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53 人間の運命と歴史

人
間
の
運
命
と
歴
史

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

柳
田
洋
夫
・
訳

《
訳
者
ま
え
が
き
》

＊ 

本
稿
は
、R

einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, Volum

e.II: H
um

an D
estiny

（W
estm

inster John 

K
nox Press, 1996, O

riginally published as tw
o volum

es: C
. Scribner ’s Sons, 1941

―1943

）のC
hapter I: H

um
an 

D
estiny and H

istory 

の
訳
で
あ
る
。

＊ 

翻
訳
は
、
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
基
盤
研
究
B
」
に
採
択
さ
れ
た
「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
宗

教
・
社
会
・
政
治
思
想
の
研
究
」
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
研
究
会
で
検
討
さ
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
。
今
回
は
柳
田
が
下

訳
を
担
当
し
、
髙
橋
義
文
（
聖
学
院
大
学
大
学
院
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
学
研
究
科
長
、
教
授
）・
松
本
周
（
聖
学

院
大
学
総
合
研
究
所
助
教
）・
鈴
木
幸
（
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
研
究
員
）・
柳
田
の
共
同
討
議
を
経
た
も
の
で
も
あ
る
。

追
っ
て
訳
出
予
定
の
第
二
章
以
下
と
と
も
に
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
翻
訳
を
出
版
す
る
ま
で
の
暫
定
版
と
し
て
掲
載
す
る
。

＊ 

邦
訳
さ
れ
て
い
る
文
献
は
参
照
し
、
翻
訳
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
。
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
は
主
と
し
て
日
本
聖
書
協
会
新
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54

共
同
訳
聖
書
を
用
い
た
が
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
改
変
し
た
箇
所
も
あ
る
。

＊ 

人
名
表
記
は
『
キ
リ
ス
ト
教
人
名
事
典
』（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
）
に
よ
っ
た
。

＊ 
訳
者
の
補
い
は
最
小
限
に
と
ど
め
〔　
　

〕
で
く
く
っ
た
。

＊ 
な
お
、
日
本
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
の
受
容
史
な
ら
び
に
翻
訳
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
義
文
「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー

バ
ー
の
著
作
の
翻
訳
に
つ
い
て
」（
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所N

ew
sletter Vol.21, N

o.4

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

Ⅰ

人
間
は
、
自
然
と
時
間
の
変
転
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
ま
た
巻
き
込
ま
れ
て
も
い
な
い
。
人
間
は
被
造
物
で
あ
り
、
自
然
の
必
然
や

限
界
の
下
に
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
同
時
に
自
由
な
精
神
で
あ
り
、
自
身
の
齢
の
短
さ
を
知
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
自
身

に
内
在
す
る
あ
る
能
力
に
よ
り
時
間
的
な
も
の
を
超
え
て
い
る
。
人
間
は
「
た
め
息
の
よ
う
に
消
え
う
せ
」〔
詩
九
〇
：
九
〕、
あ
る
動
物
よ

り
短
い
生
涯
と
な
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
死
を
予
期
す
る
こ
と
が
人
間
の
精
神
に
引
き
起
こ
す
憂
い
の
感
覚
は
、
動
物
の
あ
ず
か
り

知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
不
安
に
お
い
て
で
あ
れ
、
考
え
抜
か
れ
た
教
養
あ
る
平
静
さ
に
お
い
て
で
あ
れ
、
人
間
が
「
朝
が
来
れ
ば
花
を
咲
か

せ
、
夕
べ
に
は
し
お
れ
、
枯
れ
て
行
く
草
」〔
詩
九
〇
：
六
〕
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
、
人
間
を

動
物
の
世
界
と
区
別
す
る
存
在
の
次
元
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

自
然
の
変
転
を
超
越
す
る
人
間
の
可
能
性
は
、
歴
史
を
形
成
す
る
能
力
を
も
た
ら
す
。
人
間
の
歴
史
は
自
然
の
過
程
に
根
差
し
て
い
る
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55 人間の運命と歴史

が
、
そ
れ
は
、
定
め
ら
れ
た
自
然
の
因
果
関
係
の
連
な
り
や
、
自
然
界
の
気
ま
ぐ
れ
な
変
化
や
出
来
事
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史

は
自
然
の
必
然
と
人
間
の
自
由
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
自
然
の
変
転
を
超
越
す
る
人
間
の
自
由
は
、
時
間
の
長
さ
を
把
握
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
歴
史
を
知
る
能
力
を
そ
の
意
識
に
も
た
ら
す
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
自
由
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
自
然
の
因
果
関
係
の
連
な
り
を
変

換
し
、
整
序
し
、
変
質
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
を
形
成
す
る

0

0

0

0

こ
と
が
可
能
に
な
る
。「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
の
曖
昧
さ
（
そ
れ
は
生
起

す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
想
起
さ
れ
記
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
が
ま
さ
に
、
人
間
の
自
由
に
お
け
る
行
為
と
知
識
の
共
通
の
源
泉
を

明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
）
1
（

。

人
間
の
歴
史
に
は
、
自
然
の
必
然
か
ら
人
間
の
精
神
が
自
由
に
さ
れ
る
時
点
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
知
性
が
所
与
の
環
境
を
超
越
し

て
、
さ
ら
に
究
極
的
な
可
能
性
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
時
点
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
歴
史
の
葛
藤
が
規
範
的
な
も
の
と
し

て
受
け
容
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
人
間
は
、
普
遍
的
秩
序
と
平
和
の
支
配
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
葛
藤
が
克
服
さ
れ
る
現
実
に
目
を
向

け
る
。
こ
う
し
て
歴
史
は
、
自
然
の
限
界
と
永
遠
と
の
間
を
動
く
の
で
あ
る
。
全
て
の
人
間
の
行
為
は
、
一
方
で
は
、
自
然
の
必
然
と
限
界

に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
ま
た
一
方
で
は
、
陰
に
陽
に
、
そ
の
変
化
の
根
底
に
あ
る
、
人
間
が
持
つ
不
変
の
原
理
と
い
う
概
念
へ
の
忠
誠

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
理
へ
の
忠
誠
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
変
転
に
お
け
る
、
偶
発
的
で
、
不
適
切
で
、
相
反
す
る
要

素
を
取
り
の
け
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
生
を
支
配
す
る
不
変
で
永
遠
の
力
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
生
の
真
髄

を
実
現
す
る
た
め
で
あ
る
。

歴
史
に
対
す
る
人
間
の
態
度
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
様
々
な
解
釈
の
間
に
一
つ
の
基
本
的
な
区
別
を
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
を
意
味
の
領
域
に
含
め
る
解
釈
は
、
歴
史
を
、
生
の
本
質
的
意
味
の
よ
り
十
全
な
開
示
と
実
現
を
指
し
示
し
、
そ
こ

に
向
か
う
過
程
と
見
る
。
歴
史
を
意
味
の
領
域
か
ら
排
除
す
る
解
釈
は
、
歴
史
を
自
然
の
有
限
性
に
他
な
ら
な
い
も
の
と
見
な
す
も
の
で
あ

り
、
人
間
の
精
神
は
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
人
間
の
自
然
へ
の
関
与
が
ま
さ
に
悪
の

原
因
で
あ
る
と
考
え
、
生
の
究
極
的
贖
い
は
有
限
性
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
一
方
で
は
、
歴
史
は
潜
在
的
に
意
味
あ
る
も
の
で
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あ
り
、
そ
の
意
味
が
究
極
的
に
開
示
さ
れ
実
現
さ
れ
る
の
を
待
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
他
方
、
歴
史
は
本
質
的
に
無
意
味
で
あ
る
と
信
じ

ら
れ
る
。
歴
史
は
秩
序
の
領
域
と
し
て
見
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
秩
序
は
、
生
の
意
味
に
否
定
的
に
作
用
す
る
自
然
の

必
然
の
下
に
置
か
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
歴
史
と
は
、
逃
れ
る
べ
き
こ
の
世
の
煩
い
な
の
で
あ
る
。

様
々
な
文
化
が
歴
史
に
対
し
て
と
る
態
度
の
相
違
は
、
人
間
の
最
終
的
な
自
己
超
越
を
も
含
め
た
、
人
間
の
歴
史
的
過
程
か
ら
の
超
越
に

つ
い
て
の
相
矛
盾
す
る
判
断
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
一
方
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
己
超
越
の

能
力
は
、
人
間
の
精
神
の
最
高
の
能
力
を
表
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
の
成
就
は
当
然
、
歴
史
の
両
義
性
か
ら
の
解
放
の
中
に
存
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
部
分
的
に
は
自
然
の
中
に
没
入
し
、
部
分
的
に
は
自
然
か
ら
超
越
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
全
面
的
な
超
越
へ
と
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
種
の
永
遠

0

0

と
は
、
非
歴
史
的
宗
教
と
哲
学
に
お
け
る

目
的
で
あ
り
、
人
間
の
目
的
で
あ
る
永
遠
と
は
、
歴
史
の
否
定
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
歴
史
の
成
就
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
永
遠
に
お
い

て
は
、「
あ
る
部
分
と
他
の
部
分
と
の
分
離
は
な
く
、
他
の
部
分
か
ら
疎
外
さ
れ
て
孤
立
し
た
存
在
と
な
る
部
分
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

他
の
部
分
に
不
正
を
働
く
と
こ
ろ
も
な
い
）
2
（

」。

歴
史
を
生
の
意
味
に
貢
献
す
る
も
の
と
見
な
す
宗
教
に
お
い
て
は
、
人
間
が
、
自
然
の
過
程
や
時
間
の
移
行
に
部
分
的
に
は
関
与
し
、
部

分
的
に
は
超
越
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
姿
勢
は
全
く
異
な
る
。
こ
の
両
義
的
な
状
況
は
、
人
間
が
そ
こ
か
ら
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

悪
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
の
状
況
に
お
け
る
悪
は
、
早
ま
っ
て
歴
史
の
不
確
実
性
を
否
定
す
る
か
、
も
し
く
は
逃
避
し
、
自

由
や
、
超
越
や
、
永
遠
で
普
遍
的
な
る
見
通
し
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
有
限
な
被
造
物
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
有
限
性
と
い
う
よ
り
も
罪
の
問
題
が
、
陰
に
陽
に
生
の
基
本
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
有
限
性
の
問
題
は

排
除
で
き
な
い
。
歴
史
過
程
の
中
に
い
る
人
間
は
、
洞
察
力
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
過
程
の
意
味
の
全
て
を
認
識
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
、
力
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
意
味
を
成
就
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
知
識
の
自
由
や
人
間
の
力
が
、
ど
れ

ほ
ど
歴
史
の
本
質
の
一
要
素
を
な
す
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
歴
史
的
宗
教
に
お
い
て
、
人
間
の
歴
史
と
運
命
に
つ
い
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57 人間の運命と歴史

て
の
時
間
的
問
題
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
部
分
的
意
味
し
か
認
識
で
き
ず
、
ま
た
、
認
識
し
た
意
味
を
部
分
的
に
し
か

実
現
で
き
な
い
が
、
そ
こ
で
い
か
に
し
て
歴
史
の
超
越
的
意
味
が
開
示
さ
れ
実
現
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
宗
教
が
頽

廃
し
た
近
現
代
で
は
、
こ
の
問
題
は
、
以
下
の
よ
う
な
信
念
に
よ
っ
て
ご
く
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
の
積
み
重
ね
の
力

が
、
弱
い
人
間
に
、
生
の
意
味
を
認
識
し
成
就
す
る
知
恵
と
力
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
宗
教
の
さ
ら
に
深
遠
な
形
態
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
知
恵
や
力
が
累
積
さ
れ
よ
う
と
も
、
人
間
の
有
限
性
が

克
服
さ
れ
て
、
自
身
の
生
を
成
就
で
き
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
歴
史
上
の
時
点
な
ど
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
。
も
し
く
は
、
そ
の
よ
う
な

歴
史
が
、
一
方
で
は
自
然
的
必
然
に
根
ざ
し
つ
つ
、
ま
た
一
方
で
は
超
越
的
で
「
永
遠
」
な
、
そ
し
て
歴
史
を
超
え
た
目
的
を
指
し
示
す
と

い
う
両
義
性
を
保
持
し
な
く
な
る
よ
う
な
時
点
な
ど
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
宗
教
は
、
ま
さ
に
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
預
言
者
宗
教
的
・
メ
シ
ア
待
望
的
で
あ
る
。
歴
史
的
宗
教
は
ま
ず
、
歴
史

の
中
に
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
や
は
り
歴
史
の
終
わ
り
で
あ
る
エ
ス
カ
ト
ン
（
終
末
）
に
向
け
て
、
生
と
歴
史
の
十
全
な
意
味
が
開
示
さ

れ
成
就
さ
れ
る
よ
う
な
時
を
待
ち
望
む
。
意
義
深
い
こ
と
に
、
最
初
の
偉
大
な
記
述
預
言
者
で
あ
る
ア
モ
ス
が
目
の
当
た
り
に
し
て
批
判
し

た
よ
う
な
「
主
の
日
」
へ
の
楽
観
的
な
期
待
に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
メ
シ
ア
的
期
待
は
、
民
族
的
希
望
と
民
族
的
勝
利
の
期
待
の
表

現
と
し
て
始
ま
っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
ず
つ
以
下
の
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
有
限
性
を
否
定
し
、
ま
た
そ
れ
を
逃

れ
よ
う
と
す
る
傲
慢
な
野
望
や
権
力
に
お
け
る
努
力
は
、
歴
史
の
構
造
に
腐
敗
的
要
素
を
増
し
加
え
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
腐
敗
は
、
人
間

の
歴
史
と
運
命
の
成
就
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
歴
史
の
基
本
的
特
徴
そ
し
て
永
続
す
る
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
浄
化

さ
れ
る
と
同
時
に
成
就
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
歴
史
の
最
終
的
成
就
は
、
歴
史
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
間
の

早
ま
っ
た
虚
し
い
努
力
を
神
が
打
ち
壊
す
こ
と
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
歴
史
的
宗
教
・
文
化
と
非
歴
史
的
宗
教
・
文
化
と
の
基
本
的
区
分
は
、
簡
潔
に
言
え
ば
、
救
済
者
を
求
め
る
も
の
と
求
め
な

い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
潜
在
的
に
歴
史
に
は
意
味
が
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
の
意
味
の
十
全
な
開
示
と
成
就
を
今
な
お
待
ち
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望
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
救
済
者
が
求
め
ら
れ
る
。
生
の
意
味
が
、
自
然
的
観
点
も
し
く
は

歴
史
の
意
味
の
超
越
的
啓
示
が
可
能
ま
た
は
必
然
と
見
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
超
自
然
的
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で

も
、
救
済
者
は
求
め
ら
れ
な
い
。
様
々
な
自
然
主
義
に
お
け
る
と
同
様
に
、
自
然
を
超
え
た
も
の
を
指
し
示
す
歴
史
的
存
在
へ
の
展
望
や
熱

意
は
架
空
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
時
や
、
自
然
の
歴
史
が
、
自
身
を
超
え
る
意
味
の
開
示
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
時
は
、
啓
示
が
可
能
で
あ
る
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
歴
史
の
曖
昧
さ
が
捨
て
去
ら
れ
、
純
粋
な
永
遠
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る

ま
で
、
人
間
の
自
由
と
自
己
超
越
へ
の
能
力
が
無
限
に
伸
長
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
啓
示
が
重
要
で
あ
る
と
は
見
な
さ
れ

な
い
。
救
済
者
の
重
要
性
は
、
救
済
者
が
神
の
目
的
の
開
示
で
あ
り
、
歴
史
の
中
に
お
い
て
歴
史
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

自
己
と
歴
史
を
超
越
す
る
人
間
の
能
力
は
、
そ
の
有
限
性
と
決
別
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
救
済
の
意
味
は
本

質
的
に
歴
史
か
ら
の
贖
い
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
成
就
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
も
し
く
は
欲
望
や
、
歴
史
の

究
極
的
意
味
の
開
示
へ
の
欲
望
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

歴
史
を
超
越
す
る
目
的
と
力
の
断
片
的
な
啓
示
の
領
域
と
し
て
歴
史
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
救
済
者
が
求
め
ら
れ
る
。

啓
示
は
、
そ
の
目
的
と
力
の
よ
り
十
全
な
る
開
示
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
救
済
者
は
、
こ
の
開
示
が
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
必
要
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
求
め
ら
れ
る
。
歴
史
と
は
そ
れ
が
根
ざ
す
と
こ
ろ
の
自
然
的
必
然
以
上
の
何
も
の
か
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
が
ゆ

え
に
、
開
示
は
可
能
で
あ
る
。
歴
史
の
潜
在
的
有
意
味
性
が
断
片
的
で
堕
落
し
た
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
開
示
は
必
要
で
あ

る
。
歴
史
は
成
就
さ
れ
明
確
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
メ
シ
ア
待
望
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
世
界
の
文
化
の
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
待
望
が
キ
リ
ス
ト
に

お
い
て
成
就
し
た
と
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
お
い
て
メ
シ
ア
待
望
の
論
理
が
最
高
潮
に
達
し
た
後
に
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
洞
察

を
用
い
て
い
る
。
あ
る
救
済
者
へ
の
待
望
が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
諸
文
化
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
現
れ
た
と
い

う
信
仰
に
よ
ら
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
待
望
の
結
末
が
見
出
さ
れ
た
と
主
張
す
る
信
仰
を
陰
に
陽
に
導
入
す
る
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こ
と
な
し
に
、
生
や
歴
史
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
前
提
な
し
に
歴
史
の
解
釈
は
全
く
不
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
こ
こ
ま
で
試
み
て
き
た
解
釈
は
キ
リ
ス
ト
教
的
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
生
の

問
題
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
解
答
は
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
我
々
の
解
釈

は
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
が
最
終
的
分
析
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」
も
し
く
は
告
白
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
純
粋
に
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
、
あ
る
特
定
の
歴
史
の
叙
事
詩
が
答
え
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
問
い
と
待
望
に

つ
い
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
問
い
と
待
望
と
が
歴
史
に
お
い
て
普
遍
的
で
は
な
い
の
か
を
究
明
し
よ

う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
分
析
は
、
文
化
の
非
歴
史
的
形
態
の
特
徴
を
さ
ら
に
探
求
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
形
態
は
、
キ
リ
ス
ト
が
答
え
と
な
る
よ
う
な
問
い
や
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
よ
う
な
待
望
を
持
た

な
い
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
を
「
愚
か
」（
Ⅰ
コ
リ
一
：
二
三
）
な
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

Ⅱ
救
済
者
が
待
望
さ
れ
な
い
思
想

問
わ
れ
も
し
な
い
問
題
に
対
す
る
解
答
ほ
ど
信
じ
難
い
も
の
は
な
い
。
世
界
の
半
分
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
が
答
え
と
な
る
問
い
や
、

そ
の
啓
示
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
憧
憬
と
希
望
を
持
た
な
い
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
解
答
を
「
愚
か
」
な
も
の
と
見
な
し
て
き
た
。
こ
の

世
界
の
半
分
の
文
化
は
、
非
歴
史
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
非
メ
シ
ア
待
望
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化
が
、
生
の
意
味
の
基
礎
を
な
す
も

の
と
し
て
歴
史
を
と
ら
え
る
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
は
、
互
い
に
矛
盾
を
来
す
、
生
を
見
る
二
つ
の
主
要
な
仕
方
の
原
因
と
な
る
で
あ
ろ
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う
。
一
つ
は
、
自
然
の
構
造
を
、
人
間
が
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
究
極
的
実
在
と
見
な
す
仕
方
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
自
然
を
、
人

間
の
視
点
か
ら
、
混
沌
も
し
く
は
意
味
の
な
い
秩
序
と
見
な
す
仕
方
で
あ
る
。
人
間
は
そ
こ
か
ら
、
理
性
も
し
く
は
理
性
以
上
の
人
間
に
内

在
す
る
何
ら
か
の
統
一
性
と
力
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ス
ト
ア
派
が
古
典
的
例
と
な
る
よ
う
な
思
考
の
体
系
が

あ
り
、
そ
れ
は
、
両
者
の
仕
方
を
結
合
す
る
か
、
両
者
の
間
の
あ
る
程
度
の
両
面
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
有

意
味
性
を
否
定
す
る
と
い
う
、
両
者
の
最
も
一
貫
し
た
仕
方
は
、
歴
史
を
自
然
の
調
和
に
解
消
す
る
か
、
歴
史
を
永
遠
の
頽
落
し
た
状
態
と

見
な
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

1
．
自
然
に
解
消
さ
れ
る
歴
史

デ
モ
ク
リ
ト
ス
か
ら
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
ま
で
の
古
典
的
唯
物
論
の
歴
史
は
、
自
然
主
義
の
い
か
な
る
近
現
代
的
形
態
よ
り
も
い
っ
そ
う
一

貫
し
た
、
自
然
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
生
命
観
を
我
々
に
教
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
現
代
の
自
然
主
義
の
形
態
の
い
く
つ
か
は
、
自
然
主

義
に
お
お
っ
ぴ
ら
に
ヘ
ブ
ラ
イ
的
―
聖
書
的
生
命
観
を
採
り
入
れ
て
、
自
然
を
有
意
味
な
歴
史
の
担
い
手
ひ
い
て
は
計
画
者
と
す
る
よ
う
な

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
例
え
ば
、
生
物
学
に
お
け
る
進
化
の
事
実
が
歴
史
に
お
け
る
進
歩
の
観
念
を
担
う
も
の
と
さ
れ
た
と
き
が
そ
う
で
あ

る
）。
歴
史
を
厳
密
に
自
然
の
調
和
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
の
は
、
古
典
的
思
想
と
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
例
外
的
な
、

一
貫
し
た
古
典
主
義
へ
の
近
現
代
に
お
け
る
回
帰
）
3
（

に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

歴
史
を
無
意
味
な
自
然
の
継
起
の
次
元
に
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
実
在
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
古
典
的
思
想
の
死

に
つ
い
て
の
黙
想
や
死
の
恐
怖
に
対
す
る
抵
抗
に
お
い
て
最
も
完
全
に
表
現
さ
れ
る
。
人
間
は
死
ぬ
と
い
う
事
実
は
、
自
然
の
世
界
と
人
間

と
が
有
機
的
に
連
関
す
る
こ
と
の
紛
れ
も
な
い
証
明
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
事
実
は
、「
す
べ
て
は
ひ
と
つ
の
と
こ
ろ
に
行
く
。
す
べ
て
は
塵
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か
ら
成
っ
た
。
す
べ
て
は
塵
に
返
る
）
4
（

」
が
ゆ
え
に
「
人
間
は
動
物
に
何
ら
ま
さ
る
と
こ
ろ
は
な
い
）
5
（

」
こ
と
を
証
し
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
死
は
人
間
の
有
限
性
を
暴
く
だ
け
で
は
な
い
。
生
と
死
の
無
限
の
連
続
は
、
少
な
く
と
も
一
面
に
お
い
て
、
歴
史
が
自
然
の
世
界
の
無

意
味
な
循
環
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。
古
典
的
自
然
主
義
は
、
歴
史
を
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
次
元
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
る
。「
考
え
て
も
み
よ
。
我
々
が
生
ま
れ
る
前
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
無
限
の
過
去
の
時
代
が
い
か
に

我
々
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
を
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
我
々
の
死
後
も
ま
た
あ
る
時
間
の
見
本
と
し
て
自
然
が
示
す
も
の
な
の
で
あ

る
。
何
ゆ
え
に
恐
ろ
し
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
何
か
陰
鬱
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
の
か
。
全
て
は
、
睡
眠
以
上
の
、
あ
ら
ゆ
る
煩
い

か
ら
の
解
放
で
は
な
い
か
）
6
（

」。

し
か
し
、
死
が
い
か
に
自
然
の
法
則
と
し
て
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
死
の
恐
怖
は
、
ま
さ
に
、
人
間
に
お
け
る
死
に
つ

い
て
の
避
け
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
り
、
自
然
を
超
越
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
「
動
物
に
ま
さ
る
」
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
証
し
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
の
恐
怖
は
、
死
を
予
期
す
る
能
力
か
ら
の
み
で
な
く
、
死
の
向
こ
う
側
に
あ
る
何
ら
か
の
実
在
の
次
元
を
想
像
し
、
懸

念
す
る
能
力
か
ら
も
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
恐
怖
の
か
た
ち
は
い
ず
れ
も
、
人
間
の
自
然
に
対
す
る
超
越
を
証
し
す
る
。
人
間
の
精
神

は
、
自
然
に
お
け
る
自
分
自
身
の
存
在
が
終
わ
る
よ
う
な
、
自
然
に
お
け
る
点
を
把
握
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
は
完

全
に
人
間
を
包
摂
し
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
人
間
が
死
滅
を
恐
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
自
然
を
超
越
す
る
と
い
う
人
間
の
精
神
に
お
け
る

次
元
を
消
極
的
に
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
、
死
の
向
こ
う
側
に
あ
る
意
味
の
可
能
的
領
域
に
つ
い
て
懸
念
し
、
ま
た
、
ハ
ム
レ
ッ

ト
の
独
白
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
死
ぬ
こ
と
と
眠
る
こ
と
」
は
「
お
そ
ら
く
夢
見
る
こ
と
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
推
測
を
な
す
と
い
う

事
実
は
、
人
間
の
、
自
然
を
超
越
し
た
自
由
を
積
極
的
に
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
死
の
恐
怖
は
、
歴
史
の
創
造
者
で
あ
る
人

間
に
つ
い
て
の
最
も
明
白
な
萌
芽
的
表
現
で
あ
る
。

古
典
的
自
然
主
義
は
、
死
は
幻
想
で
あ
り
是
認
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
説
得
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
死
の
恐
怖
を

紛
ら
わ
そ
う
と
す
る
。
そ
の
主
張
に
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
実
際
に
は
歴
史
な
ど
存
在
せ
ず
、
自
然
の
連
続
と
循
環
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
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か
ら
、
歴
史
に
は
、
人
間
が
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
る
。「
も
し
普

遍
的
自
然
が
突
然
声
を
発
し
て
我
々
を
叱
責
す
る
と
し
た
ら
、
こ
う
言
う
だ
ろ
う
。『
お
お
、
死
す
べ
き
人
間
よ
、
何
ゆ
え
に
、
お
前
は
あ

ま
り
に
痛
々
し
い
悲
嘆
に
ひ
た
る
の
か
。
ど
う
し
て
死
の
こ
と
を
思
っ
て
う
め
き
泣
く
の
か
。
…
…
お
お
、
愚
か
者
よ
、
ど
う
し
て
、
人
生

に
満
足
し
た
客
人
の
よ
う
に
身
を
引
い
て
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
休
息
に
甘
ん
じ
な
い
の
か
。
…
…
全
て
は
い
つ
も
同
じ
な
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
…

お
前
が
人
生
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
世
代
を
生
き
抜
く
と
し
て
も
、
全
て
の
も
の
は
い
つ
も
同
じ
な
の
だ
。
そ
し
て
、
お
前
が
決
し
て
死
ぬ
こ

と
が
な
い
と
し
た
ら
、
な
お
さ
ら
そ
こ
に
同
じ
も
の
を
見
る
だ
ろ
う
）
7
（

』」。

古
典
的
自
然
主
義
の
主
張
の
も
う
一
つ
の
点
は
、
歴
史
そ
れ
自
体
に
お
い
て
恐
れ
る
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
の
と
同
様
に
、
考
え
う
る
超

歴
史
に
お
い
て
も
恐
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
こ
の
世
に
お
け
る
生
を
超
え
る
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
死
を
超
え
た
審
き
を
予
期
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
こ
の
よ
う
に
書
き
記
す
。「
生

を
終
え
る
こ
と
に
は
恐
ろ
し
い
こ
と
な
ど
何
も
な
い
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
る
人
間
に
は
、
生
き
る
こ
と
お
い
て
恐
ろ
し
い
こ
と
は
何
も
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
死
が
あ
る
と
き
に
悲
し
い
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
死
が
来
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
悲
し
い
が
ゆ
え
に
死
を
恐
れ
る
と
言
っ

た
者
は
愚
か
で
あ
っ
た
。
…
…
全
て
の
悪
の
中
で
最
も
恐
る
べ
き
死
も
、
我
々
に
と
っ
て
何
の
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
が
存
在
す

る
と
き
我
々
に
死
は
な
く
、
死
が
あ
る
と
き
我
々
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
死
は
生
者
に
も
死
者
に
も
関
わ
り
が
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
生
者
に
死
は
存
在
せ
ず
、
死
者
は
存
在
そ
の
も
の
が
な
い
の
だ
か
ら
）
8
（

」。

古
典
的
自
然
主
義
が
、
歴
史
を
自
然
の
営
み
と
い
う
次
元
に
解
消
す
る
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
を
超
え
た
、
生
と
意
味
の
あ
ら
ゆ
る
可
能

な
領
域
の
実
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
死
の
恐
怖
か
ら
紛
ら
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
実
は
、
二
重
の
意
味
で
重

要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
超
え
た
永
遠
と
い
う
さ
ら
な
る
感
覚
な
し
に
は
、（
死
の
恐
怖
の
中
に
未
発
達
な
か
た
ち
で
具
現
さ
れ
て
い

る
）
歴
史
の
感
覚
と
い
う
も
の
も
全
く
あ
り
え
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
人
間
が
時
間
の
継
起
を
そ
の
意
識
の
中
に
把
握
す
る
と
き
の

「
部
分
的
同
時
性
」
は
必
然
的
に
、
そ
の
含
み
に
お
い
て
、
人
間
自
身
の
把
握
の
能
力
を
超
え
て
時
間
の
継
起
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
神
的

ky5321人間運命歴史cB.indd   62 12.10.10   0:04:26 AM



63 人間の運命と歴史

な
「
全
体
的
同
時
性
」
の
感
覚
を
伴
っ
て
い
る
。
人
間
が
時
間
的
継
起
を
超
越
す
る
能
力
は
、
歴
史
と
関
わ
り
な
が
ら
も
、
時
間
の
継
起
に

よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
超
越
の
能
力
を
含
み
持
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
超
歴
史
的
永
遠
は
歴
史
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

死
が
義
な
る
者
の
命
も
不
義
な
る
者
の
命
も
奪
う
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
道
徳
的
次
元
す
な
わ
ち
善
と
悪
と
の
区
別
が
無
効
に

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
死
の
恐
怖
は
ま
た
証
明
す
る
。
ま
た
、
地
が

今
な
お
善
い
者
に
も
悪
い
者
に
も
全
く
同
じ
配
分
で
病
を
も
た
ら
し
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
も
同
じ
亡
骸
を
も

た
ら
す）9
（

と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
、
歴
史
の
道
徳
的
次
元
が
無
効
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
死
の
恐
怖
は
、
悪
に
対
し
て
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

罰
へ
の
恐
怖
を
含
む
。
そ
し
て
、
死
が
公
平
に
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
恐
怖
を
無
効
に
は
し
な
い
。
ま
た
、
死
の
恐
怖
は
、
死
と
い

う
事
実
の
向
こ
う
に
は
何
も
実
在
は
な
い
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
な
く
な
る
こ
と
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
な
だ
め
よ

う
と
す
る
恐
怖
が
ま
さ
に
、
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
は
あ
り
え
な
い
、
人
間
の
精
神
に
お
け
る
高
さ
と
深
さ
を
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
10
（

。

要
す
る
に
、
歴
史
を
自
然
の
調
和
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
古
典
的
自
然
主
義
の
努
力
は
不
毛
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
の
意
味
そ
の
も
の
を
破
棄
す
る
の
で
あ
る
。
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2
．
永
遠
に
飲
み
込
ま
れ
る
歴
史

「
キ
リ
ス
ト
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
愚
か
で
あ
る
」〔
Ⅰ
コ
リ
一
：
二
三
〕
と
パ
ウ
ロ
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
彼
ら
は
知
恵
を
求
め
る
」

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
歴
史
の
あ
る
時
点
も
し
く
は
歴
史
の
終
わ
り
に
お
い
て
歴
史
の
十
全
な
意
味
が
開
示
さ
れ
成
就
さ
れ
る
の

を
待
望
す
る
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
は
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
世
界
は
知
恵
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、
救
済
者
を

求
め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
中
に
ロ
ゴ
ス
原
理
と
し
て
の
救
済
者
を
見
出
す
が
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
を
必
要
と
し
な
い

の
で
あ
る
。
も
し
、
古
典
的
唯
物
論
が
歴
史
を
自
然
の
調
和
と
時
間
の
経
過
に
解
消
す
る
と
し
た
ら
、
古
典
的
観
念
論
と
神
秘
主
義
は
歴
史

の
世
界
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
古
典
的
自
然
主
義
と
同
様
に
、
歴
史
に
意
味
を
見
出
さ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
中
に
、
古
典
的
自
然
主
義
が
見
出
さ
な
い
も
の
を
見
出
す
。
そ
し
て
そ
の
何
も
の
か
に
よ
っ
て
、

人
間
は
歴
史
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
何
も
の
か
と
は
、
人
間
の
魂
の
知
性
的
原
理
か
、
さ
ら
に
は
、
人
間
の
精
神

を
も
超
越
し
た
何
も
の
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
古
典
的
観
念
論
と
神
秘
主
義
は
、
人
間
の
魂
の
超
越
的
自
由
を
理
解
す
る
が
、
時
間
的
過

程
と
の
有
機
的
連
関
を
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
ひ
と
え
に
、
自
然
的
そ
し
て
時
間
的
過
程
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
解
放
と
は
、
ま
さ
に
生
の
意
味
の
成
就
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
成
就
へ
の
憧
れ
は
な
く
、
た
だ
歴
史
か
ら
の
解
放
へ
の
熱
望
が
あ
る

の
み
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
知
的
原
理
で
あ
る
ロ
ギ
ス
テ
ィ
コ
ン
（
理
知
的
部
分
）
が
、
こ
の
解
放
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
プ
ラ
ト

ン
は
言
う
。「
真
に
知
を
愛
す
る
者
は
、
常
に
実
在
を
追
い
求
め
る
。
…
…
そ
れ
が
彼
の
本
性
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
人
は
、
そ
の
存
在
が

単
な
る
表
象
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
雑
多
な
個
々
の
現
象

0

0

0

0

0

0

0

0

に
と
ど
ま
ら
ず
に
進
ん
で
ゆ
く
。
…
…
魂
の
う
ち
に
あ
る
、
共
感
的
で
、
実
在
と
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同
族
関
係
に
あ
る
力
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
の
知
を
獲
得
す
る
ま
で
は
、
ま
た
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
実
在
そ
の
も
の

に
近
づ
き
、
実
在
と
一
体
化
す
る
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
性
と
真
理
を
生
み
出
す
ま
で
は
、
そ
の
刃
が
鈍
る
こ
と
は
な
く
、
熱
情
が
止
む

こ
と
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
は
真
理
を
知
り
、
真
に
生
き
、
成
長
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
労
苦
は

終
わ
る
の
だ
）
11
（

」。

プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
け
る
重
要
な
点
は
、「
最
高
に
輝
く
最
高
の
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
善
」
は
、「
実
在
」
の
世
界
に
あ
る
の
で
あ
っ

て
、「
生
成
流
転
」
す
る
世
界
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
）
12
（

で
あ
り
、
そ
の
世
界
に
達
す
る
こ
と
を
得
さ
せ
る
「
力
は
我
々
一
人
ひ
と

り
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
歴
史
は
、
劣
っ
た
、
も
し
く
は
幻
影
の
世
界
な
の
で
あ
る
。「
監
獄
と
は
目
に
見
え
る

世
界
で
あ
り
」、「
最
高
善
」
は
移
り
ゆ
く
世
界
の
根
底
に
あ
る
不
変
の
本
質
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
全
く
感
覚
に
頼
ら
な
い
理
性
の

光
）
13
（

」
は
、
こ
の
純
粋
な
実
在
の
世
界
へ
上
昇
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
人
間
に
内
在
す
る
力
な
の
で
あ
る
。

人
間
の
精
神
が
無
限
の
回
帰
に
お
い
て
自
己
を
超
え
、
人
間
の
理
性
が
、
理
性
と
い
う
事
実
を
熟
考
で
き
る
ゆ
え
に
）
14
（

、
歴
史
を
合
理
的
・

知
的
に
超
越
し
逃
れ
る
方
法
は
常
に
、
最
終
的
に
は
、
よ
り
神
秘
的
な
仕
方
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
理
性
よ
り
も
高

度
で
純
粋
な
魂
の
力
を
分
離
し
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
魂
と
絶
対
的
な
も
の
と
を
、
人
間
と
神
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
、
彼
岸
的
そ
し
て
非
歴
史
的
文
化
の
歴
史
と
論
理
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
最
終
的
に
最
高

潮
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
に
お
い
て
、
英
知
（nous

）
は
、
魂
の
中
の
理
性
的
原
理
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
自
己
意
識
と
い
う
能
力
で
あ

る
。
英
知
は
、
世
界
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
現
象
的
現
実
の
根
底
に
あ
る
合
理
的
原
則
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
も
な
い
。
そ

れ
は
、
究
極
的
「
善
」
で
あ
る
「
真
性
の
実
在
」
と
一
致
し
、
同
一
化
す
る
に
至
る
ま
で
、
自
身
に
つ
い
て
熟
考
す
る
。
そ
の
真
実
在
に
つ

い
て
は
、「
そ
れ
が
理
解
す
る
働
き
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
っ
て
は
な
ら
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
、「
そ
う
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
分
割

し
て
し
ま
う
」
か
ら
で
あ
る
）
15
（

。
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魂
が
そ
こ
に
上
昇
す
る
永
遠
と
は
、
最
終
的
に
は
全
て
の
個
別
性
を
飲
み
込
む
と
こ
ろ
の
未
分
化
な
統
一
体
で
あ
る
。「
知
性
界
」
に
お

け
る
永
遠
は
、
歴
史
を
成
就
す
る
の
で
は
な
く
否
定
す
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
た
い
へ
ん
的
確
で
あ
っ
た
。

「
知
性
界
に
お
い
て
記
憶
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
彼
は
主
張
す
る
。「
個
人
の
記
憶
と
い
う
こ
と
さ
え
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
観
想

す
る
者
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
思
考
も
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
、
観
想
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
が
鮮
明
で
あ
る
と
き
、
我
々
が
そ
こ
で
同
時
に

自
分
自
身
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
黙
想
の
働
き
は
、
現
れ
る
対
象
に
向
か
い
、
考
え
る
者
は
そ
の
対
象
に
同
一
化
す
る
の
で
あ

る
）
16
（

」。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
の
終
わ
り
は
歴
史
の
廃
棄
で
あ
り
、
歴
史
に
お
け
る
自
己
の
廃
棄
で
あ
る
。「
過
程
」
の
中
に
あ
る
も
の
は
全

て
、
決
し
て
「
存
在
を
有
す
る
」
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
）
17
（

。

東
洋
世
界
に
お
け
る
非
歴
史
的
文
化
の
論
理
を
た
ど
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
道
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
は
、
主
と

し
て
、
歴
史
の
有
意
味
性
に
つ
い
て
の
、
よ
り
一
貫
し
た
神
話
的
否
定
と
、
よ
り
非
合
理
的
な
否
定
に
よ
っ
て
、
西
洋
古
典
主
義
に
お
け
る

非
歴
史
的
伝
統
と
自
ら
と
を
区
別
す
る
か
ら
で
あ
る
）
18
（

。

西
洋
の
非
歴
史
的
文
化
に
は
予
備
的
で
合
理
的
な
技
術
が
あ
る
と
い
う
事
実
、
ま
た
、（
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
お
け
る
よ
う
に
）
こ

の
技
術
は
常
に
、
歴
史
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
支
持
す
る
思
想
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
実
は
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
、
歴
史
に

対
す
る
基
本
的
相
反
感
情
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
相
反
感
情
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
と
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
と
の
差
異
性
と
親
近
性
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
最
高
潮
に
達
す
る
。
自
然
的
歴
史
が
決
し
て
合
理
的
原
則
に
従
わ
な
い
と
し
て
も
、
理
性
が
歴
史
に
お
け
る
原
理
的
秩
序
で
あ
る

こ
と
は
全
く
明
白
で
あ
る
。
理
性
は
さ
ら
に
、
人
間
が
自
然
に
対
し
て
自
由
で
あ
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間
が
自
然
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
彼
岸
性
と
い
う
神
秘
的
か
た
ち
の
み
が
、
歴
史
の
有
意
味
性
を
否
定
す
る

こ
と
に
お
い
て
、
完
全
に
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
古
典
主
義
に
お
け
る
唯
物
論
と
観
念
論
と
の
、
ま
た
、
自
然
主
義
と
超
自
然
主
義
と
の
対
立
は
、
無
論
、
完
全
な
一
貫
性
を
犠

牲
に
し
て
で
は
あ
る
が
、
部
分
的
に
は
ス
ト
ア
派
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ス
ト
ア
派
に
お
い
て
は
、
人
間
が
従
う
べ
き
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ロ
ゴ
ス
原
理
が
、
そ
れ
自
体
自
然
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
人
間
の
自
由
の
原
理
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
決
し

て
明
白
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
フ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
に
従
う
べ
き
か
。
そ
れ
と
も
、
人
間
の
本
質
に
は
特
別
に
ロ
ゴ
ス
が
備
え

ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
人
間
固
有
の
原
則
に
従
う
べ
き
な
の
か
。「
人
生
の
目
的
は
、
自
然
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、

我
々
の
中
に
あ
る
自
然
に
従
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
宇
宙
の
自
然
に
従
う
こ
と
で
も
あ
る
」
と
セ
ネ
カ
は
言
う
。「
宇
宙
の
自
然
」
が
、

フ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
と
い
う
確
固
た
る
秩
序
と
、
人
間
固
有
の
自
由
の
両
者
を
含
む
が
ゆ
え
に
、
こ
の
ス
ト
ア
派
の
倫
理
の
基
本
的
発
想
に

は
根
本
的
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
概
し
て
ス
ト
ア
派
は
、
古
典
的
論
争
に
お
け
る
自
然
主
義
的
立
場
に
向
か
い
が
ち
で
あ

る
。そ

の
論
争
に
お
い
て
、
自
然
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
ロ
ゴ
ス
原
理
は
自
然
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
が
、
観
念
論
者
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
は
、
人
間
精
神
固
有
の
自
由
の
中
に
あ
り
、
自
然
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
。「〔
こ
の
論
争
に
お
け
る
観
念
論
者
の
勝
利
の
〕
結
果
は
、

自
由
の
可
能
性
の
正
当
性
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、（
多
か
れ
少
な
か
れ
）
独
立
し
た
根
拠
を
持
つ
働
き
と
し
て

再
び
現
れ
た
『
偶
然
』
や
『
必
然
』
の
回
復
と
い
う
代
償
に
よ
っ
て
で
あ
る
）
19
（

」。

要
す
る
に
、
古
典
文
化
に
は
救
済
者
へ
の
期
待
も
メ
シ
ア
へ
の
希
望
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
権
は
部

分
的
に
隠
さ
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
十
全
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
の
場
合
、
自

然
が
神
で
あ
り
、
そ
の
神
に
従
う
た
め
に
は
、
歴
史
の
要
素
で
あ
る
全
て
の
固
有
の
恐
れ
や
希
望
や
熱
望
や
悪
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
も
う
一
方
の
場
合
、
理
性
が
神
で
あ
り
、
理
性
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
の
必
然
性
と
不
確
実
性
は
、
全
く
の
「
偶
然
」
も
し
く
は

機
械
的
必
然
に
解
消
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
歴
史
は
部
分
的
に
自
然
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
本
質
的
に
無
意
味
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
、
歴
史
に
お
け
る
生
の
究
極
的
主
権
が
よ
り
十
全
に
啓
示
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て

生
の
意
味
が
よ
り
十
全
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
も
可
能
で
も
な
い
。
唯
一
の
代
替
案
は
、
自
然
の
秩
序
と
い
う
、
か
な
り
無
意
味
な

も
の
に
生
の
意
味
を
解
消
す
る
か
、
無
意
味
さ
を
純
粋
な
理
性
つ
ま
り
全
く
の
永
遠
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
を
こ
の
無
意
味
さ
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か
ら
解
放
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

Ⅲ
救
済
者
が
待
望
さ
れ
る
思
想

救
済
者
が
待
望
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
い
か
な
る
救
済
者
も
、
歴
史
に
対
す
る
隠
れ
た
神
の
主
権
の
開
示
と
し
て
、
ま
た
、
有
意
味
な
歴
史

を
証
拠
立
て
る
も
の
と
し
て
、
自
ら
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
も
し
歴
史
が
潜
在
的
に
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
な
け
れ
ば
、
潜
在
的
意
味
が
実
現
し
た
と
い
う
主
張
も
、
歴
史
に
お
け
る
曖
昧
さ
や
両
義
性
が
解
明
さ
れ
た
と
い
う
主
張
も
信
じ
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
。
古
代
に
お
い
て
も
近
代
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
救
済
者
は
「
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
愚
か
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は

「
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
躓
き
の
石
」〔
ロ
マ
九
：
三
二
〕
で
も
あ
ろ
う
が
、「
愚
か
さ
」
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
躓
き
の
石
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

キ
リ
ス
ト
が
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
メ
シ
ア
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
真
の
キ
リ
ス
ト
は
期

待
を
成
就
す
る
と
同
時
に
裏
切
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
躓
き
の
石
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
独
断
的
に
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
キ
リ

ス
ト
は
い
く
つ
か
の
期
待
を
裏
切
る
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
メ
シ
ア
的
期
待
が
常
に
利
己
主
義
的
な
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
歴

史
の
意
味
を
ご
ま
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
満
た
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
メ
シ
ア
的
期
待
は
、
期
待
を
保
持
す
る
特
定
の
文
化

も
し
く
は
文
明
の
場
か
ら
始
ま
っ
て
歴
史
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う
前
提
を
陰
に
陽
に
含
ん
で
い
る
。

待
望
さ
れ
な
い
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
実
は
、
独
特
の
啓
示
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
、

文
化
の
歴
史
全
体
へ
と
関
連
づ
け
る
。
一
方
、
真
の
キ
リ
ス
ト
は
期
待
さ
れ
た
メ
シ
ア
で
は
な
い
と
い
う
事
実
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
文
化
の
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歴
史
か
ら
区
別
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
を
確
証
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
詳
細
に
メ
シ
ア
的
期
待
の
歴
史
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ

る
。

1
．
メ
シ
ア
信
仰
の
類
型

歴
史
に
つ
い
て
の
預
言
者
的
・
メ
シ
ア
待
望
的
解
釈
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
ヘ
ブ
ラ
イ
的
宗
教
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
律
法
主
義

的
伝
統
に
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
預
言
者
的
・
黙
示
的
宗
教
に
お
い
て
最
高
潮
に
達
す
る
。
し
か
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
メ
シ
ア
信
仰
は
独
特
な

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
古
典
主
義
が
、
生
の
非
歴
史
的
見
解
に
お
い
て
最
も
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
唯
一
の
労
作
で
は
な

い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
歴
史
が
真
剣
に
受
け
取
ら
れ
る
文
化
に
お
い
て
は
す
べ
て
、
あ
る
程
度
の
メ
シ
ア
信
仰
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
最
も
明
白
な
表
現
は
、
エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
と
い
っ
た
偉
大
な
初
期
の
帝
国
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
帝

政
さ
え
メ
シ
ア
信
仰
的
雰
囲
気
と
無
縁
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史
は
意
義
あ
る
ま
と
ま
り
と
し
て
把
握
さ
れ
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史

と
の
関
連
に
お
い
て
普
遍
的
歴
史
を
解
釈
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
ロ
ー
マ
に
お
い
て
も
、「
黄
金
時
代
」
の
神
話

は
、
そ
こ
か
ら
後
の
歴
史
が
出
発
し
た
と
こ
ろ
の
自
然
の
善
さ
と
単
純
さ
の
時
代
か
、
も
し
く
は
、
そ
こ
か
ら
後
の
歴
史
が
文
化
の
達
成
へ

と
段
階
的
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
の
原
初
的
未
熟
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
黄
金
時
代
の
神
話
は
、
ロ
ー
マ
の
メ
シ
ア
信

仰
の
基
礎
を
な
す
。
メ
シ
ア
の
時
代
は
原
初
的
善
の
回
復
と
見
な
さ
れ
る
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
歴
史
の
成
就
と
は
そ
の
初
期
の
美
徳
の
回

復
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
の
よ
う
に
、
た
い
へ
ん
起
源
の
古
い
も
の
で
あ
る
）
20
（

。

メ
シ
ア
信
仰
の
論
理
を
理
解
し
、
メ
シ
ア
信
仰
と
、
歴
史
が
生
の
意
味
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
文
化
と
の
不
可
欠
な
関
係
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
メ
シ
ア
信
仰
の
三
つ
の
要
素
も
し
く
は
段
階
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
預
言
者
宗
教
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
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も
の
と
し
て
の
（
a
）利
己
主
義
的
・
民
族
主
義
的
要
素
、（
b
）倫
理
的
・
普
遍
的
要
素
、
そ
し
て
（
c
）超
倫
理
的
な
宗
教
的
要
素
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
要
素
の
う
ち
、
第
一
と
第
二
は
、
前
預
言
者
的
な
メ
シ
ア
信
仰
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
三
つ
は
す

べ
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
の
メ
シ
ア
信
仰
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

a
．
メ
シ
ア
信
仰
の
利
己
主
義
的
・
民
族
的
段
階

こ
の
段
階
に
お
い
て
、
メ
シ
ア
信
仰
は
、
メ
シ
ア
的
希
望
が
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
民
族
や
帝
国
や
文
化
の
勝
利
を
待
望
す
る
。
こ
の
こ

と
が
意
味
す
る
の
は
、
歴
史
と
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
生
は
無
意
味
性
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
生
が
無
意
味
性
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
、
民
族
も
し
く
は
帝
国
の
集
団
的
生
は
意
味
の
主
た
る
源
泉
で
あ
る
が
、
そ

の
集
団
的
生
は
見
せ
か
け
よ
り
も
も
っ
と
有
限
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
不
安
定
さ
の
象
徴
は
、
敵
の
力
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
生
の
意
味
の
成
就
は
、
敵
に
対
す
る
自
分
た
ち
の

0

0

0

0

0

民
族
も
し
く
は
文
化
の
勝
利
の
中
に
あ
る
。
生
と
歴
史
の
問
題
に
つ
い
て
の

こ
の
単
純
な
概
念
が
最
低
の
歴
史
的
文
化
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
預
言
者
的
メ
シ
ア
信
仰
の
最
高
の
地
点
か
ら
さ
え
も
取
り

除
き
え
な
い
要
素
で
あ
る
。
そ
の
最
高
の
地
点
に
お
い
て
さ
え
、
メ
シ
ア
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
敵
か
ら
守
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
原
理
的
に
は
利
己
主
義
的
・
民
族
主
義
的
要
素
が
打
ち
破
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
概
念
か
ら
も
こ
の
要
素
が
完

全
に
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
概
念
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
は
人
種
や
民
族
を
正
当
化
し
な
い
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
擁
護
さ
れ
る
の
は
神
の
主
権
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
信
仰
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
、
義
人
も
し
く
は
信
仰
者
に
よ
る
正
当
化
を

神
の
擁
護
の
中
に
ひ
そ
か
に
持
ち
込
む
こ
と
な
し
に
こ
の
こ
と
を
信
じ
る
の
は
難
し
い
。
こ
れ
は
、
歴
史
の
解
釈
に
お
け
る
、
よ
り
隠
微
な

形
態
で
の
利
己
主
義
的
堕
落
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
探
求
が
追
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
付
け
加
え
る
べ
き
は
、
利
己

主
義
的
堕
落
か
ら
免
れ
え
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
預
言
者
主
義
の
最
高
の
形
態
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
も
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進
歩
し
た
文
明
に
お
い
て
も
、
歴
史
に
つ
い
て
の
た
い
へ
ん
原
始
的
な
利
己
主
義
的
・
民
族
主
義
的
な
解
釈
へ
の
逆
戻
り
を
や
は
り
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
現
代
の
ナ
チ
ズ
ム
が
そ
う
で
あ
る
。

b
．
メ
シ
ア
信
仰
の
倫
理
的
・
普
遍
的
段
階

メ
シ
ア
信
仰
の
第
二
の
段
階
に
お
い
て
、
歴
史
の
問
題
は
我
々
の

0

0

0

人
種
や
帝
国
や
民
族
の
無
力
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
の
問
題

へ
の
答
え
は
、
敵
に
対
す
る
我
々
の

0

0

0

勝
利
で
は
な
い
。
歴
史
に
お
け
る
、
悪
の
力
に
対
す
る
善
の
無
力
が
歴
史
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
歴
史

に
お
け
る
悪
の
束
の
間
の
勝
利
は
、
歴
史
の
有
意
味
性
を
脅
か
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
脅
威
は
、
力
と
善
と
を
結
び
つ
け
る
メ
シ
ア
的

王
の
到
来
へ
の
希
望
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
こ
れ
は
メ
シ
ア
的
な
「
牧
者
と
し
て
の
王
」
の
姿
で
あ
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
に
お
い
て
の
み
な
ら

ず
、
バ
ビ
ロ
ン
や
エ
ジ
プ
ト
の
メ
シ
ア
信
仰
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
）
21
（

。

牧
者
と
し
て
の
王
は
、
そ
の
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
寛
大
で
あ
る
。
裁
く
者
と
し
て
、
彼
は
正
義
と
慈
愛
と
が
一
つ
に
な
っ
た
想
像
上
の
正

義
の
高
み
に
達
す
る
。
と
い
う
の
は
、「
そ
の
目
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
さ
ば
き
を
な
さ
ず
、
そ
の
耳
の
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
定

め
を
な
さ
ず
、
正
義
を
も
っ
て
貧
し
い
者
を
さ
ば
き
、
公
平
を
も
っ
て
国
の
う
ち
の
柔
和
な
者
の
た
め
に
定
め
を
な
す
」
か
ら
で
あ
る
）
22
（

。

ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
の
主
要
な
貢
献
は
、
メ
シ
ア
信
仰
を
、
利
己
主
義
的
・
民
族
主
義
的
段
階
か
ら
普
遍
的
段
階
へ
と
引
き
上
げ
た
こ
と

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
倫
理
的
意
味
が
主
要
な
関
心
と
な
り
、
歴
史
に
お
け
る
悪
の
見
か
け

の
力
や
美
徳
の
見
か
け
の
無
力
さ
が
最
大
の
問
題
と
見
な
さ
れ
る
。
預
言
者
的
メ
シ
ア
信
仰
が
全
体
と
し
て
こ
の
段
階
に
達
し
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
初
の
偉
大
な
預
言
者
ア
モ
ス
は
、
疑
い
な
く
「
主
の
日
」
と
い
う
一
般
的
な
待
望
に
お
け
る
民
族
主
義
的
要
素
に

異
議
申
し
立
て
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
普
遍
的
要
素
を
預
言
者
主
義
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
誤
り
で
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
の
よ
う
な
要
素
が
前
預
言
者
的
メ
シ
ア
信
仰
の
未
発
達
の
形
態
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
ゆ
え
の
み
な
ら
ず
（
エ
ジ
プ
ト
や
バ
ビ
ロ
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ン
お
よ
び
イ
ス
ラ
エ
ル
に
つ
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
）、
同
時
に
、
追
っ
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
は
、
民

族
主
義
に
対
す
る
普
遍
主
義
の
勝
利
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
遠
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
的
メ
シ
ア
信
仰
は
、
力
と
善
と
が
究
極
的
に
は
完
全
に
調
和
す
る
と
い
う
希
望
に
よ
っ

て
歴
史
の
道
徳
的
曖
昧
さ
を
克
服
す
る
が
、
そ
の
信
仰
は
、
歴
史
を
真
剣
に
受
け
取
る
文
化
に
お
け
る
重
要
で
特
徴
的
な
洞
察
を
暗
に
含
む

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
文
化
は
歴
史
を
真
剣
に
受
け
取
ら
な
い
文
化
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
る
。

理
想
の
王
へ
の
希
望
は
、
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
有
意
味
性
は
、
主
と
し
て
自
然
の
非
合
理
性
や
必
然
性
や
偶

然
性
に
よ
っ
て
曖
昧
に
な
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
現
象
に
固
有
な
「
権
力
」
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
曖
昧
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
の
道
徳
的
意
味
を
脅
か
す
不
義
は
、
意
志
を
超
え
る
意
志
と
い
う
権
力
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も
の
は
そ
れ
を
ほ
と
ん

ど
知
ら
な
い
。
確
か
に
、
自
然
に
は
権
力
の
形
態
が
わ
ず
か
に
は
あ
る
。
例
え
ば
、
群
れ
の
中
で
最
も
年
長
で
強
い
オ
ス
が
統
率
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
人
間
の
社
会
組
織
と
動
物
と
の
関
連
を
た
ま
た
ま
示
す
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
概
し
て
、
自
然
は
、
生
存

の
衝
動
の
競
合
を
知
る
の
み
で
あ
り
、
権
力
へ
の
意
志
の
競
合
は
知
ら
な
い
。

権
力
は
精
神
の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
理
的
力
と
の
混
合
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
常
に
物
理
的
強
制
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
祭
司
の
重
要
性
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
。
祭
司
は
軍
人
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
初
期
の
社
会
に
お
け
る
社

会
組
織
の
代
理
人
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

倫
理
的
メ
シ
ア
信
仰
は
、
以
下
の
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
識
す
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
に
お
け
る
悪
は
、
主
と
し
て
自
然
の
偶
然
性
か
ら

で
は
な
く
、
歴
史
固
有
の
現
象
と
し
て
の
、
意
志
を
超
え
る
意
志
の
力
か
ら
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
認
識
は
、

歴
史
そ
れ
自
体
に
お
け
る
歴
史
の
道
徳
的
謎
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
歴
史
の
自
然
に
対
す
る
関
係
も
し
く
は
自
然
の
偶
然
性
に
よ

る
歴
史
の
堕
落
に
お
け
る
道
徳
的
謎
を
発
見
す
る
こ
と
が
第
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
倫
理
的
メ
シ
ア
信
仰
に
は
、
さ
ら
に
深
遠
な
歴
史
理
解
が
あ
る
。
倫
理
的
メ
シ
ア
信
仰
の
非
難
は
、
特
に
、
不
正
な
「
支
配
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者
」
や
「
年
長
者
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
倫
理
的
メ
シ
ア
信
仰
が
認
識
す
る
の
は
、
不
正
は
正
義
と
出
所
が
同
じ
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

生
の
歴
史
的
構
造
か
ら
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
最
も
深
遠
な
社
会
的
文
書
で
あ
る
「
雄
弁
な
農
夫
」
は
、
論
争
に
お
い

て
家
令
頭
を
告
発
す
る
農
夫
を
描
く
。「
あ
な
た
は
、
貧
し
い
人
々
が
溺
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
造
ら
れ
た
ダ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
、
見

よ
、
あ
な
た
は
彼
ら
を
押
し
流
す
洪
水
と
な
っ
て
い
る
）
23
（

」。
こ
の
告
発
は
、
あ
ら
ゆ
る
統
治
が
正
義
の
手
段
で
も
あ
り
、
ま
た
、
正
義
を
危

険
に
さ
ら
す
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
、
そ
の
道
徳
的
両
義
性
に
つ
い
て
の
鋭
い
表
現
と
の
み
見
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
よ
り
深

く
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
基
本
的
逆
説
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
告
発
は
、
人
間
の
歴
史
の
創
造
的
可
能
性
と
破
壊
的
可

能
性
と
が
解
き
ほ
ぐ
し
が
た
い
ほ
ど
に
混
じ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
人
間
の
社
会
を
組
織
し
、
正
義
を
確
立
す
る
権
力
が

ま
さ
に
、
そ
の
権
力
の
優
越
に
よ
っ
て
不
義
を
生
み
出
し
も
す
る
の
で
あ
る
。

権
力
の
不
義
が
メ
シ
ア
的
牧
者
た
る
王
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
と
い
う
希
望
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
が
し
ば
し

ば
そ
こ
へ
と
堕
落
し
た
と
こ
ろ
の
、「
善
き
皇
帝
」
へ
の
宗
教
的
期
待
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
）
24
（

。
し
か
し
倫
理
的
メ
シ
ア

信
仰
は
、
そ
の
メ
シ
ア
へ
の
期
待
に
お
け
る
超
越
的
要
素
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
浅
薄
さ
を
免
れ
て
い
る
。
権
力
と
善
と
を
、
強
さ
と
優
し

さ
と
を
、
正
義
と
慈
愛
と
を
結
び
つ
け
る
で
あ
ろ
う
メ
シ
ア
的
王
は
、
決
し
て
単
な
る
歴
史
的
人
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
地
上
の
王
と
な
る

神
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
メ
シ
ア
信
仰
で
は
、
太
陽
神
ラ
ー
自
身
が
正
義
を
打
ち
立
て
る
た
め
に
地
上
に
来
た
。
こ
の
超
越
的
要
素
は
、
バ

ビ
ロ
ン
や
ヘ
ブ
ラ
イ
に
お
い
て
も
同
様
に
あ
る
。

神
の
み
が
完
全
に
権
力
と
善
と
を
結
び
つ
け
う
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
い
う
の
は
、
以
下
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
権
力
が
お
の
ず
か
ら
悪
な
の
で
は
な
い
が
、
歴
史
に
お
け
る
全
て
の
権
力
は
、
そ
れ
が
、（
政
治
権
力
の
場
合
の
ご
と
く
）
下
位
の
葛

藤
が
調
整
さ
れ
る
よ
う
な
超
越
的
権
力
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
と
し
て
も
、
権
力
自
体
が
人
間
社
会
に
お
け
る
競
争
的
諸
権
力
の
一
つ
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
不
義
の
手
段
と
な
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
シ
ア
信
仰
は
、
も
し
神
自
身
が
歴
史
的
権
力
の
行

使
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
創
造
力
に
お
け
る
不
可
避
の
自
己
中
心
的
堕
落
を
取
り
除
き
え
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
の
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よ
う
な
メ
シ
ア
信
仰
は
、
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
信
念
が
曖
昧
に
し
て
き
た
人
間
の
歴
史
の
特
徴
に
つ
い
て
の
洞
察
を
表
現
す
る

た
め
に
神
秘
的
象
徴
を
用
い
る
。

一
方
、
牧
者
た
る
王
へ
の
希
望
は
、
メ
シ
ア
信
仰
を
、
非
歴
史
的
宗
教
か
ら
も
、
歴
史
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
解
釈
か
ら
も
同
様
に
鋭
く
区

別
す
る
。
神
の
権
力
の
介
入
を
通
し
て
の
、
人
間
社
会
に
お
け
る
生
相
互
の
理
想
的
調
和
を
待
ち
望
む
こ
と
は
、
生
の
成
就
が
永
遠
に
お

い
て
で
は
な
く
歴
史
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
歴
史
は
、
生
命
力
の
領
域
で
あ
る
が
ゆ
え
に
悪
と
見
な
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
完
成
と
は
、
活
力
を
奪
う
よ
う
な
何
ら
か
の
領
域
や
、
そ
こ
か
ら
生
の
活
力
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
何
ら
か
の
永
遠
な

る
静
け
さ
な
ど
と
定
義
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
牧
者
た
る
王
へ
の
希
望
は
、
歴
史
的
文
化
の
倫
理
の
た
い
へ
ん
深
い
表
現
で
あ
る
。
そ
の
弱
点
は
、
そ
れ
が
、
聖
な
る
も

の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
不
可
能
な
結
び
つ
き
を
望
む
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
特
定
の
権
力
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
の

源
で
あ
る
が
ゆ
え
に
力
あ
る
善
な
る
神
は
、
も
し
、
人
間
社
会
に
お
け
る
特
定
の
権
力
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
善
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
歴
史
に
お
け
る
完
全
な
る
善
は
、
権
力
の
否
定
に
よ
っ
て
の
み
象
徴
化
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
全
て
の
メ
シ
ア
的
支
配

の
概
念
を
拒
否
し
、「
苦
難
の
僕
」〔
イ
ザ
ヤ
五
三
章
〕
と
な
っ
た
唯
一
の
存
在
〔
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〕
が
現
れ
る
ま
で
は
明
ら
か
に
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
は
こ
の
答
え
に
達
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
の
偉
大
な
る
貢
献
は
、
そ
れ
が
、

た
い
へ
ん
深
く
歴
史
を
解
釈
し
た
の
で
、
メ
シ
ア
的
王
と
い
う
解
決
策
が
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
預
言
者
宗

教
的
メ
シ
ア
信
仰
は
、
歴
史
に
お
い
て
特
別
な
使
命
を
遂
行
す
る
支
配
者
や
国
家
を
、
傲
慢
と
不
義
へ
と
誘
惑
す
る
と
い
う
不
可
避
の
悲
劇

に
巻
き
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
歴
史
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
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c
．
メ
シ
ア
信
仰
の
超
倫
理
的
な
宗
教
的
段
階

こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
た
な
宗
教
的
・
倫
理
的
次
元
が
歴
史
解
釈
の
中
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
預
言
者
宗
教
と
メ
シ
ア
信
仰
と

の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰

ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
は
、
最
初
の
記
述
預
言
者
ア
モ
ス
に
よ
る
、
当
時
の
メ
シ
ア
信
仰
に
対
す
る
強
烈
な
批
判
と
と
も
に
文
化
の
歴

史
に
参
入
す
る
）
25
（

。
こ
の
批
判
は
し
ば
し
ば
、
メ
シ
ア
信
仰
の
民
族
主
義
的
意
味
合
い
を
拒
絶
し
、
よ
り
普
遍
的
な
概
念
を
支
持
す
る
も
の
で

あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
さ
し
あ
た
り
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
モ
ス
は
疑
い
な
く
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
聖
者
」
を
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
利
害
を
超
越
し
た
存
在
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
モ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
同
様
に
他
の
国
々
に
も
裁
き
を
預
言
し
）
26
（

、
ヤ

ハ
ウ
ェ
の
名
に
お
い
て
、
神
の
主
権
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
と
同
様
に
、
他
の
諸
民
族
の
運
命
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
宣
告
す

る
。
し
た
が
っ
て
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
よ
。
わ
た
し
に
と
っ
て
お
前
た
ち
は
ク
シ
ュ
の
人
々
と
変
わ
り
が
な
い
で
は
な
い
か
と
主
は
言

わ
れ
る
。
わ
た
し
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
、
ペ
リ
シ
テ
人
を
カ
フ
ト
ル
か
ら
、
ア
ラ
ム
人
を
キ
ル
か
ら
、
導
き
上
っ
た
で
は

な
い
か
）
27
（

」
と
い
う
ア
モ
ス
の
言
葉
が
、
人
間
の
文
化
に
お
け
る
普
遍
的
歴
史
を
最
初
に
と
ら
え
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
は
正
し
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
歴
史
は
、
国
家
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
全
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
は
全
て
の
民
族
の
統
治
者
と

見
な
さ
れ
て
い
る
。
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ア
モ
ス
の
預
言
に
お
け
る
反
民
族
主
義
的
強
調
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
破
壊
と
い
う
特
定
の
裁
き
に
つ
い
て
の
彼

の
預
言
に
よ
っ
て
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
の
栄
光
は
、
神
の
選
ん
だ
国
が
勝
利
す
る
か
ど
う
か
に
拠
る
も
の
で
は
な
い
）
28
（

。
さ
ら

に
、
民
族
主
義
的
祭
司
た
ち
は
、
ア
モ
ス
の
預
言
を
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
脅
威
と
見
な
す
。
祭
司
ア
マ
ジ
ヤ
は
、
北
王
国
に
対
す
る
ア
モ
ス
の

裁
き
の
預
言
は
、
南
王
国
の
一
員
と
し
て
の
偏
見
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
示
唆
す
る
）
29
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
モ
ス
の
洞
察

は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
に
お
け
る
倫
理
的
・
普
遍
的
基
調
の
源
泉
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
倫
理
の
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
預
言
者
運
動
を
、
生
と
歴
史
に
つ
い
て
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
解
釈
に
お
け
る
普
遍
主
義
的
傾
向
の
極
み
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
は

な
い
。
た
と
え
、
歴
史
の
意
味
に
つ
い
て
の
民
族
主
義
的
・
帝
国
主
義
解
釈
か
ら
預
言
者
宗
教
が
決
し
て
完
全
に
追
放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
認
識
す
る
者
が
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
認
識
す
る
は
ず
だ
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
預
言
者
宗
教
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
倫
理
的
解
釈
は
、
そ
の
真
の
深
み
を
曖
昧
に
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対

す
る
ア
モ
ス
の
裁
き
の
予
告
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
楽
観
的
メ
シ
ア
信
仰
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
対
す
る
さ
ら
に
重
要
な
批
判
に
つ
い
て
の

付
随
的
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
に
は
、
ア
モ
ス
が
批
判
し
た
当
時
の
メ
シ
ア
的
理
想
が
、
全
く
民
族
主
義
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
定

か
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
普
遍
的
要
素
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。「
主
の
日
」
は
、
歴
史
に
お
け
る
悪
の
権
力
の
象
徴
で
あ
る

「
竜
」
ま
た
は
「
蛇
」
に
対
す
る
神
の
勝
利
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
）
30
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
勝
利
は
、
自
民
族
中
心
主
義
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
メ
シ
ア
的
概
念
の
楽
観
主
義
で
あ
り
、
そ
の
楽
観
主
義
が
預
言
者
に
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
預
言
者
の
批
判

は
、
民
族
主
義
的
も
し
く
は
普
遍
主
義
的
に
表
現
さ
れ
る
、
歴
史
の
成
就
に
つ
い
て
の
メ
シ
ア
的
希
望
に
譲
歩
す
る
こ
と
は
な
い
）
31
（

。
な
ぜ
な

ら
、
ア
モ
ス
の
歴
史
と
は
、
何
よ
り
も
一
連
の
裁
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
ず
イ
ス
ラ
エ
ル
に
な
さ
れ
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
な
さ
れ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
裁
き
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
特
別
に
厳
し
く
下
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
歴
史
に
お
け
る
特
別

な
使
命
の
た
め
に
選
ば
れ
た
が
、
そ
の
遂
行
に
失
敗
し
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
特
別
な
使
命
が
、
歴
史
に
お
け
る
安
全
保
障
を
イ

ス
ラ
エ
ル
に
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
反
対
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
特
別
に
安
全
で
、
神
の
特
別
な
恵
み
を
あ
て
に
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
傲
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慢
と
い
う
堕
落
で
あ
り
、
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

も
し
、
歴
史
に
対
す
る
神
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
概
念
が
十
分
に
分
析
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
は
、
倫
理

の
歴
史
に
お
け
る
普
遍
主
義
の
勝
利
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
宗
教
の
歴
史
に
お
け
る
啓
示
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
啓
示
の
始
ま
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
初
め
て
、
文
化
の
歴
史
に
お
い
て
、
永
遠
な
る
も
の
と
聖
な
る
も
の
が
、
人
間

の
最
高
の
可
能
性
の
延
長
と
達
成
と
し
て
見
な
さ
れ
な
く
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
、
個
別
主
義
と
し
て
も
普
遍
主
義
と
し
て
も
思
い
描
か
れ

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
の
言
葉
は
、
そ
の
選
ば
れ
た
民
族
に
反
し
て

0

0

0

、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
反
し
て
語
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
力
に
よ
る
完
成
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
企
て
の
有
限
性
が
歴

史
に
お
け
る
真
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
、
預
言
者
宗
教
は
最
初
に
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
の
真
の
問
題
は
、
あ
ら
ゆ

る
人
間
の
企
て
の
傲
慢
な
偽
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
有
限
で
部
分
的
に
過
ぎ
な
い
性
質
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
、
そ
の
結
果
、
歴
史
を
悪

と
罪
に
巻
き
込
む
の
で
あ
る
。

諸
民
族
が
傲
慢
と
不
正
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
神
の
言
葉
が
、
一
つ
の
民
族
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
反
し
て
語
ら
れ

る
と
き
、
一
部
ま
た
は
全
部
の
人
間
の
視
点
か
ら
生
と
歴
史
の
意
味
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
企
て
と
し
て
の
人
間
の
文
化
は
超
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
信
仰
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
啓
示
が
始
ま
る
。
預
言
者
宗
教
は
、
神
秘
主
義
と
は
異
な
り
、
神
秘
主
義
が
歴
史
に
お
い
て
見
出

し
え
な
か
っ
た
永
遠
な
る
も
の
と
聖
な
る
も
の
と
を
、
人
間
の
意
識
の
あ
る
深
層
に
見
出
そ
う
と
努
力
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
ゆ
え
に
信
仰

が
関
連
し
て
く
る
。
預
言
者
宗
教
は
、
人
間
の
企
て
全
体
に
反
し
て
語
ら
れ
る
神
の
裁
き
の
言
葉
を
信
仰
に
よ
っ
て
理
解
す
る
。
そ
れ
は
信

仰
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
究
極
の
言
葉
は
人
間
に
反
し
て
語
ら
れ
る
が
、
人
間
が
自
身
で
そ
の
言
葉
を
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
を
理
解
で
き
る
ほ
ど
、
人
間
は
十
分
に
自
己
自
身
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
）
32
（

。
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a
．
預
言
者
宗
教
の
メ
シ
ア
信
仰
に
対
す
る
関
係

ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
者
宗
教
と
メ
シ
ア
信
仰
に
お
け
る
そ
の
後
の
歴
史
に
は
、
民
族
主
義
的
そ
し
て
普
遍
主
義
的
メ
シ
ア
信
仰
と
い
う
二
つ

の
要
素
が
様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
は
、
預
言
者
宗
教
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
、
歴
史
の
解
釈
の
新
た
な
次
元
を
伴
う
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
次
元
に
対
し
て
、
メ
シ
ア
信
仰
は
、
決
し
て
適
切
な
解
答
を
見
出
し
え
な
い
。

預
言
者
的
思
想
の
進
歩
主
義
的
解
釈
に
反
し
て
、
預
言
者
宗
教
に
お
け
る
民
族
主
義
的
動
機
と
普
遍
主
義
的
動
機
と
の
葛
藤
は
、
普
遍
主

義
的
動
機
が
民
族
主
義
的
動
機
に
次
第
に
打
ち
勝
つ
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
最
初
の
偉
大
な

預
言
者
ア
モ
ス
に
普
遍
主
義
的
基
調
が
あ
り
、
普
遍
主
義
が
徐
々
に
優
勢
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
預
言
者
ヨ
エ

ル
に
お
い
て
、
歴
史
に
つ
い
て
の
民
族
主
義
的
解
釈
は
と
て
つ
も
な
い
割
合
に
達
し
て
い
る
一
方
、
ヨ
ナ
書
は
、
主
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な

民
族
主
義
を
拒
絶
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ザ
ヤ
に
は
、
民
族
主
義
と
普
遍
主
義
双
方
に
一
貫
し
な
い
要
素
が
あ
る
）
33
（

。
ヘ

ブ
ラ
イ
の
メ
シ
ア
信
仰
に
成
就
を
も
た
ら
す
黙
示
文
書
に
お
い
て
、
歴
史
は
し
ば
し
ば
、
す
べ
て
の
民
族
の
復
活
へ
と
達
し
て
終
わ
る
）
34
（

。
一

方
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
復
活
の
み
を
期
待
す
る
黙
示
文
書
も
あ
る
）
35
（

。
メ
シ
ア
信
仰
の
純
粋
に
民
族
主
義
的
な
形
態
は
イ
エ
ス
の
時
代
に
お
い
て

も
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
り
、
荒
野
に
お
け
る
イ
エ
ス
へ
の
第
二
の
誘
惑
）
36
（

は
お
そ
ら
く
、
メ
シ
ア
的
任
務
の
政
治
的
・
民
族
主
義
的
概
念
に

対
す
る
イ
エ
ス
の
拒
絶
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
葛
藤
が
預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
の
主
た
る
問
題
な
の
で
は
な
い
。
真
の
問
題
は
、
メ
シ
ア
信
仰
の
最
高
の
形
態
（
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
メ
シ
ア
的
王
と
い
う
人
格
に
お
い
て
権
力
と
善
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
義
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
時
代
に

お
い
て
歴
史
は
終
わ
り
を
迎
え
る
）
と
、
全
て
の
国
家
と
民
族
が
神
へ
の
反
逆
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
預
言
者
宗
教
の
洞
察
と
の
間

に
あ
る
。
預
言
者
宗
教
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
歴
史
は
い
か
に
し
て
裁
き
以
上
の
も
の
に
な
り
う
る
か
と
い
う
こ
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と
、
つ
ま
り
、
歴
史
の
約
束
が
完
全
に
成
就
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
さ
ら
に
高
次
の
問
題
は
、
預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
の
未
解
決
の
問
い
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
メ
シ
ア
へ
の
希
望
に
お
い
て
自

ら
を
表
現
す
る
限
り
、
預
言
者
宗
教
は
、
預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
に
あ
っ
た
倫
理
的
基
調
を
せ
い
ぜ
い
洗
練
し
精
緻
に
す
る
だ
け
だ
と

言
っ
て
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
預
言
者
宗
教
は
「
正
し
い
者
に
敵
対
し
、
賄
賂
を
取
り
、
町
の
門
で
貧
し
い
者
の
訴
え
を
退
け
）
37
（

」、「
貧
し
い

者
を
踏
み
つ
け
、
苦
し
む
農
民
を
押
さ
え
つ
け
る
）
38
（

」
者
た
ち
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
支
配
者
」
や
「
士
師
」
や
「
諸
侯
」
を
非
難
す
る
。

こ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
と
メ
シ
ア
信
仰
に
お
け
る
基
調
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
支
配
者
の
傲
慢
と
権
力
者
の
不
正
に
対
す
る
根
本
的

な
倫
理
的
・
政
治
的
批
判
の
源
泉
で
あ
る
）
39
（

。
こ
の
預
言
者
に
よ
る
批
判
に
関
連
す
る
メ
シ
ア
へ
の
希
望
は
、
理
想
の
ダ
ビ
デ
的
な
も
の
へ
の

希
望
で
あ
り
、
そ
の
牧
者
た
る
王
の
統
治
に
お
い
て
不
正
と
葛
藤
は
克
服
さ
れ
、
正
義
と
平
和
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
希

望
は
多
か
れ
少
な
か
れ
超
越
的
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
、
黙
示
文
学
に
お
い
て
そ
の
超
越
的
調
子
は
高
め
ら
れ
る
。
ダ
ビ
デ
的
王
は
、
超
越
的

で
天
的
な
人
物
で
あ
る
「
人
の
子
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
の
成
就
は
ま
た
歴
史
の
終
わ
り
に
も
な
る
。
と
い
う
の
は
、

歴
史
の
有
限
で
自
然
的
な
基
礎
が
乗
り
超
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
40
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
葛
藤
と
不
正
の
源
泉
に
つ
い
て
の
絶
え
ざ
る
認
識

と
、
歴
史
の
倫
理
的
理
想
は
自
然
と
有
限
性
の
限
界
を
超
え
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
理
解
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
理
解
は
、
預
言
者
に

よ
る
メ
シ
ア
へ
の
希
望
と
比
較
し
た
と
き
、
黙
示
文
書
に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
白
で
率
直
な
も
の
に
な
る
。

し
か
し
、
メ
シ
ア
的
統
治
が
ま
す
ま
す
一
貫
し
た
超
越
的
用
語
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
の
発
展
は
、
メ
シ
ア
信
仰

的
思
想
に
も
た
ら
さ
れ
た
問
題
を
預
言
者
宗
教
が
解
決
す
る
こ
と
に
何
ら
貢
献
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
預
言
者
宗
教
の
真
の
問
題
は
、
あ

ら
ゆ
る
歴
史
的
達
成
の
有
限
な
性
質
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
従
属
的
問
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
る
と
し
て
も

そ
う
で
あ
る
。
真
の
問
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
神
の
律
法
に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
反
逆
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
預
言
者
的
認
識
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

預
言
者
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
と
り
わ
け
神
の
前
で
罪
の
責
任
が
あ
る
と
信
じ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
独
自
に
神
か
ら
使
命
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を
与
え
ら
れ
た
の
に
、
そ
の
使
命
か
ら
誤
っ
て
安
全
保
障
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
カ
書
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
断
言

す
る
。「
主
が
我
ら
の
中
に
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
、
災
い
が
我
々
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
」。
そ
し
て
こ
の
思
い
込
み
は
恐
ろ
し
い
裁
き
に
至

る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
お
前
た
ち
の
ゆ
え
に
シ
オ
ン
は
耕
さ
れ
て
畑
と
な
り
…
…
）
41
（

」。
こ
の
罪
は
、
権
力
に
由
来
す
る
不
正
や
、
競
合
す
る
権
力

へ
の
意
志
か
ら
生
ず
る
戦
争
よ
り
も
激
し
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
何
に
も
ま
し
て
根
源
的
な
傲
慢
の
罪
な
の
で
あ
る
）
42
（

。

イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
そ
の
特
別
な
歴
史
的
運
命
を
達
成
す
る
の
に
失
敗
し
た
こ
と
は
、
預
言
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
避
け
ら
れ
な
い
定
め
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
預
言
者
た
ち
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
正
当
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
歴
史
に
つ
い
て
の

預
言
者
的
解
釈
は
、
原
罪
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
近
づ
く
）
43
（

。

真
剣
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
成
就
は
、
正
義
が
不
正
に
勝
利
す
る
の
を
助
け
る
か
、
も
し
く
は
平
和
の
支
配
に
お
い
て
歴
史
の
葛

藤
を
解
決
す
る
か
、
ま
た
は
強
い
者
を
貶
め
て
貧
し
く
弱
い
者
を
高
め
る
よ
う
な
メ
シ
ア
的
統
治
で
は
あ
り
え
な
い
。
歴
史
の
成
就
は
、
単

な
る
繰
り
返
し
の
裁
き
よ
り
も
歴
史
を
重
視
す
る
神
の
憐
れ
み
に
お
い
て
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
預
言
者
宗
教
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
問
題

は
、
神
の
意
志
に
対
す
る
悪
の
反
逆
を
克
服
す
る
ほ
ど
強
力
に
神
が
啓
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
全
て
の
人
間
を
裁

く
の
み
な
ら
ず
、
救
う
に
足
る
偉
大
な
憐
れ
み
の
方
策
を
伴
う
も
の
と
し
て
神
が
啓
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
下
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
預
言
者
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
生
に
お
け
る
傲
慢
の
罪
に
気
づ
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
考
え
は
次
第
に
拡
大
し
て
、
歴
史
全
体
に
つ
い
て
の
解
釈
原
理
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
民
族
は
神
に
対
す
る
反

抗
の
中
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
諸
民
族
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
、
神
よ
り
あ
る
特
別
な
使
命
を
受
け
取
る
か
、
あ
る
特
権
を
享

受
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
束
の
間
の
隆
盛
や
安
全
を
傲
慢
の
根
拠
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
最
後
に
打
ち
砕
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
）
44
（

。

預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
が
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
が
、
こ
の
水
準
の
預
言
者
的
洞
察
で
あ
る
。
預
言
者
は
も
ち
ろ
ん
、
神

の
憐
れ
み
も
、
ま
た
、
神
の
怒
り
の
恐
ろ
し
さ
や
裁
き
の
確
か
さ
も
認
め
る
。
し
か
し
、
憐
れ
み
の
裁
き
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
は
あ
や
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ふ
や
な
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
こ
の
究
極
的
問
題
に
つ
い
て
の
預
言
者
的
認
識
は
、
イ
ザ
ヤ
書
六
四
章
に
記
さ
れ
て
い
る
、
憐
れ
み
へ
の
切

望
に
お
い
て
も
っ
と
も
完
全
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
ど
う
か
、
あ
な
た
が
天
を
裂
い
て
下
り
、
あ
な
た
の
前
に
山
々
が
震
い
動
く
よ
う
に
。

…
…
あ
な
た
は
、
わ
れ
わ
れ
が
期
待
し
な
か
っ
た
恐
る
べ
き
事
を
な
さ
れ
た
時
に
下
ら
れ
た
の
で
、
山
々
は
震
い
動
い
た
。
…
…
わ
れ
わ
れ

は
み
な
汚
れ
た
人
の
よ
う
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
正
し
い
行
い
は
、
こ
と
ご
と
く
汚
れ
た
衣
の
よ
う
で
あ
る
。
…
…
あ
な
た
は
み
顔
を
隠
し

て
、
わ
れ
わ
れ
を
顧
み
ら
れ
ず
、
わ
れ
わ
れ
を
お
の
れ
の
不
義
の
手
に
渡
さ
れ
た
。
…
…
主
よ
、
ひ
ど
く
お
怒
り
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
い
つ

ま
で
も
不
義
を
み
こ
こ
ろ
に
と
め
ら
れ
ぬ
よ
う
に
）
45
（

」。
正
し
い
者
と
正
し
く
な
い
者
と
い
う
区
別
も
、「
わ
れ
わ
れ
の
正
し
い
行
い
は
、
こ
と

ご
と
く
汚
れ
た
衣
の
よ
う
で
あ
る
」「
わ
れ
わ
れ
は
み
な
汚
れ
た
人
の
よ
う
に
な
り
」
と
い
う
発
見
に
お
い
て
消
え
失
せ
る
。
神
が
、
悪
の

束
の
間
の
勝
利
と
い
う
曖
昧
さ
を
克
服
し
て
歴
史
を
完
成
す
る
と
い
う
確
信
は
、
神
が
い
か
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
善
の
中
に
あ
る
悪

の
繰
り
返
し
を
克
服
し
て
歴
史
を
完
成
す
る
か
と
い
う
問
い
に
道
を
譲
る
。
メ
シ
ア
的
統
治
に
お
い
て
完
全
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
「
隠

さ
れ
た
」
神
の
主
権
は
、
神
の
力
が
十
分
に
開
示
さ
れ
て
い
な
い
ゆ
え
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
の
憐
れ
み
と
神
の
怒
り
と
の
関

係
が
秘
義
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

b
．
預
言
者
の
提
起
し
た
問
題
に
対
す
る
メ
シ
ア
信
仰
の
解
答
の
失
敗

な
ぜ
真
の
キ
リ
ス
ト
は
、
救
済
者
を
待
望
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
も
、
そ
う
で
な
か
っ
た
異
邦
人
に
と
っ
て
も
「
躓
き
の
石
」
で

あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
イ
エ
ス
を
、
待
望
さ
れ
て
い
た
ゆ
え
に
、
ま
た
、
待
望
さ
れ
て
い
た
救
済
者
で
な

か
っ
た
ゆ
え
に
真
の
キ
リ
ス
ト
と
見
な
す
の
か
を
我
々
が
知
る
た
め
に
は
、
以
下
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

な
ぜ
ヘ
ブ
ラ
イ
の
メ
シ
ア
信
仰
が
（
自
己
中
心
主
義
か
ら
普
遍
主
義
へ
高
ま
る
こ
と
が
で
き
、
歴
史
の
成
就
は
、
歴
史
の
有
限
で
自
然
的
な

基
礎
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
混
乱
し
た
認
識
か
ら
明
確
な
認
識
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
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ず
）、
預
言
者
宗
教
が
提
起
し
た
問
題
を
決
し
て
十
分
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
失
敗
に
は

二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。

第
一
の
理
由
は
、
捕
囚
期
そ
し
て
捕
囚
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
惨
状
に
よ
り
、
準
究
極
的
な
問
題
が
も
た
ら
す
差
し
迫
っ
た
難
局
を
経
ず
し

て
は
、
歴
史
の
究
極
の
問
題
に
対
峙
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の

民
は
そ
の
罪
に
よ
り
神
か
ら
裁
か
れ
、
歴
史
は
神
の
恐
ろ
し
い
怒
り
を
実
行
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
自
ら
の
運
命
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら

せ
た
と
き
、
看
守
と
神
の
裁
き
の
執
行
者
は
彼
ら
よ
り
も
劣
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
不
条
理
な
事
実
に
困
惑
し
た
。
傲
慢
な
国
々
に

は
そ
れ
ぞ
れ
、
回
り
ま
わ
っ
て
報
い
が
あ
る
だ
ろ
う
と
預
言
者
が
主
張
す
る
の
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、
神
の
正
義
を

曖
昧
に
し
た
非
常
に
不
公
平
な
歴
史
と
い
う
当
座
の
印
象
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
全
て
の
人
間
と
民
族
は
神

の
要
求
を
裏
切
っ
た
こ
と
に
よ
り
裁
か
れ
る
と
い
う
、
歴
史
に
つ
い
て
の
「
垂
直
的
」
解
釈
に
よ
っ
て
、
あ
る
短
い
期
間
に
お
け
る
歴
史
の

相
対
的
善
悪
の
問
題
、
と
り
わ
け
相
対
的
善
に
対
す
る
相
対
的
悪
の
見
せ
か
け
の
勝
利
の
問
題
が
未
決
の
ま
ま
残
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
）
46
（

。
歴
史
に
お
い
て
善
が
悪
に
勝
利
す
る
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
る
メ
シ
ア
的
希
望
は
、
必
然
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
崩
壊
期
に
お
い
て
、
さ
ら

な
る
究
極
的
な
希
望
に
対
し
て
優
勢
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
崩
壊
期
に
お
い
て
は
、
相
対
的
悪
の
相
対
的
善
に
対
す
る
束
の
間
の
勝
利
が
、
歴

史
を
無
意
味
な
も
の
に
し
よ
う
と
脅
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
な
ぜ
義
な
る
者
が
苦
し
む
の
か
」、
ま
た
「
な
ぜ
不
道
徳
な
者
が
勝
利
す
る

の
か
」
と
い
う
問
い
が
、
捕
囚
期
そ
し
て
捕
囚
後
の
時
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
心
を
占
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
な
ぜ
、
預
言
者
宗
教
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
さ
ら
な
る
究
極
の
問
題
が
、
預
言
者
宗
教
的
メ
シ
ア
信
仰
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
深
い
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
独
善
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
が
、
表
向
き
は
究
極
の
問
題
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
密
か
に
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
を
拒
絶
し
て
い
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
47
（

。
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
の
弱
さ
を
認
識
し
、
ま
た
、
人
間
は
歴
史
の
過
程
と
変
転
に
あ
ま
り
に
も
逃
れ
が
た
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の

で
歴
史
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
知
る
の
は
比
較
的
た
や
す
い
。
し
か
し
、
達
成
で
き
な
い
こ
と
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
人
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間
の
未
熟
で
思
い
上
が
っ
た
努
力
は
、
神
の
憐
れ
み
の
み
が
清
め
う
る
よ
う
な
罪
の
悲
劇
的
現
実
に
人
間
の
歴
史
を
巻
き
込
む
。
そ
の
こ
と

を
認
識
す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
メ
シ
ア
信
仰
の
最
も
見
事
な
最
高
潮
に
お
い
て
は
、「
正
義
」

は
、
あ
る
個
別
の
人
種
も
し
く
は
民
族
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
正
義
の
勝
利
と
擁
護
を
通
し
て
な
さ
れ
る
歴
史

の
絶
頂
と
神
の
擁
護
を
待
ち
望
む
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
答
え
の
な
い
問
題
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
生
と
歴
史
を
矛
盾
な
く
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
が
疑
問
で
あ
る
。
預
言
者
宗
教

の
最
終
的
問
題
は
、
メ
シ
ア
信
仰
が
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
問
題
が
、
答
え
の
な
い

問
題
へ
と
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
歴
史
に
お
い
て
究
極
的
に
は
善
が
悪
に
勝
利
す
る
こ
と
を
、
神
の
隠
れ

た
主
権
が
保
証
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
の
憐
れ
み
が
ど
の
よ
う
に
神
の
怒
り
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
神
へ
の

反
逆
の
中
に
立
つ
歴
史
全
体
に
お
け
る
混
乱
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
は
定
か
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

黙
示
文
書
（
黙
示
文
書
に
お
い
て
ヘ
ブ
ラ
イ
的
メ
シ
ア
信
仰
は
最
高
潮
を
迎
え
、
そ
の
空
想
的
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黙
示
文
書
に
お

い
て
は
、
こ
の
メ
シ
ア
信
仰
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
論
理
が
実
際
に
そ
の
最
終
的
結
論
へ
と
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
）
48
（

）
が
ど
の
よ
う

に
こ
の
問
題
に
関
わ
る
か
に
留
意
す
る
こ
と
は
特
に
興
味
深
い
。
黙
示
文
書
は
概
し
て
「
隠
さ
れ
た
」
メ
シ
ア
が
最
終
的
に
開
示
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
メ
シ
ア
の
統
治
は
、
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
神
の
主
権
と
歴
史
の
混
乱
し
た
意
味
を
最
後
に
啓
示
す
る
も

の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）
49
（

。
全
体
的
に
見
る
と
、
こ
の
最
終
的
開
示
は
、
神
と
正
義
の
正
統
性
の
主
張
と
な
っ
て
い
る
。
不
正
は
打
ち
砕
か
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
黙
示
文
書
の
中
に
は
、
空
想
的
そ
し
て
先
取
的
に
、
報
復
的
勝
利
の
ま
さ
に
熱
狂
に
ふ
け
る
も
の
も
あ
る
。
し
か

し
、
考
え
直
さ
れ
た
結
果
、
い
っ
そ
う
究
極
的
な
問
題
が
何
度
も
立
ち
現
れ
る
）
50
（

。
歴
史
に
つ
い
て
の
最
後
の
問
題
と
準
究
極
的
な
問
い
と
の

間
の
最
も
注
目
す
べ
き
関
係
は
、
黙
示
文
書
の
中
で
最
も
新
し
い
、
そ
し
て
確
実
に
最
も
深
遠
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
第
四
エ
ズ
ラ
書
に
見

出
さ
れ
る
。
こ
の
後
期
の
黙
示
文
書
の
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
テ
ィ
エ
ル
〔
エ
ズ
ラ
〕
の
幻
に
お
い
て
、「
預
言
者
」
の
問
い
は
常
に
究
極
的
問
題

に
関
し
て
な
さ
れ
、
対
し
て
神
の
答
え
は
常
に
、
伝
統
的
な
メ
シ
ア
待
望
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
確
証
に
よ
っ
て
預
言
者
に
保
証
を
与
え
る
。
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神
が
エ
ズ
ラ
に
語
る
の
は
、
正
し
い
者
が
勝
利
し
、
正
し
く
な
い
者
は
滅
び
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
正
し
く
な
い
者
の
定
め
に
つ
い
て
心

配
す
る
こ
と
は
彼
の
な
す
べ
き
こ
と
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
答
え
は
、
彼
の
難
問
を
解
決
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
の
問
題
は
、
勝
利
に
値
す
る
正
し
い
者
が
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
）
51
（

。

こ
の
黙
示
文
書
が
実
際
に
書
か
れ
た
の
は
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
で
あ
る
が
、
そ
の
常
に
正

し
い
問
い
と
、
常
に
誤
っ
た
答
え
と
に
よ
っ
て
深
い
印
象
を
残
し
て
い
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
が
、
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
究
極

の
問
題
と
と
も
に
い
か
に
行
き
過
ぎ
て
失
敗
す
る
か
、
ま
た
、
答
え
を
欠
く
が
ゆ
え
に
い
か
に
そ
の
問
題
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
完
璧
な
象
徴
が
こ
こ
に
あ
る
。

メ
シ
ア
に
関
す
る
問
い
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
解
答
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
キ
リ
ス
ト
が
、
メ
シ
ア
へ
の
期
待
を
成
就
さ
せ
る
と
と
も
に
裏
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
自
ら
の
正
当
性
を
立
証
し
た
の
か
を
明

確
に
知
る
た
め
に
も
こ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
注

（
1
） C

f. Paul T
illich, T

he Interpretation of H
istory, Part IV, C

h, 2.

（
2
） Plotinus, E

nneads, III, ii: I.

（
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
「
エ
ネ
ア
デ
ス
」、『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
』
第
二
巻
、
水
地
宗
明
・
田
之
頭
安
彦
訳
、
中
央
公

論
社
、
一
九
八
七
年
、
一
八
五
頁
参
照
。）

（
3
） 

自
然
主
義
の
現
代
的
形
態
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
道
徳
的
価
値
が
「
無
意
識
的
力
と
い
う
横
暴
な
行
軍
」（
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
）
に
対
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す
る
悲
劇
的
抵
抗
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
古
典
主
義
の
よ
り
一
貫
し
た
自
然
主
義
と
の
決
定
的
な
決
別
を
表
現
し
て
い
る
。

（
4
） 
コ
ヘ
レ
ト
三
：
二
〇
。

（
5
） 
同
上
三
：
一
九
。

（
6
） D

e rerum
 natura, B

ook III, 955

―80.

（
ル
ク
レ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
物
の
本
質
に
つ
い
て
』、
樋
口
勝
彦
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
一
五
二

―
一
五
三
頁
参
照
。）
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
思
想
に
は
一
貫
し
な
い
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
歴
史
を
、
再
生
の
過
程
（
第
二
巻
）
も
し
く
は
進

歩
を
表
す
も
の
（
第
五
巻
）
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
に
最
小
限
の
有
意
味
性
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
7
） B

ook III, 925

―55.
（
同
上
書
、
一
五
一
頁
参
照
。）

（
8
） Letter of E

picurus to M
enaeceus in D

iogenes Laertius, Lives and O
pinions of E

m
inent Philosophers, Yonge ’s translation, p.468.

（
エ
ピ
ク
ロ
ス
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
――
教
説
と
手
紙
』、
出
隆
・
岩
崎
允
胤
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
六
七
―
六
八
頁
参
照
。）

（
9
） A

rthur H
ugh C

lough, “E
aster .”

（
10
） 

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
言
葉
の
よ
う
に
、
死
の
恐
怖
に
お
け
る
本
質
的
要
素
と
し
て
の
罰
の
恐
怖
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
証
し

し
て
い
る
。「
つ
い
に
命
が
去
っ
て
冷
た
い
死
ん
だ
体
が
残
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
で
さ
え
肉
の
苦
痛
に
満
ち
た
遺
産
が
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
。

長
い
間
に
こ
び
り
つ
い
た
あ
ま
た
の
染
み
は
、
必
ず
布
目
に
深
く
染
み
こ
む
。
そ
れ
ゆ
え
、
過
去
の
悪
行
の
ゆ
え
に
罰
の
苦
し
み
を
耐
え
忍
び

浄
化
さ
れ
る
。
あ
る
者
は
虚
空
に
吊
ら
れ
、
突
き
刺
す
よ
う
な
風
に
容
赦
な
く
さ
ら
さ
れ
る
。
ま
た
あ
る
者
は
、
圧
倒
的
な
炎
の
う
ね
り
の
中

で
罪
の
遺
骸
を
処
分
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
の
た
め
に
、
霊
的
な
苦
痛
と
い
う
監
獄
に
耐
え
る
」。A

eneid, B
ook V

I.

（
ウ
ェ

ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』、
岡
道
男
・
高
橋
宏
幸
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
二
八
五
頁
参
照
。）

（
11
） R

epublic, 490

―505.

（
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』（
下
）、
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
三
頁
参
照
。）
同
様
に
、「
雑
多
な
個
々
の

現
象
」
が
主
知
主
義
的
に
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
。
概
し
て
、『
国
家
』
の
狙
い
は
、
歴
史
的
具
体
性
に
相
反
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、

「
雑
多
な
個
々
の
現
象
」
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
ま
さ
に
歴
史
の
本
質
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
も
、
ま
た
、
い
か
な
る
哲
学
や
宗
教
に
も
、
完
全

に
一
貫
し
た
歴
史
の
否
定
は
な
い
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
い
て
は
、
バ
ラ
モ
ン
階
級
は
歴
史
を
超
越
す
る
と
い
う
優
れ
た
能
力
と
い
う
威
信
を

行
使
し
、
歴
史
を
社
会
的
政
治
的
権
力
へ
と
変
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
社
会
を
支
配
す
る
。
歴
史
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
お
け
る
そ
の
祭
司

的
技
能
は
、
社
会
を
支
配
す
る
権
力
の
基
礎
と
な
る
。

（
12
） R

epublic, 518.

（
同
上
書
、
一
〇
四
頁
参
照
。）
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（
13
） R

epublic, 532 B
.

（
同
上
書
、
一
四
二
頁
参
照
。）
引
用
は
全
て
『
国
家
』
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、『
国
家
』
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う

な
歴
史
的
具
体
性
へ
と
向
か
う
傾
向
が
主
と
し
て
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
的
論
理
か
ら
幾
分
逸
脱
す
る
よ
う
な

著
作
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
け
る
基
調
が
曖
昧
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
重
要
で
あ
る
。

（
14
） 

第
一
巻
第
五
章
に
お
け
る
、「
魂
」
と
「
理
性
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
。

（
15
） E

nneads, B
ook III, 10.

（
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
「
エ
ネ
ア
デ
ス
」、
前
掲
書
、
四
七
三
―
四
七
四
頁
参
照
。）

（
16
） Ibid., B

ook II, 4.

（
17
） Ibid., B

ook IV, 8.

（
18
） 

最
も
一
貫
し
て
歴
史
に
無
関
心
な
仏
教
に
お
い
て
さ
え
、
歴
史
か
ら
の
解
放
と
い
う
主
要
な
思
想
と
一
貫
し
な
い
諸
要
素
が
あ
る
。
歴
史
へ
の

傾
向
は
特
に
、
大
乗
仏
教
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
菩
薩
は
、
歴
史
に
お
け
る
救
い
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
最
終
的
な
歴
史
か
ら
の
解
放

を
断
念
す
る
。

（
19
） 

引
用
は “C

hristianity and C
lassical C

ulture ” by C
harles N

orris C
ochrane, p.167 

か
ら
。
こ
の
著
作
は
、
古
典
的
精
神
が
、
自
然
や
理
性

と
は
対
照
的
に
、
歴
史
固
有
の
諸
現
実
を
不
適
切
に
受
け
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
深
い
分
析
で
あ
る
。

（
20
） 

ロ
ー
マ
の
文
学
に
お
い
て
最
も
重
要
な
メ
シ
ア
的
響
き
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
牧
歌
』
第
四
歌
の
よ
く
知
ら
れ
た
節
に
あ
る
。（
ウ
ェ
ル
ギ

リ
ウ
ス
『
牧
歌
／
農
耕
詩
』、
小
川
正
廣
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
―
二
九
頁
参
照
。）

彼
を
祝
福
せ
よ
。
こ
の
子
と
と
も
に

鉄
の
時
代
は
終
わ
る
。

彼
を
祝
福
せ
よ
。
こ
の
子
と
と
も
に

黄
金
に
輝
く
種
族
が
立
ち
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。

清
ら
か
な
ル
キ
ナ
よ
、
こ
の
子
を
祝
福
せ
よ
。

今
や
、
あ
な
た
の
兄
ア
ポ
ロ
の
世
が
始
ま
る
。

　
　
　

こ
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
メ
シ
ア
的
展
望
は
、
変
革
さ
れ
た
自
然
へ
の
希
望
を
含
ん
で
い
る
。
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山
羊
は
乳
房
を
乳
で
い
っ
ぱ
い
に
満
た
し
て

ひ
と
り
で
に
家
に
帰
り
、

家
畜
は
も
は
や

大
き
な
恐
ろ
し
い
獅
子
を
怖
が
ら
な
い
。

そ
し
て
蛇
は
死
に
絶
え
、

毒
を
持
つ
草
も
消
え
失
せ
る
。

世
界
を
統
治
す
る
で
あ
ろ
う
神
の
如
き
皇
帝
と
い
う
概
念
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
、
聖
な
る
羊
飼
い
と
し
て
の
王
の
統
治
へ
の
希
望
に
類

似
し
て
い
る
。

し
か
し
あ
の
子
は
神
々
と
生
を
分
か
ち
合
い
、

神
々
と
交
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
英
雄
た
ち
と
交
わ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
自
ら
神
々
の
眼
差
し
を
浴
び
、

父
親
譲
り
の
徳
で
、
世
界
を
平
和
の
う
ち
に
統
治
す
る
だ
ろ
う
。

ロ
ー
マ
に
お
け
る
メ
シ
ア
信
仰
と
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
他
の
メ
シ
ア
的
文
学
に
負
う
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
十
全
な
議
論
と
し
て
は
、

E
duard N

orden, D
ie G

eburt des K
indes: G

eschichte einer R
eligioesen Idee. 

を
参
照
。

（
21
） 

イ
ザ
ヤ
四
〇
：
一
一
「
主
は
羊
飼
い
と
し
て
群
れ
を
養
い
、
御
腕
を
も
っ
て
集
め
、
小
羊
を
ふ
と
こ
ろ
に
抱
き
、
そ
の
母
を
導
い
て
行
か
れ
る
」。

同
様
に
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
三
七
：
二
四
「
わ
た
し
の
僕
ダ
ビ
デ
は
彼
ら
の
王
と
な
り
、
一
人
の
牧
者
が
彼
ら
す
べ
て
の
牧
者
と
な
る
。
彼
ら
は
わ

た
し
の
裁
き
に
従
っ
て
歩
み
、
わ
た
し
の
掟
を
守
り
行
う
」。
エ
ジ
プ
ト
の
メ
シ
ア
的
文
書
「
イ
プ
エ
ル
の
訓
戒
」
に
は
、
理
想
の
王
が
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
彼
は
炎
を
冷
や
す
。
彼
は
人
類
の
牧
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
心
に
悪
意
は
な
い
。
そ
の
群
れ
が
わ
ず
か
な
と

き
、
彼
は
群
れ
を
集
め
て
一
日
を
過
ご
し
、
人
々
の
心
は
熱
く
さ
れ
る
」（
杉
勇
・
屋
形
禎
亮
訳
「
イ
プ
エ
ル
の
訓
戒
」、『
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
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集
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
四
六
〇
頁
参
照
）。J. H

. B
reasted, T

he D
aw

n of C
onscience, p.198.

初
期
の
帝
国
の
メ
シ
ア
信
仰
に
お
い
て
、
ペ
ル
シ
ア
の
そ
れ
は
、
こ
の
利
己
主
義
的
・
帝
国
主
義
的
要
素
を
超
え
る
こ
と
に
、
ま
た
、
そ
の

歴
史
解
釈
に
お
い
て
、
真
の
普
遍
性
に
達
す
る
こ
と
に
最
も
近
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
十
全
に
形
成
さ
れ
た
ペ
ル
シ
ア
の
メ
シ
ア
信
仰
は
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
で
あ
り
、
ま
た
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
主
義
は
、
パ
ー
ル
シ
ー
教
に
お
け
る
預
言
者
的
改
革
運
動
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
普
遍

性
は
、
前
預
言
者
的
と
い
う
よ
り
は
預
言
者
的
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
以
外
で
の
唯
一
の
預
言
者
的
メ

シ
ア
信
仰
で
あ
る
。

（
22
） 

イ
ザ
ヤ
一
一
：
三
―
四
（
口
語
訳
）

（
23
） B

reasted, op.cit, p.189.
（
屋
形
禎
亮
・
杉
勇
訳
「
雄
弁
な
農
夫
の
物
語
」、『
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
集
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
四
四
六
頁

参
照
。）

（
24
） 

最
近
で
は
、「
ブ
ッ
ク
マ
ン
主
義
」〔
米
国
の
宗
教
指
導
者 Frank N

.D
. B

uchm
an

（1878

―1961

）
を
中
心
と
し
て
唱
導
さ
れ
た
宗
教
運
動
で
、

公
私
に
お
け
る
絶
対
的
道
徳
性
を
強
調
し
た
。
道
徳
再
武
装
運
動
と
も
呼
ば
れ
る
〕
と
し
て
知
ら
れ
る
宗
教
的
運
動
に
お
け
る
も
の
が
あ
る
。

（
25
） 

当
時
の
メ
シ
ア
信
仰
に
対
す
る
ア
モ
ス
の
非
難
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
中
に
あ
る
。「
災
い
だ
、
主
の
日
を
待
ち
望
む
者
は
。
主
の
日
は
お
前

た
ち
に
と
っ
て
何
か
。
そ
れ
は
闇
で
あ
っ
て
、
光
で
は
な
い
。」（
ア
モ
ス
五
：
一
八
）。

（
26
） 

ダ
マ
ス
コ
に
つ
い
て
は
一
：
三
―
五
、
ガ
ザ
に
つ
い
て
は
一
：
六
―
八
、
ア
ン
モ
ン
に
つ
い
て
は
一
：
一
三
―
一
五
、
モ
ア
ブ
に
つ
い
て
は
二
：

一
―
三
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

ア
モ
ス
九
：
七

（
28
） 

ア
モ
ス
三
：
二
「
地
上
の
全
部
族
の
中
か
ら
わ
た
し
が
選
ん
だ
の
は
お
前
た
ち
だ
け
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
お
前
た
ち
を
す
べ
て
の
罪
の

ゆ
え
に
罰
す
る
」。

（
29
） 

ア
モ
ス
七
：
一
二
―
一
三
「
ア
マ
ツ
ヤ
は
ア
モ
ス
に
言
っ
た
。『
先
見
者
よ
、
行
け
。
ユ
ダ
の
国
へ
逃
れ
、
そ
こ
で
糧
を
得
よ
。
そ
こ
で
預
言
す

る
が
よ
い
。
だ
が
、
ベ
テ
ル
で
は
二
度
と
預
言
す
る
な
。
こ
こ
は
王
の
聖
所
、
王
国
の
神
殿
だ
か
ら
』」。

（
30
） 

と
り
わ
けW

. O
. E

. O
esterley, T

he E
volution of the M

essianic Idea, C
h.16  

参
照
。

（
31
） 

ほ
と
ん
ど
の
旧
約
本
文
批
判
が
そ
う
考
え
る
よ
う
に
、
ア
モ
ス
九
：
一
一
―
一
五
に
お
け
る
希
望
の
言
葉
が
、
後
の
挿
入
に
よ
る
と
す
る
な
ら

ば
そ
う
で
あ
る
。
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（
32
） 

も
ち
ろ
ん
、「
啓
示
」
の
始
ま
り
も
含
め
て
、
歴
史
に
お
い
て
は
何
事
に
も
絶
対
的
始
ま
り
な
ど
な
い
。
ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
者
宗
教
に
お
い
て
、

神
の
超
越
と
い
う
観
念
が
ど
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
は
、K

oenigtum
 G

ottes

〔
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ブ
ー
バ
ー
『
神
の
王
国
』、
木
田
献
一
・
北
博
訳
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
〕
に
お
い
て
、
こ
の
、
神
の
超
越
に
つ
い
て
の

預
言
者
的
観
念
は
、
始
め
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
神
教
に
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
と
説
得
力
を
も
っ
て
主
張
す
る
。
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ザ

ヤ
四
五
：
五
―
一
〇
に
お
け
る
、
超
越
的
威
厳
に
つ
い
て
の
高
度
に
発
達
し
た
概
念
は
、
十
戒
に
お
い
て
神
が
「
わ
た
し
は
あ
な
た
の
神
、
主

で
あ
っ
て
、
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
、
奴
隷
の
家
か
ら
導
き
出
し
た
者
で
あ
る
。
あ
な
た
は
わ
た
し
の
ほ
か
に
何
も
の
を
も
神
と
し
て
は
な

ら
な
い
」（
申
命
記
五
：
六
―
七
）
と
宣
言
し
た
と
き
に
暗
に
示
さ
れ
た
考
え
方
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
。「
何
一
つ
、
足
さ
れ
も
引
か
れ
も
し

な
か
っ
た
」
と
ブ
ー
バ
ー
は
述
べ
る
。「
最
初
は
秘
め
ら
れ
て
い
た
無
制
約
の
性
質
が
、
今
や
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
の
だ
」（p.89

）。〔
訳
書
、

一
三
三
頁
参
照
。〕

イ
エ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
に
お
い
て
預
言
者
的
概
念
が
ど
こ
ま
で
遡
る
の
か
確
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
し
か
し
一
方
、
ブ
ー
バ
ー

が
以
下
の
よ
う
に
見
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
。
す
な
わ
ち
、
預
言
者
的
概
念
に
は
、
始
め
か
ら
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
、

十
分
に
発
達
し
た
考
え
が
信
用
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
全
体
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、「
自
然
」
宗
教
と
「
啓
示
」
宗
教
と
の
ま
さ
に
弁
証
法
的
関
係
を
露
わ
に
す
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
関
係
全
体
が
、
ま
さ
に
人
間
の
自
己
超
越
の
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
人
間
は
、
人
間
が
自
分
自
身
の
存
在
の
中
心
に
は

な
り
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
民
族
や
文
化
や
文
明
が
歴
史
の
目
的
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
知
る
に
十
分
な
ほ
ど
に
自
ら
を
超
え
る
。
こ

れ
が
啓
示
の
「
自
然
の
」
基
礎
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
存
在
の
目
的
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
自
身
を
超
え
る
の
で
は
な
い
。
た

だ
、
信
仰
に
よ
っ
て
、
神
が
人
間
に
対
し
て
、
ま
た
「
反
し
て
」
語
り
か
け
る
神
の
声
を
理
解
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
。

（
33
） 

イ
ザ
ヤ
は
、
異
邦
人
と
不
道
徳
な
イ
ス
ラ
エ
ル
に
最
後
の
裁
き
を
予
告
す
る
と
と
も
に
（
イ
ザ
ヤ
一
七
：
九
―
一
四
）、
異
邦
人
に
は
裁
き
を
、

イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
擁
護
を
告
げ
も
す
る
（
イ
ザ
ヤ
一
三
：
九
―
一
四
：
二
）。
同
様
の
曖
昧
さ
は
、
マ
ラ
キ
書
（
三
：
一
八
と
四
：
三
）
と
ゼ
カ

リ
ヤ
書
（
第
一
二
章
）
に
も
見
出
さ
れ
る
。

（
34
） 

エ
ノ
ク
書
、
十
二
族
長
の
遺
訓
、
バ
ル
ク
書
、
第
四
エ
ズ
ラ
書
な
ど
。

（
35
） 

マ
カ
バ
イ
記
二
、
モ
ー
セ
の
遺
訓
、
エ
ノ
ク
書
の
い
く
つ
か
の
部
分
な
ど
。

（
36
） 

ル
カ
四
：
五
―
七
。
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（
37
） 

ア
モ
ス
五
：
一
二
。

（
38
） 
ア
モ
ス
八
：
四
。

（
39
） 
と
り
わ
け
イ
ザ
ヤ
三
：
一
六
、
五
：
八
、
六
一
：
八
、
ミ
カ
二
：
一
―
二
、
ホ
セ
ア
一
〇
：
一
三
参
照
。
他
に
も
言
及
し
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く

の
箇
所
が
あ
る
。

（
40
） 

メ
シ
ア
的
統
治
は
、
イ
ザ
ヤ
書
の
よ
う
な
初
期
の
形
態
に
お
い
て
さ
え
も
自
然
の
限
界
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ヤ
書
に
よ
れ
ば
、「
狼
は

小
羊
と
共
に
宿
り
、
豹
は
子
山
羊
と
共
に
伏
」
す
（
イ
ザ
ヤ
一
一
：
六
）。
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
形
態
に
お
い
て
は
、
平
和
と
正
義
へ
の
希
望
は
、
自

然
に
お
け
る
変
化
へ
の
期
待
を
伴
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
わ
が
群
れ
を
救
い
、
二
度
と
略
奪
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
羊
と

羊
と
の
間
を
裁
く
。
わ
た
し
は
彼
ら
の
た
め
に
一
人
の
牧
者
を
起
こ
し
、
彼
ら
を
牧
さ
せ
る
。
…
…
わ
た
し
は
彼
ら
と
平
和
の
契
約
を
結
ぶ
。

悪
い
獣
を
こ
の
土
地
か
ら
断
ち
、
彼
ら
が
荒
れ
野
に
お
い
て
も
安
ん
じ
て
住
み
、
森
の
中
で
も
眠
れ
る
よ
う
に
す
る
」（
エ
ゼ
キ
エ
ル
三
四
：

二
二
―
二
五
）。

（
41
） 

ミ
カ
三
：
一
一
―
一
二
。

（
42
） 

第
一
巻
の
五
章
と
七
章
を
参
照
。

（
43
） 

エ
レ
ミ
ヤ
は
、
彼
の
悲
観
主
義
を
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
す
る
。「
ク
シ
ュ
人
は
皮
膚
を
、
豹
は
ま
だ
ら
の
皮
を
変
え
え
よ
う
か
。
そ
れ
な
ら
、

悪
に
馴
ら
さ
れ
た
お
前
た
ち
も
正
し
い
者
と
な
り
え
よ
う
」（
エ
レ
ミ
ヤ
一
三
：
二
三
）。
ま
し
て
イ
ザ
ヤ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
下
さ
れ
る
神
の

言
葉
の
影
響
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
深
く
悲
観
主
義
的
な
概
念
を
持
つ
。
神
の
言
葉
の
結
果
は
、「
こ
の
民
の
心
を
か
た
く
な
に
し
、
耳
を
鈍
く
、

目
を
暗
く
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
霊
的
鈍
感
さ
は
、「
町
々
が
崩
れ
去
っ
て
、
住
む
者
も
な
」
い
と
い
う
裁
き
以
外
の
何
も
の
に

も
屈
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。（
イ
ザ
ヤ
六
：
九
―
一
一
）

（
44
） 

特
に
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
に
お
け
る
、
国
家
へ
の
一
連
の
裁
き
を
参
照
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
二
六
―
三
四
章
。

（
45
） 

イ
ザ
ヤ
六
四
：
一
―
九
（
口
語
訳
）

（
46
） 

我
々
の
時
代
も
、
民
主
主
義
的
文
明
に
対
す
る
専
制
政
治
の
勝
利
と
い
う
出
来
事
の
中
で
、
こ
の
同
様
の
難
局
に
直
面
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
疑
い
な
く
、
そ
の
よ
う
な
勝
利
は
民
主
主
義
的
文
明
の
あ
ら
ゆ
る
弱
さ
と
悪
徳
と
を
暴
き
出
す
。
ま
た
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
文
明

の
罪
に
対
す
る
神
の
裁
き
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
疑
問
は
残
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
暴
君
が
勝
利
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
な
ぜ
、
我
々
よ
り
も
悪
い
者
た
ち
が
裁
き
の
執
行
者
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
難
局
の
圧
力
の
下
で
、
全
て
の
重
要
な
宗
教
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は
、
歴
史
に
近
接
し
、
ま
た
、
こ
の
上
な
く
歴
史
的
な
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
、
生
と
歴
史
の
究
極
の
問
い
に
つ
い
て
の
洞

察
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
宗
教
は
、
歴
史
の
中
間
的
な
目
的
と
し
て
、
専
制
政
治
の
崩
壊
を
望
む
で
あ
ろ
う
。

（
47
） 
五
―
七
章
参
照
。

（
48
） 

ヘ
ブ
ラ
イ
的
黙
示
文
書
が
、
メ
シ
ア
へ
の
希
望
の
論
理
的
最
高
潮
で
は
な
く
、
堕
落
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
批
判
の
学
派
に

お
い
て
広
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
学
派
は
、
黙
示
文
書
が
関
心
を
持
つ
、
時
間
と
永
遠
と
の
、
そ
し
て
歴
史
と
超
歴
史
と
の
問
題
の
基
本
的

重
要
性
を
理
解
し
て
い
な
い
。

（
49
） 

エ
ノ
ク
の
た
と
え
に
お
い
て
、
隠
さ
れ
た
メ
シ
ア
は
以
下
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。「
太
陽
と
徴
が
創
造
さ
れ
る
以
前
、
空
の
星
が
作
ら
れ
る
以

前
か
ら
、
彼
の
名
は
霊
魂
の
主
の
前
で
呼
ば
れ
た
。
…
…
世
界
が
創
造
さ
れ
る
前
か
ら
、
彼
は
選
ば
れ
、
彼
〔
霊
魂
の
主
〕
の
前
に
隠
さ
れ
た

0

0

0

0

」。

（
村
岡
崇
光
訳
「
エ
チ
オ
ピ
ア
語
エ
ノ
ク
書
」、『
聖
書
外
典
偽
典
4 

旧
約
偽
典
Ⅱ
』、
教
文
館
、
一
九
七
五
年
、
二
一
二
頁
参
照
）

（
50
） 

エ
ノ
ク
書
に
お
い
て
、
裁
き
と
同
様
に
憐
れ
み
の
必
要
性
を
説
く
挿
入
部
が
あ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
の
詩
篇
に
お
い
て
も
エ
ノ
ク
の
た
と
え
に

お
い
て
も
、
裁
き
と
憐
れ
み
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
終
的
問
い
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。J. W

icks, T
he D

octrine of G
od in Jew

ish 

A
pocryphal and A

pocalyptic Literature. 
参
照
。

（
51
） 

以
下
を
参
照
。
第
四
エ
ズ
ラ
書
七
：
四
七
「
私
は
今
分
か
り
ま
し
た
。
来
る
べ
き
世
に
喜
び
を
受
け
る
の
は
ご
く
わ
ず
か
な
人
々
で
あ
り
、
多

く
の
人
々
は
懲
ら
し
め
を
受
け
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
の
中
に
は
悪
い
心
が
増
大
し
、
神
か
ら
私
た
ち
を
引
き
離
し
、
腐
敗
へ
と
導

く
か
ら
で
す
。
…
…
し
か
も
そ
れ
は
少
数
の
人
で
は
な
く
、
造
ら
れ
た
人
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
な
の
で
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
同
七
：
一
一
八
―
一
二
〇
「
あ
あ
、

ア
ダ
ム
よ
、
あ
な
た
は
い
っ
た
い
何
と
い
う
こ
と
を
し
た
の
か
。
あ
な
た
が
罪
を
犯
し
た
と
き
、
あ
な
た
だ
け
が
堕
落
し
た
の
で
は
な
く
、
あ

な
た
か
ら
生
ま
れ
た
私
た
ち
も
堕
落
し
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
に
不
死
の
世
が
約
束
さ
れ
て
い
て
も
、
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
つ
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
が
死
を
も
た
ら
す
悪
行
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
永
遠
の
希
望
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
最
悪
な
こ
と
に
、
む
な

し
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」〔
新
共
同
訳　

旧
約
聖
書
続
編
「
エ
ズ
ラ
記
（
ラ
テ
ン
語
）」
参
照
。
ま
た
、
八
木
誠
一
・
八

木
綾
子
訳
「
第
四
エ
ズ
ラ
書
」、『
聖
書
外
典
偽
典
5 

旧
約
偽
典
Ⅲ
』、
教
文
館
、
一
九
七
六
年
、
一
八
六
頁
、
一
九
一
頁
参
照
〕。
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