
備
え
る
も
の
な
の
で
す
。

ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
を
「
罪
の
分
析
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）
7
（

」
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
そ
の
実
存
的
分
析
が
対

象
に
し
て
い
る
の
は
個
人
的
経
験
だ
と
言
い
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
人
間
の
創
造
性
を
危
険
な
破
壊
性
と
直
結
し
て
い
る
と
判
断
し
ま

す
。
ま
た
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
「
自
己
犠
牲
的
愛
」
を
「
超
―
歴
史
的
完
全
」
と
し
て
把
握
す
る
方
法
は
、
か
え
っ
て
現
実

を
「
不
可
能
な
可
能
性
」
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
批
判
し
ま
す
。
そ
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
「
神
学
的
人
間
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学
」
に
は
、
二
つ
の
互
い
に
関
連
し
た
欠
陥
が
あ
る
と
指
摘
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
由
の
「
個
人
主
義
的
概
念
」
と
愛
の
「
理
想
主
義
的
理

解
」
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
自
由
を
純
粋
な
個
人
の
所
有
と
考
え
る
リ
ベ
ラ
ル
な
人
間
理
解
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
批
判
し

ま
す
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
不
安
が
永
続
的
に
自
由
と
創
造
性
に
同
伴
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
の
で
す
。

永
続
的
に
自
由
と
創
造
性
に
不
安
が
同
伴
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
と
っ
て
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
支
点
は
、
歴
史
的
現
実

を
超
え
た
超
越
者
と
の
垂
直
な
関
係
で
は
な
く
て
、
歴
史
的
共
同
体
に
お
け
る
人
間
関
係
の
「
質
」
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
彼
は
、
ニ
ー

バ
ー
の
神
学
的
人
間
論
に
つ
い
て
、「
社
会
的
連
帯
」
と
「
共
同
体
の
相
互
性
」
を
、
愛
の
理
想
主
義
と
個
人
的
表
現
に
取
り
替
え
て
し

ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
問
題
が
あ
る
、
と
指
摘
し
ま
す
。
そ
し
て
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
一
九
三
五
年
に
論
文
「
愛
と
は
何
か
？
）
8
（

」
に
お
い
て
、

「
相
互
性
」
と
い
う
愛
の
本
質
を
定
義
す
る
た
め
に
、
愛
の
情
緒
的
定
義
、
利
他
主
義
的
定
義
、
利
己
主
義
的
定
義
と
区
別
し
て
説
明
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、「
誰
か
が
愛
を
自
己
超
越
の
理
想
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
私
は
、
そ
の
人
を
人
間
本
性
に
つ
い
て
の

シ
ニ
シ
ズ
ム
か
ら
救
い
出
す
も
の
が
な
い
と
思
う
）
9
（

」
と
批
判
的
に
考
え
ま
す
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
人
間
理
解
は
、
基
本
的
に
社
会
的
存
在
が

あ
り
、
多
様
な
社
会
関
係
の
中
に
あ
る
自
己
（
セ
ル
フ
）
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
利
他
主
義
も
利
己
主
義
も
抽
象
的
で
狭
い
人
間

観
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
利
他
主
義
も
利
己
主
義
も
「
両
者
と
も
、
本
質
的
に
愛
で
あ
る
関
係
に
対
し
て
暴
力
的
に
な
る
（B

oth do 

violence to the relation, w
hich is essential to love.
）」
の
で
す
。
利
他
主
義
は
、
自
己
を
犠
牲
に
し
、
利
己
主
義
は
他
者
を
犠
牲
に
し

ま
す
。
そ
も
そ
も
共
同
体
と
は
、
個
人
が
「
新
し
い
実
態
」
に
参
加
す
る
こ
と
か
ら
成
立
し
ま
す
。
こ
こ
に
「
相
互
性
（m

utuality

）」
と

い
う
新
し
い
価
値
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
信
仰
と
愛
は
、
理
性
と
正
義
に
対
し
て
、
逆
説
的
に
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、「
真
の
相
互

性
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
客
観
的
に
存
在
す
る
「
人
間
関
係
と
共
同
的
生
」
と
い
う
社
会
構
造
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
が
、
ヴ

ラ
ス
ト
ス
の
社
会
的
存
在
で
す
。

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
の
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
正
義
と
愛
は
「
現
実
を
創
造
的

に
変
え
て
い
く
贖
い
の
意
識
（conscious atoneness

）
か
ら
育
っ
て
く
る
人
間
関
係
の
パ
タ
ー
ン
）
10
（

」
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
・
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キ
リ
ス
ト
の
贖
い
の
わ
ざ
に
よ
っ
て
正
義
も
愛
も
新
し
く
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の
で
す
。
あ
え
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
相
互
性
」
を

受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
彼
は
「
成
熟
し
た
宗
教
（m

ature religion

）」
と
判
断
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
神
の
力
に

よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
革
命
的
で
す
（the revolution is G

od-m
ade

）。
し
か
し
、
歴
史
的
途
上
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、

教
会
の
社
会
的
証
し
と
し
て
の
「
愛
と
正
義
」
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

社
会
理
論
と
政
治
経
済
学

一
九
三
〇
年
代
の
経
済
危
機
に
対
し
て
、
F
C
S
O
は
、
経
済
的
、
道
徳
的
混
乱
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
階
級
紛
争
と
い
う
社
会
構

造
を
批
判
的
に
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
の
成
長
欲
求
と
民
主
的
政
策
の
社
会
性
や
価
値
観
の
間
に
「
客
観
的
矛
盾
」
が
あ
る
と
考

え
ま
す
。
つ
ま
り
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
よ
る
と
、
寡
占
的
資
本
主
義
で
は
、
互
い
に
支
え
あ
う
は
ず
の
資
本
家
と
労
働
者
た
ち
の
共
同
体
が
、

互
い
に
敵
対
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
世
界
恐
慌
は
、
こ
の
「
相
互
性
の
破
壊
」
の
結
果
だ
と
考
え
ま
し
た
。

F
C
S
O
は
、「
複
雑
な
相
互
作
用
」
を
も
つ
社
会
に
お
い
て
人
間
の
本
質
を
「
複
合
的
な
傾
向
と
可
能
性
」
と
考
え
ま
す
。
彼
ら
は
、

「
個
人
と
社
会
」
が
、
ど
こ
か
で
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
つ
の
別
々
の
実
体
と
い
う
よ
う
に
、
抽
象
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
個

人
は
、
社
会
と
の
相
互
作
用
に
あ
る
社
会
的
責
任
を
も
っ
た
具
体
的
存
在
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
個
人
は
、
社
会
的
、
歴
史
的
諸
関
係
に
生

き
る
行
為
者
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
あ
え
て
言
え
ば
、
彼
ら
は
「
多
元
的
存
在
と
し
て
の
人
間
観
」
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
よ

る
と
、
社
会
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
利
己
的
個
人
は
、「
生
き
て
い
る
道
具
」
で
あ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
言
う
と
奴
隷
と

な
り
ま
す
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
人
間
観
は
、
基
本
に
は
社
会
性
で
あ
り
、
相
互
性
よ
っ
て
自
由
も
支
え
ら
れ
、
義
務
も
支
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
た
だ
権
力
と
暴
力
が
生
じ
る
の
み
で
す
。
宗
教
的
な
言
い
方
を
す
る
と
、
そ
れ
は
、
成
熟
し
た
「
預
言
者
的
契
約

の
共
同
体
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
人
々
の
相
互
関
係
の
性
格
や
組
織
形
態
を
分
析
で
き
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る
適
切
な
人
間
論
や
社
会
理
論
が
構
築
さ
れ
な
い
と
理
解
で
き
な
い
も
の
で
す
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
よ
る
と
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
課
題
は
、

「
人
々
が
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
関
係
を
発
展
さ
せ
る
社
会
的
課
題
）
11
（

」
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
は
、

尊
厳
と
責
任
と
正
義
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
各
メ
ン
バ
ー
は
、
共
同
体
の
福
祉
の
た
め
に
自
発
的
に
行
動
す
る
、
道
徳

的
、
歴
史
的
行
為
者
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
を
神
に
誓
っ
て
い
る
契
約
者
で
す
。
こ
の
神
と
の
約
束
が
互
い
に
連
帯
感
を
も
つ
も
の
と
な
る

の
で
す
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
豊
か
な
宗
教
的
な
基
礎
付
け
を
も
っ
た
共
同
体
が
社
会
の
規
範
的
基
礎
と
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
明
瞭
に
教
会
論
が
必
要
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

参
加
的
民
主
主
義

ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
「
民
主
主
義
の
宗
教
的
基
礎
）
12
（

」
は
、
明
ら
か
に
、「
兄
弟
愛
あ
る
い
は
友
情
（fraternity

）」
が
自
由
と
平
等
の
基
礎
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
が
な
い
自
由
は
、
個
人
的
利
己
心
を
強
調
し
、
経
済
活
動
が
資
本
主
義
的
市
場
経
済
に
飲
み
込
ま
れ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
自
由
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
、
連
帯
に
土
台
を
も
っ
た
個
人
的
自
由
で
す
。
否
定
的
に
言
え

ば
、
自
分
に
し
か
関
心
が
な
い
世
界
で
は
、
自
由
と
は
個
人
的
む
な
し
さ
、
恐
れ
、
自
己
憐
憫
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
積
極
的
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
、
人
々
が
価
値
を
共
有
し
て
い
る
共
同
体
に
参
加
す
る
自
由
で
す
）
13
（

」
と
言
い
ま
す
。
政
治
的
自
由
に
関
し
て
も
、
友
情
概
念
あ
る
い

は
連
帯
概
念
を
提
供
し
て
、
行
為
者
の
自
己
決
定
の
力
あ
る
い
は
自
己
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
力
が
、
あ
る
種
の
政
治
的
共
同
体
に
支
え
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
政
治
的
自
由
は
、
そ
の
中
に
社
会
正
義
を
含
み
、
互
い
の
人
格
関
係
に
お
け
る
義
務
に
つ
い
て
も

共
同
体
に
お
け
る
「
連
帯
構
造
」
を
保
っ
て
い
る
べ
き
な
の
で
す
。
し
か
し
、
資
本
主
義
と
い
う
政
治
経
済
体
系
は
、
私
的
所
有
を
軸
に
し

た
経
済
活
動
に
よ
っ
て
自
律
的
個
人
の
自
由
を
主
張
す
る
の
で
、
こ
の
連
帯
構
造
を
破
壊
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
正
義
も
、
互
い
を

尊
重
す
る
共
同
体
的
均
衡
よ
り
、
個
人
的
権
利
と
な
り
、
単
な
る
手
続
き
と
な
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。
私
的
所
有
は
、
共
同
体
に
お
け
る
相
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互
性
を
引
き
裂
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
平
等
と
い
う
正
義
は
、
人
間
の
尊
厳
を
土
台
に
し
ま
す
が
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
と
っ
て
、
精
神
的
所
有
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
社

会
関
係
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
や
義
務
や
公
共
物
の
分
配
な
ど
に
も
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
立
場
は
、「
参
加
的
民
主
主
義
」

（participatory dem
ocracy

）
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

政
治
経
済
学

一
九
三
〇
年
代
の
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
・
ニ
ー
バ
ー
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
は
、
近
代
の
社
会
的
危
機
の
兆
候
が
、
階
級
闘
争
に
あ
る

と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
が
競
合
す
る
力
の
均
衡
と
社
会
的
安
定
を
も
た
ら
す
「
機
能
的
理
論
」
に
集
中
し
た
の
に
対
し
て
、

F
S
C
O
は
、
危
機
の
構
成
要
素
で
あ
る
物
質
的
、
制
度
的
実
践
に
焦
点
を
合
わ
せ
ま
し
た
。
F
C
S
O
に
よ
る
と
、
根
本
的
な
問
題
は
、

資
本
主
義
の
も
つ
過
剰
な
貪
欲
と
い
う
よ
り
、
資
本
主
義
と
い
う
生
産
様
式
が
人
間
の
労
働
を
商
品
化
し
、
経
済
活
動
の
領
域
に
お
け
る
非

相
互
的
な
、
一
方
的
な
関
係
を
作
り
出
し
、
そ
の
た
め
そ
の
連
帯
構
造
を
崩
し
て
、
契
約
共
同
体
を
崩
壊
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
資
本
主
義
は
、
民
主
社
会
の
正
義
に
打
撃
を
加
え
た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、「
自
発
的
な
相
互
作
用
」
や
互
い
に
信

頼
す
る
力
が
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

『
キ
リ
ス
ト
教
的
革
命
に
む
け
て
』
の
「
経
済
問
題
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
を
記
し
た
ユ
ー
ジ
ン
・
フ
ォ
ー
ジ
ー
に
よ
る
と
、
経
済

問
題
は
、「
資
本
主
義
的
産
業
が
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
供
給
す
る
存
在
で
は
な
く
、
利
益
を
得
る
た
め
に
存
在
す
る
か
ら
起
こ
る
）
14
（

」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
利
益
最
大
化
の
追
求
は
、
大
企
業
の
独
占
と
い
う
資
本
主
義
的
論
理
に
帰
結
す
る
と
言
い
ま
す
。
フ
ォ
ー

ジ
ー
に
よ
る
と
、
問
題
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
方
の
問
題
で
は
な
く
、
私
的
所
有
に
お
け
る
公
共
的
責
任
（public accountability

）
の

問
題
に
な
り
ま
す
。
富
と
収
入
の
数
量
的
不
平
等
は
、
さ
ら
に
格
差
と
社
会
経
済
的
危
機
を
生
み
出
し
ま
す
。
フ
ォ
ー
ジ
ー
と
J
・
キ
ン
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グ
・
ゴ
ー
ド
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
活
動
に
お
い
て
、
国
家
の
役
割
が
決
定
的
だ
と
言
い
ま
す
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
経

済
政
策
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
革
命
の
意
義
を
認
識
し
て
い
ま
し
た
が
、
F
C
S
O
は
、
ケ
イ
ン
ズ
以
前
の
経
済
理
論
を
前
提
に
し
て
神
学

的
倫
理
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
F
C
S
O
に
と
っ
て
も
政
府
の
役
割
は
決
定
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の

意
味
で
は
、
福
祉
国
家
を
提
案
す
る
ケ
イ
ン
ズ
革
命
の
道
を
予
想
し
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
フ
ォ
ー
ジ
ー
の
論
文
は
、
寡
占
資
本
主
義
に
対
し
て
も
批
判
の
刃
を
向
け
、
さ
ら
に
国
家
に
よ
る
統
制
経
済
に
も

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
危
険
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ま
た
組
合
運
動
（the cooperative m

ovem
ent

）
は
、
資
本
主
義
の
独
占
体
制
を
克
服
す
る

力
が
な
い
脆
弱
な
も
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
批
判
の
妥
当
性
を

受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
単
な
る
階
級
闘
争
と
い
う
狭
い
経
済
的
人
間
観
に
基
づ
く
手
段
に
は
反
対
し
ま
す
。
そ
し
て
、
人
間
は

基
本
的
に
、
経
済
的
、
政
治
的
、
歴
史
的
社
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
参
加
し
て
こ
そ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
政
府
に
委
任
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
よ
る
独
占
的
な
権
威
主
義
に
も
警
戒
し
て
い
ま
す
。
F
C
S
O
に
と
っ
て
重
要
な
も
の

は
、「
連
帯
に
お
け
る
人
間
の
自
由
な
精
神
性
が
確
保
さ
れ
る
」
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
、
参
加
の
自
由
と
、
機
会
の
平
等
が
必
要
な
の
で
す
。

あ
く
ま
で
も
、
人
間
は
、
そ
の
具
体
的
な
社
会
に
お
い
て
そ
の
「
相
互
性
に
生
き
る
自
由
」
が
確
保
さ
れ
て
人
間
と
な
る
の
で
す
。
グ
レ
ゴ

リ
ー
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
よ
る
と
、「
人
間
の
自
己
決
定
の
自
由
が
確
保
さ
れ
て
こ
そ
、
人
間
は
人
間
と
し
て
行
動
で
き
る
）
15
（

」
の
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
彼
も
人
間
の
有
限
性
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
彼
に
と
っ
て
有
限
性
と
は
、
互
い
に
人
間
が
他
者
と
の
相
互
性
に
あ
る
と
い
う
意
味
で

の
制
約
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
F
C
S
O
の
政
治
的
、
経
済
的
正
義
が
人
間
の
疎
外
を
克
服
で
き
る
と
す
る
主
張
を

批
判
し
ま
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
人
間
論
は
、
人
間
の
歴
史
的
、
社
会
的
有
限
性
の
自
覚
を
重
要
な
も
の
と
指
摘
し
ま
す
。
そ
し
て
、

歴
史
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
人
間
の
本
性
を
把
握
す
べ
き
だ
と
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
F
C
S
O
が
人
間
の
超
越
的
本
性

を
把
握
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
ニ
ー
バ
ー
が
主
張
す
る
人
間
実
存
の
「
逆
説
的
意
味
」
が
あ
る
の
で
す
。
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ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
支
点
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
垂
直
の
関
係
に
人
間
の
逆
説

的
意
味
が
あ
る
だ
け
と
す
る
な
ら
、
人
間
の
水
平
の
関
係
つ
ま
り
社
会
的
、
歴
史
的
関
係
の
中
に
積
極
的
意
味
が
指
摘
で
き
な
く
な
る
欠
点

も
で
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
「
不
可
能
な
可
能
性
」
に
閉
じ
込
め
る
と
い
う
F
C
S
O
の
批
判
が
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
個
人
の
社
会
へ
の
参
加
を
強
調
す
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
の
神
学
的
人
間
論
に
も
欠
点
が
な
い
と
は
言
え
な
い
で

し
ょ
う
。

ま
と
め

キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
は
、
経
済
恐
慌
を
経
験
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
が
社
会
的
、
歴
史
的
分
析
に
よ
っ
て
、
経
済
合
理
性
に
基
づ
く

公
共
政
策
を
あ
ま
り
に
も
短
期
的
に
把
握
し
、
利
己
心
に
よ
る
経
済
的
収
益
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
批
判
の
目
を
向
け
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
、
人
間
の
尊
厳
を
認
め
る
民
主
的
文
化
を
軽
視
す
る
こ
と
と
共
通
善
へ
の
長
期
的
理
解
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
と
言
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
相
互
依
存
性
と
連
帯
」
を
土
台
に
し
て
民
主
的
文
化
の
尊
重
と
共
通
善
へ
の
長
期
的
理
解
を
実
現
す
る
の
が

緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
重
要
な
こ
と
で
す
。
ま
た
そ
こ
に
、
政
治
的
決
断
が
必
要
で
あ
り
、
解
決
を
求
め
て
人
間
の
疎
外
を
克

服
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
終
末
論
的
希
望
の
先
取
り
と
し
て
新
し
い
共
同
体
に
お
け
る
「
部
分
的
実
現
」
を
考
え
な
い

こ
と
は
、
神
の
国
の
実
現
を
参
加
的
民
主
主
義
に
限
定
す
る
狭
さ
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
が
「
超
越
と
の
垂
直
関
係
」
に
人
間
の
究
極
的
意
味
を
お
く
ゆ
え
に
、
現
実
の
政
治
的
、
経
済

的
世
界
を
「
限
界
効
用
理
論
」
の
世
界
や
「
権
力
の
均
衡
」
の
世
界
に
と
ど
め
る
の
も
、
神
の
国
の
希
望
に
参
加
す
る
と
い
う
意
欲
か
ら
考

え
る
と
、
限
界
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
F
C
S
O
の
現
実
の
政
治
的
、
経
済
的
世
界
を
「
相
互
性
」
を
も
っ
た
社
会
に
し
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た
い
と
い
う
人
間
性
を
強
調
す
る
「
神
学
的
人
間
論
」
も
希
望
の
世
界
を
待
ち
望
む
「
忍
耐
」
に
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
こ
の
両
者
の
間
に
、
多
元
的
人
間
論
（
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
や
ム
ハ
マ
ド
・
ユ
ヌ
ス
な
ど
）
を
土
台
に
し
た
「
オ
ー
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
の
世
界
」
が
考
え
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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