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159 歴史の可能性と限界

歴
史
の
可
能
性
と
限
界

『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
部
「
人
間
の
運
命
」
第
三
章ラ

イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

髙
橋
義
文
・
訳

《
訳
者
ま
え
が
き
》

＊ 

本
稿
は
、R

einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol. 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

）, C
hapter III: T

he 

Possibilities and Lim
its of H

istory

の
全
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
、
髙
橋
義

文
が
下
訳
を
担
当
し
、
柳
田
洋
夫
、
松
本
周
、
鈴
木
幸
の
四
名
に
よ
る
共
同
討
議
を
経
た
も
の
で
あ
る
（
こ
こ
で
は
、
下
訳

者
を
一
応
訳
者
と
し
て
明
記
し
た
）。
最
終
稿
に
至
っ
て
い
な
い
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
読
者
の
忌
憚
の
な
い
ご
指
摘
・

ご
意
見
を
い
た
い
て
、
今
後
の
修
正
作
業
に
生
か
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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＊ 

な
お
、
邦
訳
さ
れ
て
い
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
使
用
ま
た
は
参
照
し
、
訳
書
の
頁
数
を
記
し
た
。
聖
書
の
テ
キ
ス
ト

は
主
と
し
て
日
本
聖
書
協
会
新
共
同
訳
を
用
い
、
人
名
表
記
は
原
則
と
し
て
『
キ
リ
ス
ト
教
人
名
辞
典
』（
日
本
キ
リ
ス
ト

教
団
出
版
局
）
お
よ
び
『
岩
波 

西
洋
人
名
辞
典
』（
増
補
版
）
に
よ
っ
た
。﹇　

﹈
内
は
す
べ
て
訳
者
の
補
足
で
あ
る
。

Ⅰ　
﹇
序
﹈

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
こ
う
主
張
す
る
。
歴
史
に
対
す
る
神
の
主
権
を
明
ら
か
に
す
る
キ
リ
ス
ト
が
、
同
時
に
人
間
本
性
の
完
璧
な
規
範

で
も
あ
る
、
と
。
キ
リ
ス
ト
は
「
神
の
子
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
第
二
の
ア
ダ
ム
」﹇
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
五
・
四
五
―
四
七
参
照
﹈
な
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
正
義
と
憐
れ
み
の
逆
説
的
な
関
係
の
啓
示
と
し
て
、
神
と
歴
史
の
関
係
を
め
ぐ
る
究
極
的
な
秘
義
の
覆
い
を
取
り
除

く
。
こ
の
啓
示
が
、
歴
史
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
裁
き
が
歴
史
に
お
け
る
善
と
悪
の
区
別
を
維
持
し
、
神
の
憐
れ
み

が
罪
深
い
堕
落
を
究
極
的
に
克
服
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
ら
の
生
と
歴
史
を
全
う
し
よ
う
と
偽
り
に
満
ち
た
空
し
い
努
力
を
重
ね

る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
道
徳
的
達
成
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
そ
の
堕
落
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
本
性
の
規
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
究
極
的
な
完
全
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
の
完
全
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
徳
の
集
成
で
も
な
け
れ
ば
、
個
々
の
法
を
犯
さ
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
犠
牲
愛
で
あ
る
。
十
字
架

は
、
神
の
愛
を
象
徴
し
、
神
の
完
全
が
歴
史
の
悲
劇
に
自
ら
苦
し
み
つ
つ
関
わ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
同

じ
十
字
架
が
、
人
間
の
完
全
が
歴
史
の
中
で
は
達
成
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
す
る
。
犠
牲
愛
は
歴
史
を
超
越
す
る
。
し
か
し
思
想
が
行
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為
を
超
え
る
よ
う
に
歴
史
を
超
越
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
犠
牲
愛
は
歴
史
に
お
け
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
歴
史
の
中
で
そ
れ
自
体

の
正
当
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
最
高
善
は
あ
く
ま
で
も
相
互
愛
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
存

在
の
社
会
的
要
求
は
、
他
者
の
利
益
へ
の
関
心
が
そ
れ
に
応
え
る
愛
情
を
促
し
生
み
出
す
よ
う
な
相
互
愛
に
お
い
て
初
め
て
満
た
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
最
高
善
で
あ
る
相
互
愛
が
、
歴
史
上
の
生
命
力
が
そ
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
有
す
る
一
貫
性
と
整
合
性
の

基
準
に
合
致
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
）
1
（

。
一
般
的
な
利
害
関
係
の
領
域
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
は
す
べ
て
、
必
ず
要
求
に
比
例
し
て
満
た
さ

れ
、
相
互
に
調
和
す
る
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
な
存
在
に
よ
っ
て

限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
自
然
の
道
徳
基
準
に
反
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
生
を
、
自
然
と
歴
史
を
同
一
と
見
な
す
視
点
か
ら
の
み
理
解
す
る
と
、
他
者
の
た
め
に
自
己
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
心

理
学
的
に
見
て
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
、
自
己
が
自
己
の
命
を
物
理
的
存
在
と
見
な
す
と
し
た
ら
、
自
分
の
「
命
を
失
う
者
は
、
か
え
っ
て

そ
れ
を
得
る
」﹇
マ
タ
イ
一
〇
・
三
九
﹈
と
い
う
福
音
書
の
倫
理
の
倫
理
的
逆
説
は
意
味
を
持
ち
え
な
い
。
こ
の
逆
説
が
意
味
を
持
ち
う
る
の

は
、
生
の
次
元
が
歴
史
的
な
在
り
方
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
エ
ス
が
自
分
に
従
う
者

に
約
束
し
た
報
酬
は
「
復
活
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
犠
牲
愛
は
、「
永
遠
」
が
歴
史
的
倫
理
の
領
域
に
接
す
る
地
点
を
表
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犠
牲
愛
は
す
べ
て
の
歴
史
的
な
倫
理
を
支
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
己
の
行
為
が
他
者

の
応
答
を
得
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
の
恐
れ
に
駆
ら
れ
る
な
ら
、
自
己
は
、
他
者
と
相
互
的
で
応
答
的
な
愛
情
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
相
互
関
係
の
達
成
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
行
為
の
意
図
や
目
標
に
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
犠
牲
愛
は
逆
説
的
に
相
互
愛
と
関
係
す
る
。
そ
し
て
そ
の
関
係
は
、
歴
史
と
超
歴
史
の
関
係
全
般
に
お
け
る
倫
理
的
な
部
分
に
相

当
す
る
の
で
あ
る
。

犠
牲
愛
と
相
互
愛
の
関
係
は
、
啓
示
宗
教
の
真
理
と
し
て
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
か
ら
離
れ
て
は
何
も
知
り
え
な
い

真
理
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
の
倫
理
問
題
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
厳
密
に
分
析
す
る
な
ら
、
歴
史
は
、
最
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高
善
が
歴
史
上
の
規
定
や
可
能
性
を
超
越
す
る
と
い
う
仕
方
で
歴
史
自
体
を
超
越
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
た
と
え
十

字
架
の
深
遠
な
宗
教
的
意
味
が
完
全
に
理
解
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
通
常
の
想
像
力
は
最
高
の
倫
理
的
規
範
の
象
徴
と
し
て
の
十
字
架
と
固

く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
経
験
か
ら
、
絶
え
ず
次
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
い
く
ば
く
か
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
で
は
な
く
他
者
へ
の
関
心
は
、
純
粋
に
歴
史
的
で
こ
の
世
的
な
観
点
か
ら
は
弁
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
結

果
に
必
ず
行
き
着
く
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
十
字
架
に
具
現
し
て
い
る
倫
理
的
真
理
は
、
十
字
架
に
内
包
さ
れ
て
い
る
宗
教
的

啓
示
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
神
と
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
の
宗
教
的
啓
示
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

倫
理
的
生
は
、
利
己
主
義
的
功
利
主
義
と
神
秘
主
義
的
倫
理
の
い
ず
れ
か
に
頽
落
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
、
自
己
執

着
の
動
機
を
倫
理
的
規
範
と
見
な
し
、
後
者
は
、
歴
史
の
緊
張
と
不
完
全
な
調
和
か
ら
永
遠
に
お
け
る
生
の
未
分
化
の
統
一
へ
と
逃
避
す
る

の
で
あ
る
。Ⅱ　

犠
牲
愛
と
キ
リ
ス
ト
の
無
罪
性

犠
牲
愛
と
相
互
愛
の
逆
説
的
な
関
係
は
、
キ
リ
ス
ト
の
無
罪
性
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
が
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
そ

の
よ
う
な
関
係
は
、
イ
エ
ス
が
人
間
で
も
あ
り
神
で
も
あ
っ
た
と
の
教
理
を
宗
教
的
道
徳
的
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
、
こ
の
教
理
を
形
而
上

学
的
に
も
っ
と
も
ら
し
く
弁
証
す
る
必
要
性
を
否
定
す
る
。
こ
の
教
理
を
形
而
上
学
的
に
も
っ
と
も
ら
し
く
弁
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の

は
、
キ
リ
ス
ト
論
論
争
の
時
代
﹇
二
世
紀
か
ら
五
世
紀
﹈
に
よ
っ
て
十
分
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
代
、
キ
リ
ス
ト
教

思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
が
全
く
の
人
間
で
あ
り
な
が
ら
な
お
人
間
を
超
越
し
て
い
た
と
い
う
思
想
を
表
現
し
よ
う
と
空
し
い
努
力
を
重
ね
た
。

こ
の
論
争
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
生
の
人
性
と
神
性
の
ど
ち
ら
か
を
否
定
も
し
く
は
曖
昧
に
す
る
幾
多
の
異
端
が
生
ま
れ
た
。
そ
う
し
た
異
端
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は
、
正
統
主
義
の
主
張
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
正
統
主
義
の
主
張
は
、
形
而
上
学
的
不
条
理
に
深
入
り
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
神
性
の
本
質
が
無
制
約
的
な
性
格
に
あ
り
、
人
性
の
本
質
が
条
件
づ
け
ら
れ
た
偶
然
的
性
質
に
あ
る
以
上
、
同
一
の
人
物
に

つ
い
て
こ
の
二
つ
の
資
質
を
同
時
に
主
張
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
無
理
で
あ
る
。
ま
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
内
部
に
お
い
て
、
神
性
が
人
性
の

資
質
を
限
定
せ
ず
、
人
間
存
在
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
性
格
が
神
性
の
無
制
約
的
な
性
格
と
矛
盾
し
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
不
可
能

で
あ
る
。
人
性
と
神
性
の
間
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
る
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
と
の
間
の
深
い
隔
た
り
は
、
そ
れ
ら
の
絶
対
的
な
区
別
に
端

を
発
す
る
形
而
上
学
的
思
弁
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

神
が
啓
示
さ
れ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
は
十
字
架
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
の
重
要
性
は
次
の
点
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
へ
の
神
の
関
与
を
歴
史
の
構
造
に
対
す
る
ほ
か
な
ら
ぬ
神
の
超
越
の

結
果
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
神
の
究
極
的
な
尊
厳
は
、
構
造
の
内
部
に
あ
る
神
の
力
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
諸
構
造
を
超
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
実
在
の
論
理
的
側
面
を
超
え
る
、
神
の
自
由
の
力
の
中
に
あ
る
。
こ
の
自
由
は
、
裁

き
を
超
え
る
憐
れ
み
の
力
で
も
あ
る
。
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
、
神
は
、
実
在
の
構
造
的
性
格
に
自
由
を
用
い
て
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
自
由

な
人
間
の
罪
と
苦
し
み
に
関
わ
る
）
2
（

。
こ
う
し
て
、
神
の
ア
ガ
ペ
ー
は
、
神
の
究
極
的
な
尊
厳
を
表
現
す
る
と
と
も
に
歴
史
へ
の
関
わ
り
を
も

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
の
愛
、
す
な
わ
ち
私
欲
の
な
い
犠
牲
的
な
ア
ガ
ペ
ー
は
、
人
間
存
在
の
最
高
の
可
能
性
で
あ
っ
て
、
神
の
尊
厳
と
矛
盾
で
は
な

く
逆
説
の
関
係
に
あ
る
。
異
端
を
論
駁
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
正
統
主
義
が
使
用
し
た
表
現
を
用
い
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
し

た
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
人
間
で
も
あ
り
神
で
も
あ
る
と
い
う
主
張
は
矛
盾
で
あ
る
。
異
端
は
、
歴
史
的
な
る
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
と
の
間
に

関
係
が
あ
り
う
る
こ
と
を
、
歴
史
を
強
調
す
る
か
、
永
遠
を
強
調
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
の
視
点
か
ら
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
が
人
間
で
も
あ
り
神
で
も
あ
る
と
の
矛
盾
は
強
く
主
張
さ
れ
続
け
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
矛
盾
に
は
、
勝
利
す
る

た
め
に
へ
り
く
だ
る
神
の
ア
ガ
ペ
ー
と
、
犠
牲
的
な
行
為
の
中
で
歴
史
を
超
え
る
人
間
の
ア
ガ
ペ
ー
と
の
逆
説
的
な
関
係
に
つ
い
て
、
キ
リ
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ス
ト
教
信
仰
が
す
べ
て
の
形
而
上
学
的
思
弁
を
超
え
て
把
握
し
て
き
た
も
の
を
、
不
十
分
な
が
ら
も
表
現
し
て
い
た
と
い
う
面
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
の
関
係
は
、
矛
盾
し
て
い
な
い
と
し
て
も
逆
説
的
で
あ
る
。
仮
に
、
神
の
愛
の
最
終
的
な

尊
厳
、
究
極
的
な
自
由
、
完
全
な
私
欲
の
無
さ
な
ど
に
対
応
す
る
も
の
が
歴
史
の
中
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
悲
劇
に
終
わ
る
よ
う
な

生
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
生
は
、
歴
史
的
存
在
の
主
張
や
そ
れ
へ
の
反
論
に
加
わ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
か
ら
で

あ
る
。「
自
分
の
利
益
を
求
め
…
…
な
い
」
愛
﹇
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
三
・
五
﹈
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
利
益
を
求
め
な
い
よ

う
な
愛
は
、
歴
史
的
社
会
の
中
で
そ
れ
自
体
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
他
者
の
度
を
過
ぎ
た
自
己
主
張
の
餌
食
と
な
る
だ

け
で
は
な
い
。
歴
史
に
お
け
る
最
も
完
全
に
均
衡
の
と
れ
た
正
義
の
制
度
で
さ
え
、
競
合
す
る
意
志
と
利
害
の
均
衡
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
制
度
は
、
そ
こ
に
関
与
し
な
い
人
々
に
ま
で
害
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
の
重
要
な
対
比
は
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
が
想
定
し
た
よ
う
な
、「
非
受
苦
性
と
受
苦
性
」
の
対
比
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
神
性
内
部
の
完
璧
な
一
致
の
中
に
あ
る
力
と
善
の
対
比
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
《
神
的
な
善
》
を
、
完
全
な
無
力
に
よ
っ

て
、
と
い
う
よ
り
も
歴
史
の
競
争
状
態
に
お
け
る
力
の
行
使
の
徹
底
的
な
拒
否
に
よ
っ
て
象
徴
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
た
と
え
、
生
の
戦
い
に
対
す
る
自
己
の
視
点
が
い
か
に
公
平
で
、
そ
の
視
点
が
敵
対
や
競
合
の
状
況
に
関
わ
る
際
に
無
欲
の
地
点
に
ま

で
達
し
た
と
し
て
も
、
歴
史
や
社
会
に
は
自
己
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
《
神
的
な
善
》
が
無
欲
の
愛
を
象
徴
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
た
だ
敵
対
状
況
に
加
わ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
）
3
（

。
敵
対
状
況
に
加
わ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
れ
、
他
者
の
利
己
的
利
益
に
対
し
て
自
分
の
利
己
的
利
益
を
主
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
常
に
、
十
字
架
を
、
こ
の
究
極
的
な
完
全
の
象
徴
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
を
合
理
化
し
よ
う
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
学
よ
り
も
深
く
捉
え
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
は
一
貫
し
て
、
十
字
架
を
、
自
我
と
自
我
の
罪
深
い
対
立
を
乗
り

越
え
る
、
歴
史
に
お
け
る
特
別
な
地
点
と
見
な
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
信
仰
は
、
史
的
イ
エ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
こ
の
完
全
の
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象
徴
に
、
行
き
過
ぎ
た
一
貫
性
を
も
っ
て
あ
て
は
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
他
方
、
神
学
者
た
ち
は
、
こ
の
完
全
に
、
形
而

上
学
的
解
釈
と
律
法
主
義
的
解
釈
の
い
ず
れ
か
を
施
そ
う
と
し
て
き
た
。
形
而
上
学
的
解
釈
を
施
す
神
学
者
た
ち
は
、
神
の
完
全
が
、
通
常

の
人
間
の
性
質
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
処
女
降
誕
の
教
理
に
大
き
く
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
。
処
女
降
誕
を

用
い
た
弁
証
学
的
論
理
の
欠
陥
は
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
処
女
マ
リ
ア
の
無
原
罪
の
懐
胎
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
理
を
必
要
と
し
た
こ
と
か

ら
、
十
分
に
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
母
の
子
は
、
た
と
え
人
間
の
父
を
持
た
ず
に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
、
人
間
の
状
況
全
体

と
有
機
的
に
関
係
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
母
の
無
原
罪
の
懐
胎
と
い
う
教
理
は
、
葛
藤
を
克
服
す
る
見
せ
か
け
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
と

い
う
の
は
、
無
原
罪
の
懐
胎
と
い
う
《
無
限
後
退
》﹇
同
一
の
形
態
の
説
明
や
正
当
化
の
無
限
の
連
鎖
﹈
で
す
ら
、
罪
の
汚
れ
を
除
去
す
る
こ
と

に
ほ
と
ん
ど
役
に
立
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
の
無
罪
性
に
つ
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
も
道
徳
主
義
的
で
自
由
主
義
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
、
キ

リ
ス
ト
の
「
神
意
識
」
の
完
全
さ
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
﹇
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
D
・
E
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー 

一
七
六
八
―
一
八
三
四 

ド
イ
ツ
の
神
学
者
・
哲
学
者
﹈
の
理
解
に
最
も
完
璧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
そ
の
神
意
識
の

概
念
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、
罪
は
な
か
っ
た
が
「
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
と
同
様
に
試
練
に
遭
わ
れ
た
」﹇
ヘ
ブ
ラ
イ

四
・
一
五
﹈
こ
と
を
否
定
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
非
聖
書
的
な
立
場
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
）
4
（

。
も
ち
ろ
ん
、
試
練
を
受
け
る
こ
と
が
あ

る
意
味
で
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
示
唆
し
て
い
る
点
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
正
し
い
。
試
練
は
不
安
の
状
態
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
罪
が
生
じ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
安
は
、
有
限
で
心
も
と
な
い
存
在
の
付
随
物
な
の
で
あ
る
）
5
（

。
そ

れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
真
に
歴
史
的
な
性
格
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
行
為
の
無
罪
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
イ
エ
ス
の
内
部
に
、
教
理
と
目
的
と
行
為
に
つ
い
て
の
驚
く
べ
き
統
一
性
と
一
貫
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
イ
エ
ス
の
倫
理
的
教
理
に
は
、
歴
史
的
状
況
の
相
対
性
や
偶
然
性
を
考
慮
せ
ず
に
神
の
意
志
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
確
固
と
し
た

主
張
が
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
の
生
涯
に
お
け
る
人
を
活
か
す
目
的
は
、
神
の
ア
ガ
ペ
ー
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
生
涯
は
自
己
犠
牲
の



166

行
為
で
頂
点
に
達
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
個
人
の
意
志
が
個
人
の
生
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。
生
は
十
字
架
上
で
終
焉
を
迎
え
る

の
で
あ
る
。
十
字
架
は
、
生
と
教
理
と
が
一
貫
し
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
象
徴
的
意
味
を
持
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
他
方
、
十
字
架
は
、
個
人
の
い
か
な
る
最
高
の
行
為
で
も
な
く
、
愛
の
完
全
を
徹
底
し
て
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
無
罪
性
に
つ
い
て

の
道
徳
主
義
的
な
見
方
は
、
誤
っ
て
生
の
律
法
主
義
的
解
釈
に
堕
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
完
全
や
無
罪
性
は
行
為
を
定
め
た
規
範
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
規
範
の
究
極
性
は
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

十
字
架
は
、
歴
史
に
お
け
る
正
義
や
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
特
定
の
規
範
を
す
べ
て
超
越
す
る
ア
ガ
ペ
ー
の
完
全
を
象
徴
す
る
。
十
字
架

は
、
歴
史
を
超
越
し
、
人
間
の
利
益
や
生
命
力
と
調
和
す
る
こ
と
よ
り
も
神
の
愛
に
従
う
こ
と
を
求
め
る
。
他
者
の
利
益
や
生
命
力
と
の
調

和
は
、
歴
史
に
お
け
る
努
力
の
望
ま
し
い
目
的
で
は
あ
る
。
だ
が
最
後
の
規
範
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
利
己
主
義
の
罪
は
、
歴

史
に
お
け
る
利
害
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
調
和
を
部
分
的
で
不
完
全
な
も
の
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
調
和
を
究
極
の
も
の

と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う
な
生
は
、
倫
理
的
規
範
に
自
己
主
張
の
罪
を
引
き
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

キ
リ
ス
ト
の
無
罪
性
と
完
全
を
、
形
而
上
学
的
も
し
く
は
律
法
主
義
的
に
確
定
す
る
解
釈
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
人
間
の
行
動
を
真

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
人
間
存
在
の
規
範
を
確
定
し
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
有
限
性
の
条
件
を
絶
対
的
に

超
越
す
る
《
神
人
》
の
よ
う
な
存
在
だ
け
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
規
範
を
観
想
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
悔
い
改
め
は
、
た
ち
ま
ち
自
己

満
足
に
変
質
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
生
を
、
有
限
性
の
条
件
の
下
で
営
ま
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
理
想
や

規
範
も
、
わ
れ
わ
れ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
無
意
味
な
も
の
と
し
て
退
け
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
実
際
の
状
況
が
自
然
の
条
件
と
限
界
の
下
に
あ
る
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
決
定
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
限
界
づ
け
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
の
霊ス
ピ
リ
ッ
ト性

は
、
生
の
自
然
的
な
条
件
を
無
限
に
超
越
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
規

準
を
超
え
る
行
為
が
死
や
利
益
の
犠
牲
を
意
味
す
る
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
良
心
が
安
ら
か
に
さ
れ
う
る
規
準
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
命
や

利
益
を
犠
牲
に
す
る
可
能
性
は
常
に
あ
る
が
、
こ
の
可
能
性
に
は
い
つ
で
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
命
を
失
う
こ
と
は
そ
れ
を
得
る
こ
と
で
あ
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る
﹇
マ
タ
イ
一
六
・
二
五
参
照
﹈
と
い
う
確
信
が
伴
う
。
し
か
し
そ
の
《
得
る
こ
と
》
は
、
自
然
と
結
合
し
て
い
る
歴
史
か
ら
見
れ
ば
評
価

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、「
永
遠
」
の
う
ち
に
正
当
性
を
有
す
る
霊ス
ピ
リ
ッ
ト性
の
完
全
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
。
そ
の
《
得
る

こ
と
》
が
意
味
を
持
ち
う
る
と
し
た
ら
、
命
が
、
歴
史
に
お
け
る
現
在
の
条
件
を
超
え
る
生
の
成
就
を
含
む
次
元
で
評
価
さ
れ
る
と
き
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、「
信
仰
に
よ
っ
て
」
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
完
全
が
「
信
仰
に
よ
っ
て
」

の
み
識
別
さ
れ
う
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
完
全
を
、
単
純
な
歴
史
的
事
実
、
つ
ま
り
歴
史
的
規
範
や
規
準
の
観
点
か
ら
評
価
し
う
る
事

実
に
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
努
力
は
、
逆
説
を
不
条
理
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
ア
ガ
ペ
ー
の
完
全
は
、
単
純

に
、
歴
史
の
限
界
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
歴
史
を
超
え
る
ゆ
え
に
無
意
味
な
も
の
と
し
て
退
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ア
ガ

ペ
ー
は
、
歴
史
が
そ
れ
自
体
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
を
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ガ
ペ
ー
は
、
歴
史
の
中
に
そ
の
最
終
的
規
範

を
持
た
な
い
人
間
本
性
の
最
終
的
な
規
範
な
の
で
あ
る
。
ア
ガ
ペ
ー
は
、
歴
史
の
中
に
完
全
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
て
、
賢
者
た
ち
に
は
隠
さ
れ
て
き
た
が
、
信
仰
の
知
恵
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
種
々
の
神
学
は
、
十
字

架
の
権
威
を
歴
史
の
相
対
的
な
規
範
と
し
て
主
張
す
る
か
、
あ
る
い
は
十
字
架
の
完
全
と
キ
リ
ス
ト
の
無
罪
性
を
意
味
の
な
い
の
も
の
に
し

て
し
ま
う
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
体
系
を
今
も
苦
心
し
て
築
き
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
常
に
こ
う
理

解
し
て
き
た
。
十
字
架
の
完
全
は
、
す
べ
て
の
常
識
の
規
範
と
形
而
上
学
的
思
弁
を
超
え
て
、
歴
史
的
な
倫
理
の
完
成
――
と
終
焉
――
を

象
徴
し
て
い
る
、
と
。

十
字
架
の
倫
理
的
な
意
味
は
人
間
の
歴
史
の
真
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
洞
察
は
、
十
字
架
の
宗
教
的
意
味
が
、
歴
史
の
性
格
が

提
示
す
る
問
題
へ
の
答
え
と
な
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
答
え
が
わ
か
る
ま
で
十
分
に
説
明
で
き
な
い
、
生
に
つ
い
て
の
究
極
的
な
問
題

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
答
え
が
な
け
れ
ば
、
失
望
に
追
い
や
ら
れ
な
い
た
め
に
、
問
題
の
深
み
の
す
べ
て
を
熟
考
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
第
二
の
ア
ダ
ム
」、
つ
ま
り
規
範
的
な
人
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
理

は
、
自
然
宗
教
と
啓
示
宗
教
の
中
間
に
位
置
し
続
け
る
教
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
教
理
は
、
人
間
の
道
徳
的
生
を
厳
密
に
分
析
す
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る
な
ら
、
す
べ
て
の
道
徳
性
に
は
永
遠
と
接
す
る
次
元
が
あ
る
こ
と
を
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
自
然
宗
教
に
属
し
、
信
仰

が
な
け
れ
ば
そ
の
意
味
を
最
終
的
な
論
理
的
帰
結
に
ま
で
突
き
詰
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
啓
示
宗
教
に
属
す
る
か
ら
で
あ

る
。
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
人
間
の
倫
理
的
生
に
は
い
つ
も
、「
犬
で
も
、
生
き
て
い
れ
ば
、
死
ん
だ
獅
子
よ
り
ま
し
）
6
（

」
だ
と
の
怪
し
げ
な
考

え
が
付
き
ま
と
う
。
つ
ま
り
、
道
徳
的
義
務
は
す
べ
て
、
歴
史
的
存
在
の
根
底
に
あ
る
生
存
へ
の
強
い
欲
望
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅲ　

キ
リ
ス
ト
の
完
全
と
歴
史
と
の
関
係

キ
リ
ス
ト
の
完
全
と
歴
史
の
関
係
を
徹
底
的
に
分
析
す
る
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
解
釈
の
包
括
的
な
理
解
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
解
釈
に
つ
い
て
は
す
で
に
考
察
を
加
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
も
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

今
論
じ
て
い
る
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
、
こ
の
解
釈
の
最
も
重
要
な
特
徴
を
考
察
し
て
お
く
こ
と
は
妥
当
で
あ
り
必
要
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の

ア
ガ
ペ
ー
は
、
歴
史
を
担
う
神
の
愛
の
開
示
で
も
あ
り
、
歴
史
の
「
不
可
能
の
可
能
性
」
で
あ
る
人
間
の
愛
の
開
示
で
も
あ
る
と
い
う
キ
リ

ス
ト
教
の
確
信
に
立
つ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
解
釈
の
主
要
な
原
理
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
確
定
は
、
次
の
点
を
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ご
く
簡
潔
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。（
a
）無
垢
の
状
態
も
し
く
は
歴
史
の
始
ま
り
と
の
関
係
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

の
完
全
。（
b
）相
互
愛
も
し
く
は
歴
史
の
内
実
と
の
関
係
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
完
全
。（
c
）永
遠
の
完
成
も
し
く
は
歴
史
の
終
わ
り
と

の
関
係
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
完
全
。
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1
．
キ
リ
ス
ト
の
完
全
と
無
垢

キ
リ
ス
ト
が
、「
本
質
的
」
人
間
で
あ
る
と
と
も
に
人
間
の
品
性
の
完
璧
な
規
範
で
も
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
聖
書
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が

「
第
二
の
ア
ダ
ム
」
で
あ
る
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。
キ
リ
ス
ト
の
完
全
は
、
堕
落
以
前
の
ア
ダ
ム
が
持
っ
て
い
た
徳

を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
堕
落
以
前
の
完
全
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確

定
す
る
こ
と
に
困
難
を
覚
え
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
確
定
の
内
容
が
空
想
に
近
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
）
8
（

。
し
か
し
、

第
二
の
ア
ダ
ム
の
教
理
は
、
真
摯
に
受
け
止
め
る
な
ら
、
混
乱
と
空
想
に
対
す
る
防
御
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
理
解
に
よ
れ
ば
（
た

と
え
こ
の
教
理
の
意
味
の
全
貌
が
い
つ
も
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
）、
キ
リ
ス
ト
の
完
全
か
ら
得
ら
れ
る
視
点
を
踏
ま

え
な
け
れ
ば
、
人
間
の
生
の
失
わ
れ
た
理
想
的
な
可
能
性
で
あ
る
ア
ダ
ム
の
完
全
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
重
要
な
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
そ
の
確
信
を
主
張
す
る
と
き
に
は
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト

の
完
全
が
原
初
の
完
全
を
回
復
す
る
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
凌
駕
す
る
と
の
信
仰
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
9
（

。

堕
落
以
前
の
ア
ダ
ム
の
無
垢
状
態
の
回
復
が
可
能
と
な
る
の
は
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
完
全
の
視
点
か
ら
だ
け
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、

生
が
原
初
の
無
垢
状
態
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
た
だ
生
の
無
限
の
目
標
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
で
あ
る

0
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0
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0

0

0
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0

0

と
主
張
す
る
こ
と
で

も
あ
る
。
こ
の
主
張
に
伴
う
歴
史
解
釈
の
逆
説
的
な
性
格
は
、
す
で
に
、
堕
落
以
前
の
ア
ダ
ム
の
状
態
を
「
完
全
」
と
「
無
垢
」
の
両
方
で

確
定
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
一
時
的
な
混
乱
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
原
初
の
高
潔
さ
は
、
そ
れ
が
ま
だ
自
由
に
よ
っ
て
か
き
乱
さ
れ
混
乱
さ

せ
ら
れ
て
い
な
い
生
と
生
の
調
和
で
あ
る
限
り
、
無
垢
を
表
す
。
こ
れ
が
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
﹇
一
三
〇
―
二
〇
〇
頃
、
リ
ヨ
ン
の
司
教
﹈
か

ら
ヘ
ー
ゲ
ル
﹇
ゲ
オ
ル
ク
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル 

一
七
七
〇
―
一
八
三
一
﹈
に
至
る
思
想
の
流
れ
に
何
ほ
ど
か
の
正
当
性
が
あ
る
理
由
で
あ
る
。

こ
の
思
想
の
流
れ
に
よ
れ
ば
、
原
初
の
高
潔
さ
は
一
種
の
歴
史
以
前
の
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
歴
史
上
の
価
値
も
悪
も
生
じ
る
の
で
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あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
で
は
、
堕
落
は
価
値
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
個
人
は
堕
落
の
中
で
初
め
て
自
己
を
意
識
す
る
よ
う

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
法
外
な
自
己
主
張
は
、
自
由
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
生
と
生
の
調
和
あ
る
愛
の
関
係
へ
の
先
行
条
件
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
無
垢
は
、
生
と
生
の
自
由
な
き
調
和
で
あ
る
。
相
互
愛
は
、
自
由
の
条
件
の
範
囲
内
で
の
生
と
生
の
調
和
で
あ
る
が
、
犠
牲
愛

は
、
罪
深
い
有
限
な
歴
史
の
限
界
を
超
え
る
調
和
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
厳
密
に
言
っ
て
、
歴
史
以
前
の
原
初
の
無
垢
状
態
の
象
徴
を
、
人
間
の
独
自
性
が
自
由
と
自
己
超
越
に
あ
る
こ
と
の
原
因
と
見

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
が
い
か
に
原
始
的
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
い
か
に
未
発
達
で
あ
ろ
う

と
、
自
由
の
な
い
調
和
が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
歴
史
的
状
態
は
あ
り
え
な
い
。
不
完
全
な
自
由
で
あ
っ
て
も
、
自
由
は
十
分
に
自
然
の

調
和
を
妨
げ
て
き
た
。
こ
れ
が
、
堕
落
以
前
の
完
全
に
歴
史
の
場
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
つ
の
理
由
で
あ
る
）
10
（

。
ま
た
、
第
一
の

ア
ダ
ム
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
生
の
理
想
的
な
可
能
性
は
、
一
貫
し
て
「
無
垢
」
と
定
義
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
は
常
に
、
何

ほ
ど
か
「
完
全
」
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

社
会
史
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
原
始
社
会
で
あ
っ
て
も
、
摩
擦
の
な
い
調
和
に
よ
っ
て
生
が
生
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
蟻
塚
の
よ
う
な

社
会
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
間
違
い
な
く
、
原
始
社
会
の
特
徴
の
い
く
ら
か
を
知
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、「
自
然
状
態
」
の
思
想
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
、
歴
史
的
社
会
を
解
釈
す
る
引
き
立
て
役
と
し
て
用
い
た
一
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
よ
り
は
る
か
に
多
く
知
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
原
始
社
会
が
群
生
と
血
縁
と
い
う
自
然
の
衝
動
に
よ
っ
て
集
団
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
社
会
で
は
、
個
人
が

「
原
始
的
な
仲
間
」
意
識
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
特
徴
の
ゆ
え
に
、
原
始
社
会
は
、

動
物
の
群
れ
や
種
族
と
有
機
的
な
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
始
社
会
の
歴
史
は
、
歴
史
以
前
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
動
物
の
群
れ
が
本
能
的
に
持
つ
一
致
を
達
成
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
戦
略
を
立
て
る
こ
と
が

な
い
よ
う
な
原
始
社
会
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
政
治
的
策
略
は
そ
の
社
会
的
団
結
に
い
く
ら
か
の
絆
の
力
を
も
た
ら
す
）
12
（

。
原

始
的
な
習
慣
が
個
人
を
集
団
に
縛
り
付
け
、
確
立
さ
れ
た
規
範
（
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
れ
）
か
ら
の
個
人
の
離
反
を
禁
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じ
る
原
始
共
同
体
の
非
情
な
厳
格
さ
は
、
そ
の
共
同
体
が
い
か
に
無
秩
序
状
態
を
恐
れ
て
い
た
か
の
し
る
し
で
あ
る
。
原
始
共
同
体
に
社
会

構
造
上
の
自
由
が
な
か
っ
た
の
は
、
個
人
に
自
由
の
感
覚
が
欠
如
し
て
い
た
か
ら
で
な
く
、
む
し
ろ
未
発
達
で
あ
れ
自
由
の
感
覚
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
た
だ
、
共
同
体
は
、
こ
の
自
由
を
抑
圧
せ
ず
に
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
想
像
力
に
富
ん
で
は
い
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
最
も
原
始
的
な
共
同
体
に
お
け
る
兄
弟
愛
で
さ
え
、
生
と
生
の
全
く
「
無
垢
な
」
相
互
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
自
由
が
自
然
の
調
和
を
破
壊
す
る
た
め
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
共
同
体
は
、
社
会
の
一
致
を
保
つ
た
め
に
自
由
を
抑
圧

し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
始
共
同
体
の
社
会
的
団
結
に
は
専
制
の
要
素
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
始
共
同
体
と
他
の
共

同
体
と
の
関
係
は
、
最
初
は
ご
く
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
の
関
係
が
広
が
る
に
従
っ
て
闘
争
の
関
係
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
原
始
的

生
の
無
垢
に
は
、
生
の
生
に
対
す
る
非
情
な
従
属
関
係
と
生
と
生
の
混
乱
し
た
闘
争
と
い
う
双
子
の
悪
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
体
、
歴
史
の
あ
る
と
こ
ろ
に
自
由
が
あ
り
、
自
由
の
あ
る
と
こ
ろ
に
罪
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
始
共
同
体
の
相
互
関
係

は
、
不
正
確
に
で
は
あ
る
が
、
生
と
生
の
愛
の
関
係
の
象
徴
で
も
あ
る
。
人
間
の
歴
史
以
前
の
視
点
か
ら
で
あ
れ
、
自
ら
の
民
族
の
営
み
に

お
け
る
何
ら
か
の
想
像
上
の
無
垢
や
純
粋
さ
の
観
点
か
ら
で
あ
れ
、
過
去
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
永
続
的
な
傾
向
に
は
、
歴
史
の
中

に
兄
弟
愛
を
達
成
す
る
た
め
の
象
徴
と
し
て
一
定
の
効
力
は
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
不
正
確
な
象
徴
は
、
幼
児
の
無
垢
性
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
。
幼
児
は
、
成
熟
し
た
自
己
意
識
を
持
っ
て

こ
の
世
に
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
幼
児
の
自
己
意
識
は
、
家
族
の
「
原
初
的
な
仲
間
」
意
識
の
内
部
に
と
ど
ま
る
。
成
長
す
る
に
従
っ

て
、
原
始
共
同
体
の
自
己
満
足
に
似
た
自
己
中
心
的
性
格
を
現
す
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
意
識
は
、
他
者
の
生
に
関
わ
る
や
、
さ
ま
ざ
ま
な

衝
動
、
す
な
わ
ち
、
成
長
し
た
自
由
の
証
し
で
も
あ
る
嫉
妬
や
憎
悪
、
自
由
に
付
随
す
る
不
安
、
そ
の
不
安
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
通
常
挫

折
に
終
わ
る
戦
略
と
い
っ
た
衝
動
を
顕
わ
に
し
て
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
も
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幼
児
は
決
し
て
完
全
に
無
垢
で
は
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幼
児
の
無
垢
性
は
、
不
正
確
に
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
生
が
そ
こ
に
向
か
う
べ
き
高
潔
さ
の
象
徴
で
も
あ

る
。
幼
児
の
無
垢
性
に
つ
い
て
の
こ
の
両
義
性
の
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
幼
児
と
い
う
象
徴
へ
の
矛
盾
す
る
取
り
組
み
に
は
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一
定
の
妥
当
性
が
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
神
の
国
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
完
全
の
象
徴
と
し
て
一
貫
し
て
幼
児
の
純
真
さ
を
用
い
て
い
る
が
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
﹇
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス 

三
五
四
―
四
三
〇
、
ヒ
ッ
ポ
の
司
教 

古
代
最
大
の
教
父
﹈
に
発
す
る
正
統
主
義
神

学
者
た
ち
は
、
幼
児
を
罪
の
堕
落
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
贖
い
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
人
間
の
歴
史
の
性
格
の
全
体
像
は
、「
第
一
の
」
ア
ダ
ム
と
「
第
二
の
」
ア
ダ
ム
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
体
系
の
中

で
暗
に
確
定
さ
れ
て
い
る
。
暫
定
的
に
歴
史
以
前
の
無
垢
の
観
点
か
ら
歴
史
の
規
範
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
歴
史
的
存
在
の
規
範
の

一
部
が
、
自
然
に
お
け
る
生
と
生
の
調
和
あ
る
関
係
の
中
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
以
前
の
無
垢
を
、
究
極
的
に
、
歴
史

を
超
越
す
る
犠
牲
愛
の
観
点
か
ら
確
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
自
身
の
歴
史
を
超
え
る
人
間
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
由
が
な

け
れ
ば
、
歴
史
に
お
け
る
創
造
性
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
実
際
の
歴
史
的
業
績
、「
兄
弟
愛
」
を
基
と
し
た
集
団
の

増
大
、
都
市
国
家
や
民
族
国
家
や
帝
国
の
建
設
と
い
っ
た
こ
と
は
、
常
に
、
生
に
対
す
る
生
の
専
横
的
な
従
属
お
よ
び
生
と
生
の
無
秩
序
な

闘
争
と
い
う
双
子
の
悪
に
よ
っ
て
腐
敗
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
に
は
、
純
粋
な
倫
理
的
規
範
も
な
け
れ
ば
、
歴
史
が
徐
々
に
自
ら

を
純
化
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
規
範
を
達
成
す
る
希
望
も
な
い
。
こ
う
し
て
、「
本
質
的
」
で
規
範
的
な
人
間
は
、「
神
人
」
の
よ
う
な

存
在
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
犠
牲
愛
が
、
生
と
生
の
究
極
的
で
最
終
的
な
調
和
で
あ
る
永
遠
的
な
神
の
ア
ガ
ペ
ー
と
の
一
致
を
求
め
、
そ

の
ア
ガ
ペ
ー
に
正
当
な
理
由
を
見
出
す
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
永
遠
の
規
範
は
、
暫
定
的
に
で
は
あ
る

が
、
自
然
に
お
け
る
生
の
歴
史
以
前
の
調
和
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
し
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的

原
始
主
義
に
お
け
る
有
効
な
部
分
を
、
創
造
の
善
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
肯
定
の
一
部
と
し
て
評
価
す
る
。
し
か
し
、
生
と
歴
史
に
つ

い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
解
釈
で
は
、
永
遠
へ
と
そ
の
手
を
伸
ば
す
自
由
へ
の
感
覚
が
き
わ
め
て
活
発
で
あ
る
た
め
、
生
を
、
単
に
原
始
的

な
無
垢
の
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
無
垢
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
十
字
架
の
悲
劇
的
完
全
を
関
係
づ
け
る
の
で
あ

る
。
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2
．
キ
リ
ス
ト
の
完
全
と
歴
史
の
可
能
性

す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
）
13
（

、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
本
質
と
歴
史
の
意
味
の
開
示
は
、
歴
史
的
文
化
と
そ
の
救
済
者
待
望
に
お
い

て
確
立
さ
れ
た
歴
史
の
有
意
味
性
の
考
え
方
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
、
三
重
に
関
係
す
る
。（
a
）キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
開
示
は
、
意

味
の
把
握
に
お
け
る
不
完
全
な
と
こ
ろ
を
完
全
に
す
る
。（
b
）キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
開
示
は
、
意
味
の
感
覚
を
脅
か
す
曖
昧
さ
を
明
ら
か

に
す
る
。（
c
）キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
開
示
は
、
意
味
の
感
覚
の
中
に
、
人
間
の
利
己
主
義
が
不
十
分
な
理
解
で
生
の
全
体
を
捉
え
よ
う
と

す
る
努
力
が
持
ち
込
む
、
意
味
の
歪
曲
を
最
終
的
に
修
正
す
る
。

キ
リ
ス
ト
の
完
全
す
な
わ
ち
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
る
超
越
的
ア
ガ
ペ
ー
は
、
歴
史
の
倫
理
的
現
実
と
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
三
重
の
関
係
に

あ
る
。
人
間
の
「
自
然
的
」
資
源
、
言
い
か
え
れ
ば
、
人
間
の
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
と
要
求
を
厳
密
に
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
る
歴
史
の
倫
理
的
規
範
は
、
相
互
愛
で
あ
る
。
人
間
は
、
経
験
と
、
そ
の
理
性
的
資
質
が
有
す
る
一
貫
性
の
要
求
か
ら
、
生
は

互
い
に
誤
解
し
た
ま
ま
で
あ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
内
部
に
お
け
る
争
い
や
自
己
と
他
者
と
の
間
の
争
い
が
悪
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
愛
は
、
自
然
宗
教
や
道
徳
性
の
洞
察
に
よ
れ
ば
、
生
の
律
法
な
の
で
あ
る
。
こ
の
律
法
は
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
社
会
的
歴
史
的
存
在
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
よ
う
な
宗
教
や
文
化
に
お
い
て
は
規
範
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
生
の
非
歴

史
的
な
一
致
へ
と
直
接
逃
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
な
い
。

十
字
架
の
犠
牲
愛
で
は
、
超
越
は
、
歴
史
に
お
け
る
相
互
関
係
の
一
般
に
認
め
ら
れ
た
規
範
に
以
下
の
よ
う
に
三
重
に
関
係
す
る
。

a
． 

犠
牲
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
は
、
相
互
愛
（
エ
ロ
ス
）
の
不
完
全
性
を
完
全
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
相
互
愛
は
、
自
己
の
視
点
か
ら
自

己
自
身
の
幸
福
の
た
め
に
生
を
生
に
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
事
実
の
ゆ
え
に
、
常
に
そ
の
行
く
手
を
阻
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他



174

者
に
向
け
ら
れ
た
相
互
愛
が
生
み
出
す
可
能
な
相
互
関
係
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
自
己
が
、
他
者
の
生
の
た
め
に
自
分
を
棄
て
る
こ
と
が
で

き
る
ほ
ど
自
己
執
着
か
ら
十
分
に
自
由
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
分
別
へ
の
配
慮
が
、
他
者
の
生
に
向
か
う
衝
動
と
関

心
の
行
く
手
を
阻
む
こ
と
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
友
情
を
論
じ
て
い
る

章
）
14
（

で
、
こ
う
し
た
困
難
を
、
相
互
関
係
の
論
理
に
よ
っ
て
非
常
に
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
、
超
越
へ
の

特
有
の
視
点
が
あ
る
こ
と
は
公
平
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
挙
げ
て
い
る
最
後
の
例
で
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
に
お
け
る
友
人
は
、
自
己
に
と
っ
て
の
何
ら
か
の
明
白
な
有
利
さ
の
た
め
で
は
な
く
、
自
己
の
「
幸
福
」
の
た
め

に
、
そ
の
超
越
的
な
精
神
の
誠
実
さ
を
も
っ
て
他
者
の
利
益
を
肯
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
問
題
に
関
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ヒ
ュ
ー
ム
﹇
一
七
一
一
―
一
七
七
六
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
経
験
論
哲
学
者
﹈
の
議
論
）
15
（

も
、
こ
の
論
点

を
き
わ
め
て
明
快
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
歴
史
に
お
け
る
相
互
愛
の
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
の
愛

は
、
正
義
の
体
系
を
確
立
す
る
人
間
の
利
己
主
義
に
対
す
る
防
御
や
制
約
を
す
べ
て
取
り
除
く
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。「
人
類

の
窮
乏
は
現
在
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
今
後
も
続
く
と
は
い
え
、
知
性
は
、
友
情
と
寛
容
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
豊
か
に
な
る
の

で
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
最
高
の
優
し
さ
を
表
し
、
仲
間
の
利
益
よ
り
も
自
分
の
利
益
へ
の
関
心
を
覚
え
な
く
な
る
、
と

し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
正
義
は
、
広
範
囲
に
及
ぶ
博
愛
心
に
よ
っ
て
一
時
的
に
そ
の
機
能
を
停
止
し
、
所
有
と
債
務

の
区
別
や
境
界
も
念
頭
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
は
、
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
場
合
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
が
す
で
に
、
わ
た

し
の
幸
福
を
求
め
る
非
常
に
強
い
傾
向
に
駆
ら
れ
て
、
そ
れ
に
よ
り
そ
の
人
が
受
け
る
傷
が
わ
た
し
が
受
け
る
利
益
よ
り
大
き
い
場
合
は
別

と
し
て
、
期
待
さ
れ
て
い
る
奉
仕
を
自
ら
進
ん
で
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と
を
わ
た
し
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
な
ぜ
、
行
動
や

約
束
に
よ
っ
て
わ
た
し
の
た
め
に
尽
力
し
て
く
れ
る
別
の
人
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
次
の
よ
う
な
と
き
、
つ
ま

り
、
わ
た
し
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
の
利
害
の
間
に
区
別
を
す
る
気
持
ち
も
な
い
ど
こ
ろ
か
、
隣
人
の
喜
び
と
悲
し
み
を
、
あ
た
か
も
本
来

自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
同
じ
快
活
さ
と
共
感
の
力
で
わ
か
ち
合
う
よ
う
な
と
き
、
ど
う
し
て
、
隣
人
の
土
地
と
わ
た
し
の
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土
地
と
の
間
に
境
界
標
を
立
て
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
や
が
て
、
全
人
類
は
、
す
べ
て
の
人
が
も
の
を
共
有
し
て
生
活
し
、
所
有
権
を
気
に

せ
ず
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
使
用
す
る
よ
う
な
た
だ
一
つ
の
家
族
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
」。

こ
こ
に
は
、
神
の
国
の
完
全
な
愛
に
つ
い
て
の
展
望
が
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
の
愛
を
、
一
部
家
族
生
活
に
お
け
る
現
実
的
な
達
成
の
観

点
か
ら
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
う
述
べ
た
。「
わ
れ
わ
れ
の
目
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
家
族
の
状
況
が
愛
情
の

完
璧
な
例
に
近
く
、
家
族
一
人
一
人
の
間
の
相
互
の
博
愛
心
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
家
族
は
そ
れ
だ
け
完
全
に
近
づ
き
、
つ
い
に
は
、
所

有
権
の
区
別
が
な
く
な
り
、
所
有
権
は
混
合
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
光
景
で
あ
る
」。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
犠
牲
愛
と
相
互
愛

の
逆
説
的
な
関
係
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
。
愛
が
そ
れ
自
体
の
存
在
意
義
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
人
類
社
会
の
交
流
と
そ
の
状

態
を
維
持
す
る
た
め
の
必
要
か
ら
」
だ
け
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
愛
が
、
完
全
な
相
互
関
係
に
よ
っ
て

有
効
な
も
の
に
な
り
え
な
い
と
し
た
ら
、
ま
た
、
も
し
、「
舞
い
戻
っ
て
き
た
利
己
心
や
偽
装
し
た
利
己
心
」
に
よ
っ
て
、
他
者
の
利
己
心

か
ら
保
護
さ
れ
な
い
よ
う
な
社
会
状
態
の
「
不
都
合
さ
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
し
た
ら
、「
無
分
別
な
狂
信
者
」
は
、「
あ
ら
た
め
て
正
義
の

思
想
と
財
産
の
分
有
の
概
念
」
に
立
ち
戻
る
よ
う
促
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
社
会
道
徳
が
人
間
の
利
己
主
義
を
前
提
と
し
て
、
生
と
生
の
最
も
可
能
な
調
和
を
求
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
点
で
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
ま
で
も
な
く
正
し
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
は
、
人
間
の
利
己
主
義
に
対
抗
し
て
、
自
身
と
仲
間
と
を
保
護
す
る
た
め

に
正
義
と
抑
制
の
制
度
を
ま
さ
に
苦
心
し
て
造
り
上
げ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
点
で
も
正
し
い
。
ア
ガ
ペ
ー
を
単
純
な
歴
史
の
可
能
性
と
考

え
る
、
現
代
の
「
無
分
別
な
狂
信
者
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
完
全
主
義
者
た
ち
で
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
正
義
の
方
策
を
利
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
点
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
歴
史
の
中
に
実
際
に
存
在
す
る
相
互
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
達

成
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
示
唆
す
る
社
会
的
有
用
性
と
い
う
冷
静
な
予
測
な
ど
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
た
め

し
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
予
測
は
、「
偽
装
し
た
利
己
心
」
の
危
険
性
の
影
響
を
非
常
に
強
く
受
け

ざ
る
を
え
な
い
た
め
、
相
互
関
係
の
達
成
に
向
か
っ
て
真
の
兄
弟
愛
を
あ
え
て
実
行
す
る
勇
気
を
促
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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歴
史
上
、
兄
弟
愛
を
大
き
な
領
域
に
広
げ
た
組
織
が
、
明
確
で
は
な
い
が
あ
る
程
度
の
業
績
を
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

「
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
愛
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
が
た
に
ど
ん
な
報
い
が
あ
ろ
う
か
）
16
（

」
と
の
聖
書
の
警
告
が
歴
史
の
現
実
に
合
っ

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
純
粋
な
愛
が
そ
れ
へ
の
応
答
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
が
、
兄
弟
愛
へ
の
新
た
な
挑

戦
を
可
能
と
す
る
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
互
関
係
が
も
た
ら
す
結
果
は
、
行
動
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
で
あ
っ
て
、
行
動
の

目
的
に
そ
っ
た
結
果
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
関
係
の
も
た
ら
す
結
果
は
、
あ
ま
り
に
も
不
確
か
で
あ
る
た
め
、
他
者
の
生
の
た
め
に

冒
険
を
犯
す
よ
う
促
す
理
由
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
倫
理
に
よ
れ
ば
、
ア
ガ
ペ
ー
の
実
際
の
動
機
は
常
に
神
の
意
志
へ
の

服
従
で
あ
る
。「
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
」﹇
マ
タ
イ
五
・
四
五
﹈。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
に
お
い
て
実
際
に
達
成
さ

れ
る
調
和
は
い
つ
も
、
何
ほ
ど
か
永
遠
的
存
在
か
ら
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
17
（

。

さ
ら
に
普
遍
的
な
兄
弟
愛
の
達
成
の
限
界
、
言
い
か
え
れ
ば
一
層
完
全
で
包
括
的
な
相
互
関
係
が
発
展
す
る
限
界
は
、
歴
史
の
中
に
設
定

さ
れ
て
い
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
や
啓
蒙
主
義
お
よ
び
世
俗
的
自
由
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
主
義
を
特
徴
づ
け
る
希
望
や
願
望
は
少
な
く

と
も
こ
の
点
で
は
正
し
い
。
こ
う
し
た
人
々
は
、
神
の
国
の
ア
ガ
ペ
ー
を
、
歴
史
に
お
け
る
さ
ら
に
完
全
な
兄
弟
愛
を
目
指
す
無
限
の
発
展

の
資
源
と
見
な
す
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
そ
の
面
は
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
社
会
的
不
正
、
奴
隷
制
、
戦

争
と
い
っ
た
こ
と
に
不
安
を
覚
え
る
人
間
の
良
心
は
、
ア
ダ
ム
の
無
垢
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
完
全
へ
、
不
自
由
な
自
然
に
お
け
る
生
と
生
の
調

和
か
ら
神
の
国
の
完
全
な
愛
へ
と
向
か
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
普
遍
的
な
愛
の
構
想
は
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。「
そ
こ
で
は
も
は
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ア
人
も
な
く
、
奴
隷
も
自
由
な
身
分
の
者
も
な
く
、
男
も
女
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が

た
は
皆
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
お
い
て
一
つ
だ
か
ら
で
す
）
18
（

」。
こ
れ
は
、
第
一
義
的
に
は
教
会
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
す
べ
て
の
社
会
関
係
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
自
由
は
、
歴
史
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
う
る
兄
弟
愛

に
、
人
種
、
性
、
社
会
条
件
な
ど
ど
の
よ
う
な
限
界
を
設
け
る
こ
と
も
不
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ガ
ペ
ー
の
最
も
純
粋
な
形
態
、
敵
を
も
愛
す
る
愛
、
悪
を
行
う
者
へ
の
赦
し
と
い
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
的
可
能
性
と
矛
盾
す
る
も
の
で
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は
な
い
。
刑
事
司
法
で
は
、
創
意
工
夫
が
ま
す
ま
す
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
悪
を
行
う
者
へ
の
一
層
工
夫
に
富
ん
だ
寛
容

な
取
り
扱
い
も
、
犯
罪
者
の
更
生
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
正
し
か
っ
た
こ
と
が
証
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と

は
、
そ
れ
ら
の
社
会
的
価
値
を
念
頭
に
置
く
だ
け
で
実
現
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
寛
容
な
取
り
扱
い
は
常
に
相

当
の
危
険
も
伴
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
は
、
社
会
の
安
全
お
よ
び
罪
の
要
素
で
あ
る
懲
罰
的
感
情
へ
の

不
安
を
、
刑
罰
学
的
過
程
に
密
か
に
入
り
込
む
赦
し
の
ア
ガ
ペ
ー
的
要
素
へ
の
関
心
と
混
同
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
正
義
と
赦
し
の
間
に

完
全
な
関
係
を
達
成
す
る
よ
う
な
社
会
は
な
い
と
い
う
明
白
な
限
界
を
除
け
ば
、
犯
罪
を
純
粋
な
赦
し
の
点
か
ら
処
理
し
、
刑
事
司
法
に
赦

し
の
愛
を
混
入
さ
せ
る
可
能
性
に
限
界
は
な
い
の
で
あ
る
）
19
（

。

b
． 

十
字
架
は
、
歴
史
の
曖
昧
さ
を
明
確
に
す
る
超
越
的
な
完
全
を
表
し
、
歴
史
の
発
展
の
可
能
性
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
。

人
間
の
歴
史
に
つ
い
て
の
、
歴
史
的
倫
理
の
超
越
的
な
規
範
を
あ
る
程
度
理
解
す
る
ど
の
解
釈
も
、
そ
の
超
越
的
な
規
範
を
単
純
な
可
能

性
と
見
な
す
誤
り
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
誤
り
は
、
急
進
的
な
セ
ク
ト
形
態
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
啓
蒙
主
義
に

お
け
る
世
俗
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
自
由
主
義
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
特
に
陥
り
が
ち
な

誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
セ
ク
ト
的
完
全
主
義
と
世
俗
的
完
全
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
形
態
の
中
で
混
合
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
黙
示
思
想
も
ま
た
こ
の
誤
り
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
り
の
中
で
は
、
聖
化
す
る
恵
み
（
セ
ク
ト
的
解
釈

に
見
ら
れ
る
）
や
普
及
し
た
教
育
の
積
み
上
げ
ら
れ
た
力
（
世
俗
的
自
由
主
義
に
見
ら
れ
る
）
や
社
会
の
破
局
的
な
革
新
（
マ
ル
ク
ス
主
義

に
見
ら
れ
る
）
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
生
を
、
相
互
愛
と
無
欲
の
犠
牲
愛
と
の
区
別
が
す
べ
て
な
く
な
る
次
元
へ
と

引
き
上
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
義
の
規
定
を
す
べ
て
乗
り
越
え
て
し
ま
う
こ
の
完
全
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク

ス
主
義
的
見
解
は
、
レ
ー
ニ
ン
﹇
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
イ
リ
イ
ー
チ
・
レ
ー
ニ
ン 

一
八
七
〇
―
一
九
二
四
、
ロ
シ
ア
の
革
命
家
・
政
治
家
﹈
に
よ
っ

て
生
き
生
き
と
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
お
し
な
べ
て
権
利
と
い
う
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
同
一
の
尺
度
を
あ
て
は
め
る
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こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
々
は
、
実
際
に
は
決
し
て
一
様
で
も
な
け
れ
ば
対
等
で
も
な
い
。『
平
等
な
権
利
』
が
平
等
の
侵
害
や
不
公
平

と
化
す
の
は
、
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
…
…
個
々
人
は
平
等
で
は
な
い
。
強
い
者
も
あ
れ
ば
、
弱
い
者
も
あ
る
。
結
婚
し
て
い
る
者
も
あ
れ

ば
、
し
て
い
な
い
者
も
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
共
産
主
義
の
第
一
段
階
は
ま
だ
、
公
平
と
平
等
を
も
た
ら
す
に
は
い
た
ら
な
い
。
富
の

差
は
残
る
。
し
か
も
そ
れ
は
不
平
等
な
差
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
人
間
を
搾
取
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
…
…
社
会
の
構
成
員
が

…
…
平
等
に
な
…
…
る
と
、
そ
の
途
端
に
、
形
式
的
な
平
等
か
ら
実
質
的
な
平
等
――
『
各
人
は
能
力
に
応
じ
て
働
き
、
必
要
に
応
じ
て
受

け
取
る
』
と
い
う
原
則
の
実
施
――
に
向
け
て
、
さ
ら
に
前
進
す
る
と
い
う
問
題
が
必
ず
や
人
類
の
眼
前
に
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
）
20
（

」。

こ
れ
は
、「
神
の
国
」
に
つ
い
て
の
重
要
な
世
俗
的
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
平
等
と
し
て
の
正
義
の
最
高
の
形
態
が
、
強
制
さ
れ

な
い
完
全
な
相
互
関
係
に
お
い
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
の
よ
う
な
展
望
を
妥
当
と
見
な
す
。
な
ぜ
な
ら
、
利
己
主

義
の
罪
は
、
社
会
の
階
級
組
織
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
世
俗
的
自
由
主
義
者
も
同
様
の
展
望
に
妥
当
性
を
見
出
す
。
そ
れ
は
何

よ
り
も
、
普
及
し
た
教
育
が
知
性
を
徐
々
に
広
げ
、
つ
い
に
は
各
人
が
、
他
者
の
利
益
を
自
分
の
利
益
と
同
じ
よ
う
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
（
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
意
味
か
）
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
セ
ク
ト
的
完
全
主
義
者
の

キ
リ
ス
ト
者
も
そ
の
よ
う
な
展
望
を
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
、
聖
化
の
恵
み
が
、
原
理
的
に
も
事
実
上
も
罪
を
除
去
で
き
る
と

信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
誤
り
に
つ
い
て
は
、
後
続
の
い
く
つ
か
の
章
で
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
る
が
、
こ
こ
で
必
要
な
こ
と

は
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
字
架
が
歴
史
的
存
在
の
性
質
そ
の
も
の
を
変
え
て

し
ま
う
た
め
、
犠
牲
愛
は
続
々
と
あ
ま
ね
く
達
成
さ
れ
、
つ
い
に
は
犠
牲
愛
を
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
ほ
ど
立
派
な
、
そ
れ
も
歴
史
的

社
会
的
な
結
果
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
《
成
功
し
た
相
互
愛
》
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
最
も
深
遠
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

が
信
じ
た
こ
と
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

新
約
聖
書
は
、
十
字
架
の
「
戦
略
」
が
歴
史
的
に
成
功
す
る
こ
と
を
全
く
保
証
し
て
い
な
い
。
イ
エ
ス
は
、
弟
子
た
ち
に
、
歴
史
に
つ
い

て
行
き
過
ぎ
た
楽
観
的
希
望
を
持
た
な
い
よ
う
に
こ
う
警
告
し
た
。「
悪
霊
が
あ
な
た
が
た
に
服
従
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
喜
ん
で
は
な
ら
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な
い
。
む
し
ろ
、
あ
な
た
が
た
の
名
が
天
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
喜
び
な
さ
い
）
21
（

」。
こ
の
警
告
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
夢
想
的
な
も
の

に
頽
落
す
る
こ
と
を
明
白
に
拒
否
し
て
い
る
。
歴
史
に
お
い
て
ア
ガ
ペ
ー
が
成
功
す
る
可
能
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
（
歴
史
が
成
功

の
規
準
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
成
功
の
可
能
性
は
あ
る
）、
新
約
聖
書
に
見
ら
れ
る
ア
ガ
ペ
ー
的
な
生
き

方
の
正
し
さ
を
最
終
的
に
確
認
で
き
る
も
の
は
、
歴
史
の
中
に
は
全
く
な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
求
め
る
生
き
方
は
、
神
に
倣
う
こ
と
で
あ
り
神

の
ア
ガ
ペ
ー
に
感
謝
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
十
字
架
は
、
歴
史
の
可
能
性
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
、
歴
史
の
次
元
を
否
定
す
る
人
々
が
通
常
抱
く
哀
れ
な
幻
想
に
異
議
を

唱
え
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
瞬
間
永
遠
に
達
し
た
か
と
思
え
ば
、
次
の
瞬
間
に
は
歴
史
の
中
に
無
制
約
的
な
完
全
の
達
成
を
夢
見
る
と
い
っ
た

幻
想
で
あ
る
。

歴
史
の
中
に
完
全
の
可
能
性
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
、
相
対
的
正
義
と
相
互
愛
の
規
範
に
で
は

な
く
、
む
し
ろ
ア
ガ
ペ
ー
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
な
お
の
こ
と
正
し
く
な
い
。
歴
史
の
中
で
、
生
は
、
相
対
的

な
正
義
や
相
互
愛
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
競
合
す
る
利
益
は
調
停
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
他
者
の
生
と
利
益
が
あ
る
行
動
や
方
策
に
巻
き

込
ま
れ
る
と
た
ち
ま
ち
、
そ
う
し
た
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
「
自
己
犠
牲
」
で
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
他
者
の
利

益
を
不
当
に
裏
切
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
単
純
な
事
実
と
、
個
人
の
行
動
と
集
団
行
動
の
間
の
逆
説
的
な
関
係
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
、
現
代
の
専
制
者
た
ち
に
対
応
す
る
際
に
キ
リ
ス
ト
教
完
全
主
義
と
政
治
的
功
利
主
義
と
が
不
健
全
に
結
び
つ
く
と
い
う
結
果
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
化
と
文
明
の
維
持
が
可
能
と
な
る
の
は
、
個
人
が
自
分
自
身
の
成
功
や
失
敗
を
気
に
留
め
ず
、
あ
る
一
連
の
行
動
の
中
で
自
分
の
命
を

維
持
す
る
可
能
性
や
蓋
然
性
を
あ
ま
り
綿
密
に
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
と
き
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
有
効
な
集
団
的
歴
史
的

行
動
は
、
か
な
り
の
程
度
、
個
人
が
自
ら
の
運
命
を
軽
く
受
け
止
め
、
そ
れ
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
自
分
の
運
命
に
対

す
る
恬
淡
と
し
た
態
度
は
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
肉
体
の
命
よ
り
も
深
く
て
高
い
存
在
次
元
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
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と
な
る
。
次
の
よ
う
な
告
白
は
そ
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
、
生
き
る
と
す
れ
ば
主
の
た
め
に
生
き
、
死
ぬ
と
す
れ
ば

主
の
た
め
に
死
ぬ
の
で
す
。
従
っ
て
、
生
き
る
に
し
て
も
、
死
ぬ
に
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
主
の
も
の
で
す
）
22
（

」。

c
． 

十
字
架
は
、
歴
史
に
お
け
る
徳
の
偽
り
の
主
張
を
否
定
し
、
人
間
の
自
己
主
張
の
罪
と
神
の
ア
ガ
ペ
ー
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
よ

う
な
完
全
を
表
す
。

十
字
架
は
、
特
定
の
民
族
や
文
化
の
希
望
や
野
心
な
ど
の
不
適
切
な
中
心
か
ら
歴
史
の
意
味
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の

「
真
理
」
概
念
を
否
定
す
る
生
の
意
味
を
象
徴
す
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
主
張
と
愛
が
複
合
す
る
よ
う
な
人
間
の
善
の

あ
ら
ゆ
る
形
態
を
否
定
す
る
究
極
的
な
善
を
も
象
徴
す
る
。

こ
の
罪
深
い
混
合
を
内
に
抱
え
て
い
な
い
よ
う
な
歴
史
的
現
実
は
な
い
。
復
讐
心
と
い
う
利
己
主
義
的
要
素
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
る
よ
う

な
矯
正
的
正
義
も
な
い
。
こ
れ
か
ら
何
十
年
か
に
わ
た
る
戦
後
復
興
﹇
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
復
興
﹈
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
悲
劇
的

な
事
実
が
真
実
で
あ
る
証
拠
を
多
く
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
共
同
体
の
中
に
、
帝
国
主
義
的
で
利
己
主
義
的
な
堕
落
の
影
響
を
一
時
も

受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
相
互
関
係
の
領
域
を
拡
大
す
る
政
治
戦
略
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
共
同
体
は
一
定
の
権
力
の
中
枢
か
ら
組
織

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
権
力
の
中
枢
は
、
た
と
え
、
均
衡
を
も
た
ら
す
べ
き
多
く
の
社
会
的
勢
力
の
間
で
も
利
害
に
動
か
さ
れ
偏
っ

た
社
会
的
勢
力
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
と
し
て
も
、
他
者
の
利
害
の
公
平
な
仲
裁
者
で
あ
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ

と
は
、
個
人
で
も
集
団
で
も
、
あ
る
い
は
国
際
関
係
で
も
国
内
問
題
で
も
同
じ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
形
態
の
政
治
的
正
義
や

社
会
機
構
に
お
け
る
こ
の
罪
深
い
堕
落
に
甘
ん
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
字
架
は
、
堕
落
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
悔
い
改
め
の
絶
え
ざ
る
源

泉
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
は
、
た
と
え
そ
れ
が
最
高
の
段
階
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
共
同
体
に
お
け
る
神
の
ア
ガ
ペ
ー
と
利
己
主
義

的
要
素
の
矛
盾
が
取
り
除
か
れ
た
純
粋
状
態
を
達
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
歴
史
の
こ
の
悲
劇
的
側
面
は
、
専
制
政
治
を
打
倒
し
た
世
界
の
列

強
が
、
諸
国
家
の
共
同
体
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
あ
ら
た
め
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）
23
（

。
こ
れ
は
、
近
代
歴
史
観
に
よ
っ
て
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お
お
か
た
曖
昧
に
さ
れ
て
き
た
歴
史
の
現
実
の
一
面
で
あ
る
。
急
進
的
宗
教
改
革
思
想
は
、
わ
れ
わ
れ
が
検
討
し
て
き
た
他
の
側
面
を
無
視

す
る
ほ
ど
、
こ
の
歴
史
の
悲
劇
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
が
多
い
。
歴
史
の
こ
の
悲
劇
的
側
面
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の

洞
察
の
特
質
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
他
の
歴
史
解
釈
は
、
そ
れ
が
、
古
典
的
、
近
代
的
、
神
秘
主
義
的
、
律
法
主
義
的
解
釈
の
い
ず
れ
で

あ
れ
、
す
べ
て
事
実
上
、
人
間
の
生
の
自
己
主
張
と
神
の
ア
ガ
ペ
ー
の
間
の
究
極
的
な
矛
盾
を
解
決
す
る
何
ら
か
の
方
法
を
見
出
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。Ⅳ　

キ
リ
ス
ト
の
完
全
と
永
遠
の
関
係

も
し
、「
第
二
の
ア
ダ
ム
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
が
、
原
初
の
無
垢
へ
の
回
帰
を
可
能
と
考
え
る
ロ
マ
ン
主

義
者
も
、
歴
史
は
完
全
に
向
か
っ
て
動
い
て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
然
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
自
然
と
し
て
の
歴
史
を

超
越
す
る
と
考
え
る
進
化
論
的
楽
観
主
義
者
も
否
定
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
永
遠
を
観
想
し
、
最
終
的
に
は
永
遠
と
一
つ
に
な
る
こ

と
を
求
め
、
永
遠
か
ら
歴
史
の
す
べ
て
の
生
命
力
と
特
殊
性
を
取
り
去
る
神
秘
主
義
者
を
も
否
定
す
る
。
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

﹇
一
二
六
〇
頃
―
一
三
二
八
、
ド
イ
ツ
の
神
秘
思
想
家
﹈
の
異
端
的
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
よ
れ
ば
、
生
の
目
標
は
、
ア
ダ
ム
の
無
垢
と
は
無

関
係
で
、
創
造
そ
れ
自
体
に
先
立
つ
神
と
の
合
一
状
態
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
哀
れ
な
人
間
は
、
神
の
意

志
を
実
行
し
た
い
と
願
う
者
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
意
志
と
神
の
意
志
か
ら
自
由
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
も
っ
と
言
え
ば
存
在
し
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
っ
た
と
き
に
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
き
て
い
る
者
で
あ
る
）
24
（

」。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
よ
り
も
わ
ず
か
な
が
ら
異
端
的
で
な
く
キ
リ
ス
ト

教
的
で
あ
る
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
﹇
一
五
七
五
―
一
六
二
四
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
神
秘
思
想
家
﹈
の
神
秘
主
義
で
は
、
完
全
と
定
義
さ
れ
る

合
一
は
、
創
造
に
先
立
つ
永
遠
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
創
造
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
完
全
は
、
性
の
区
別
の
緊
張
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と
不
統
一
か
ら
自
由
な
両
性
具
有
的
統
一
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
、
ベ
ー
メ

は
両
性
愛
が
罪
の
結
果
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ア
ダ
ム
の
完
全
は
、
ア
ダ
ム
が
「
腸
も
胃
も
な
い
」
体
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
と
ベ
ー
メ
は
考
え
た
が
、
そ
れ
は
、
命
の
身
体
的
基
礎
に
対
す
る
神
秘
主
義
の
嫌
悪
を
鮮
や
か
に
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ

た
）
25
（

。キ
リ
ス
ト
教
的
な
形
態
も
含
む
す
べ
て
の
形
態
の
理
性
主
義
と
神
秘
主
義
に
は
次
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
お
け
る

完
全
を
、
神
の
意
志
の
も
と
で
意
志
と
意
志
を
連
携
さ
せ
る
愛
で
は
な
く
む
し
ろ
永
遠
の
観
想
と
見
な
し
、
歴
史
を
超
え
た
完
全
を
、
ロ
ゴ

ス
や
形
相
そ
れ
自
体
よ
り
も
純
粋
な
永
遠
の
ロ
ゴ
ス
も
し
く
は
永
遠
の
一
致
へ
の
統
合
と
考
え
る
傾
向
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
な
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
で
さ
え
、
究
極
的
な
善
を
永
遠
の
完
全
を
観
想
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
プ
ラ

ト
ン
の
影
響
は
、
キ
リ
ス
ト
の
完
全
を
、
愛
の
行
動
で
は
な
く
観
想
と
し
て
生
が
向
か
う
べ
き
状
態
と
理
解
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
ア
ガ
ペ
ー
で
は
な
く
知グ
ノ
ー
シ
ス識
を
究
極
的
な
規
範
と
し
た
の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
次
の
こ
と
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
第
二
の
ア
ダ
ム
」
と
な
る
受
肉
し
た
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
の
キ

リ
ス
ト
教
教
理
は
、
歴
史
が
そ
れ
自
体
を
単
純
に
完
成
す
る
ロ
マ
ン
主
義
や
自
然
主
義
の
考
え
方
に
も
、
歴
史
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
二
元

論
的
教
理
に
も
厳
格
に
反
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
由
の
な
い
個
体
で
も
な
け
れ
ば
、
生
命
力
の
な
い
自
由
で
も
な

い
。
人
間
は
、
自
然
の
必
然
と
限
界
に
根
差
し
な
が
ら
も
、
そ
の
最
終
的
な
安
心
を
神
に
お
い
て
初
め
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
自
由
を
持

つ
。
パ
ウ
ロ
が
、
愛
を
律
法
か
ら
も
グ
ノ
ー
シ
ス
か
ら
も
峻
別
し
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
愛
を
律
法
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
人
間
の

自
由
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
律
法
も
究
極
的
規
範
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
愛
を
グ
ノ
ー
シ
ス
か
ら
区
別
す
る
こ
と

は
、
永
遠
を
観
想
す
る
こ
と
で
あ
り
、
神
の
愛
を
模
範
と
す
る
こ
と
と
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
神
の
愛
を
模
範
と
す
る
こ
と

に
は
、
生
の
感
情
と
意
志
が
す
べ
て
関
わ
っ
て
い
る
）
26
（

。
キ
リ
ス
ト
者
が
礼
拝
す
る
神
が
そ
の
尊
厳
性
と
聖
性
を
現
す
の
は
、
永
遠
の
無
関
心

に
お
い
て
で
は
な
く
、
受
苦
愛
に
お
い
て
で
あ
る
。
新
約
聖
書
が
規
範
と
見
な
す
道
徳
的
完
全
は
歴
史
を
超
越
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
思
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想
が
行
動
を
超
越
す
る
の
と
異
な
り
、
受
苦
愛
が
相
互
愛
を
超
越
す
る
の
に
似
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
を
歴
史
の
上
に
あ
る
存
在
と
す
る
の

は
、
思
想
で
は
な
く
行
為
で
あ
り
、
行
為
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
苦
愛
は
、
単
な
る
思
想
を
超
え
て
、
間
違
い
な
く
歴
史
の
中
に
起
こ

る
事
柄
と
な
る
の
で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
の
概
念
に
は
真
正
な
グ
ノ
ー
シ
ス
が
あ
る
。
そ
れ
は
神
に
つ
い
て
の
「
一
部
分
」
の
知
識
で
あ
る
。
そ
の
一
部
分
は
、
終
わ
り
の

時
に
は
、
わ
た
し
が
「
は
っ
き
り
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
っ
き
り
知
る
こ
と
に
な
る
」。
し
か
し
、
歴
史
の
中
で
い
つ
ま
で
も
残
る
も
の

は
、「
信
仰
と
、
希
望
と
、
愛
」
で
あ
り
、「
そ
の
中
で
最
も
大
い
な
る
も
の
は
、
愛
で
あ
る
）
27
（

」。

キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
概
念
が
教
会
の
中
で
あ
ま
り
に
も
大
き
な
権
威
的
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う

な
異
端
的
な
神
秘
主
義
者
を
除
け
ば
、
究
極
的
な
完
全
を
一
種
の
純
粋
な
観
想
に
変
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
、
愛
の
聖
書
的
概
念
を
、
神
秘
主
義
的
合
理
主
義
的
な
解
釈
傾
向
に
逆
ら
っ
て
維
持
す
る
こ
と
は

難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
秘
主
義
や
合
理
主
義
は
、
こ
の
愛
が
純
粋
に
神
へ
の
愛
と
な
り
、
つ
い
に
は
歴
史
に
お
け
る
兄
弟
愛
や
共
同
体

と
関
わ
り
を
持
た
な
く
な
る
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
セ
ク
ト
的
解
釈
と
自
由
主
義
的
解
釈
が
キ
リ
ス
ト
の

完
全
が
歴
史
を
超
え
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
秘
主
義
的
伝
統
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い

て
現
さ
れ
た
完
全
な
愛
が
歴
史
に
関
わ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
﹇「
ヨ
ハ
ネ
」
は
「
ホ
ア
ン
」
と
も
表
記
。
一
五
四
二
―
一
五
九
一
、
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
秘
家
、
詩
人
﹈
は
こ
う

述
べ
て
い
る
。「
神
と
同
時
に
、
何
か
ほ
か
の
も
の
を
も
愛
し
た
い
と
思
う
人
は
、
疑
い
も
な
く
、
神
を
軽
視
し
て
い
る
…
…
な
ぜ
な
ら

…
…
神
と
雲
泥
の
差
の
あ
る
も
の
を
、
神
と
共
に
一
つ
の
秤
り
に
掛
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
）
28
（

」。
こ
の
見
方
は
、
明
ら
か
に
、
愛
の

戒
め
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
自
身
の
解
釈
に
反
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
隣
人
へ
の
愛
を
命
じ
る
「
第
二
の
」
戒
め
が
、
神
へ
の
愛
を
命
じ
る

最
初
の
戒
め
と
「
同
じ
よ
う
に
」
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹇
マ
タ
イ
二
二
・
三
七
―
三
九
﹈。
こ
の
中
世
の
神
秘
主
義
者
は
、
キ

リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
的
解
釈
を
典
型
的
な
か
た
ち
で
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
が
、
究
極
的
な
完
全
か
ら
隣
人
へ
の
愛
を
つ
い
に
除
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外
さ
え
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
霊
魂
が
、
愛
の
一
致
の
こ
の
段
階
に
達
し
な

い
う
ち
は
、
活
動
生
活
と
観
想
生
活
の
両
方
面
に
お
い
て
愛
を
修
練
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
が
、
ひ
と
た
び
そ
こ
に
達
し
た
な
ら
、
た
と

え
、
神
へ
の
奉
仕
に
き
わ
め
て
重
要
な
わ
ざ
で
あ
っ
て
も
、
神
へ
の
愛
へ
の
深
い
注
意
か
ら
一
瞬
間
な
り
と
も
、
そ
ら
す
こ
と
の
で
き
る
よ

う
な
外
的
な
わ
ざ
や
、
修
行
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
は
よ
ろ
し
く
な
い
…
…
）
29
（

」。

重
要
な
の
は
、
こ
の
論
理
が
偉
大
な
神
秘
主
義
者
を
事
実
上
の
二
元
論
へ
追
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
被
造
世

界
の
本
質
的
な
善
で
あ
る
ア
ダ
ム
の
無
垢
は
、
意
味
の
あ
る
真
理
と
し
て
は
全
く
曖
昧
に
さ
れ
、
人
間
の
最
終
的
完
全
は
神
と
の
最
終
的
同

化
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。「
と
い
う
の
は
、
霊
魂
は
、
神
と
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
造
ら
れ

た
ゆ
え
に
、
あ
る
意
味
で
神
と
の
合
一
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
な
の
で
あ
る
。
霊
魂
は
、
た
と
え
死
後
の
世
界
に
お
け
る
ほ
ど
完
全

に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
の
影
で
あ
る
。
ま
た
、
霊
魂
は
、
こ
の
本
質
的
な
変
容
に
よ
っ
て
神
の
影
で

あ
る
ゆ
え
に
、
神
が
、
自
身
を
と
お
し
て
霊
魂
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
を
、
神
に
お
い
て
神
を
と
お
し
て
、
言
い
か
え
れ
ば
、
神
が
す
る
の

0

0

0

0

0

と
同
じ
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

、
行
う
の
で
あ
る
）
30
（

」。

以
上
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
秘
主
義
に
よ
る
強
調
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
合
理
主
義
が
維
持
す
る
通
常
の
限
界
を
超
え
て
い
る
と
し
て
も
、
著

名
な
現
代
の
新
ト
マ
ス
主
義
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
﹇
一
八
八
二
―
一
九
七
三
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
﹈
が
、
ト
マ
ス
﹇
ア
ク
イ
ナ
ス
﹈
が
暗

に
伝
え
て
い
た
こ
と
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
よ
り
明
白
に
主
張
し
た
こ
と
と
の
間
に
矛
盾
は
な
い
、
と
述
べ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
っ
て

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
マ
リ
タ
ン
自
身
も
、
神
秘
主
義
的
経
験
は
、
魂
が
「
被
造
物
の
混
乱
を
打
ち
破
り
、
霊
そ
れ
自
体
に

お
い
て
自
ら
を
確
立
す
る
）
31
（

」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
種
類
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
に
よ
っ
て
、
破
壊
は
さ
れ
な
い
も
の
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
、
聖
書
の
弁
証
法
で
あ

る
。
そ
れ
は
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
明
白
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
信
徒
に
こ
う
勧
告
す
る
。「
神
か
ら
招
か
れ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の

招
き
に
ふ
さ
わ
し
く
歩
み
、
一
切
高
ぶ
る
こ
と
な
く
、
柔
和
で
、
寛
容
の
心
を
持
ち
な
さ
い
。
愛
を
も
っ
て
互
い
に
忍
耐
し
、
平
和
の
き
ず
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な
で
結
ば
れ
て
、
霊
に
よ
る
一
致
を
保
つ
よ
う
に
努
め
な
さ
い
」。
パ
ウ
ロ
は
、
こ
の
勧
告
の
正
当
性
を
次
の
よ
う
な
見
解
に
よ
っ
て
主
張

す
る
。「
す
べ
て
の
も
の
の
父
で
あ
る
神
は
唯
一
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
を
通
し
て
働
き
、
す
べ
て
の

も
の
の
内
に
お
ら
れ
ま
す
」。
言
い
か
え
れ
ば
、
世
界
に
対
す
る
神
の
超
越
と
内
在
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
信
仰
内
容
を
肯
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
弁
証
法
は
、
一
致
の
恵
み
を
、
昇
天
し
た
主
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
見
解
に
よ
っ
て
で
あ
る
。「『
昇
っ
た
』
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
低
い
所
、

地
上
に
降
り
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
降
り
て
来
ら
れ
た
方
が
、
す
べ
て
の
も
の
を
満
た
す
た
め
に
、
も
ろ
も
ろ
の
天

よ
り
も
更
に
高
く
昇
ら
れ
た
の
で
す
）
32
（

」。
こ
の
言
明
に
よ
っ
て
、
パ
ウ
ロ
は
、
歴
史
が
キ
リ
ス
ト
の
完
全
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
に

つ
い
て
の
聖
書
の
見
解
を
、
非
常
に
明
白
な
言
葉
で
象
徴
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
見
解
は
、
歴
史
の
規
範
を
ご
く
単
純
に
歴

史
の
内
部
で
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
永
遠
の
完
全
を
歴
史
と
は
無
関
係
と
理
解
す
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
の
考
え
に
よ
っ
て
絶
え
ず
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
永
遠
の
完
全
が
達
成
さ
れ
る
の
は
、
思
想
が
行
動
を
超
え
る
時
、
も
し
く
は
神
秘
意
識
が
思
想
を
超
え

る
時
、
あ
る
い
は
、
魂
が
、
意
志
や
衝
動
、
混
乱
や
責
任
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
永
遠
を
観
想
す
る
時
だ
け
で
あ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
神
秘
主
義
的
異
端
は
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
啓
示
さ
れ
て
い
る
神
の
品
性
と
い
う
さ
ら
に
重
要
な
概
念
の
ゆ
え
に
、
キ

リ
ス
ト
の
愛
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
概
念
が
キ
リ
ス
ト
者
の
生
の
中
で
倫
理
的
に
ど
の
程
度
ま
で
規
範
的
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
の
神
は
、
そ
の
最
も
偉
大
な
属
性
に
よ
っ
て
世
界
か
ら
遊
離
す
る
の
で
な
く
、
世
界
に
深
く
関
わ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人

間
に
と
っ
て
、
自
然
的
歴
史
的
生
命
力
の
す
べ
て
が
取
り
去
ら
れ
た
よ
う
な
存
在
の
一
致
を
達
成
す
る
こ
と
が
最
高
の
完
全
で
は
な
い
。
最

高
の
一
致
と
は
愛
の
調
和
で
あ
る
。
そ
の
調
和
に
お
い
て
、
自
己
は
、
神
の
意
志
の
も
と
で
、
自
己
の
自
由
の
中
に
あ
る
自
己
自
身
を
、
他

の
自
己
の
自
由
の
中
に
あ
る
他
の
自
己
自
身
と
関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。
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Ｖ　

要
約

「
第
二
の
ア
ダ
ム
」
と
キ
リ
ス
ト
の
完
全
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
十
全
な
意
味
の
分
析
は
、
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
事
実
を
照
ら
し
出
し
、

そ
れ
ら
の
事
実
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
よ
う
な
歴
史
の
現
実
を
解
釈
す
る
原
理
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
十
字
架
と
歴
史
の
関
係
の
観
点
か

ら
理
解
さ
れ
る
完
全
が
、
無
垢
に
対
し
、
ま
た
成
熟
に
対
し
、
さ
ら
に
は
永
遠
に
対
し
て
持
つ
逆
説
的
な
関
係
は
、
歴
史
の
複
雑
な
関
係
の

す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

完
全
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
が
ご
く
暫
定
的
に
言
及
す
る
無
垢
は
、
自
然
も
し
く
は
歴
史
以
前
の
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、

生
が
自
然
に
調
和
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
と
生
の
調
和
は
ま
だ
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
状
態
は
、
個
人
も
共
同
体
も
歴
史

の
過
程
を
超
え
る
だ
け
の
十
分
な
自
由
に
は
達
し
て
い
な
い
。
歴
史
の
過
程
は
、「
不
安
で
」
不
確
か
な
過
程
で
あ
り
、
そ
の
不
確
か
さ
に

よ
っ
て
、
結
局
は
挫
折
に
終
わ
る
罪
の
戦
略
に
誘
惑
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
歴
史
が
自
然
の
絶
対
的
な
状

態
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
限
り
、
個
人
で
あ
れ
人
類
で
あ
れ
、
そ
の
生
の
中
に
無
垢
な
場
所
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

自
由
が
広
が
る
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
善
も
悪
も
広
が
る
。
無
垢
な
状
態
の
信
頼
が
広
が
る
と
、
そ
れ
は
自
由
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
不

安
や
恐
怖
に
変
化
す
る
。
こ
う
し
て
、
個
人
と
共
同
体
は
、
他
者
を
犠
牲
に
し
て
不
当
な
安
全
を
求
め
る
こ
と
に
奔
走
す
る
よ
う
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
同
じ
自
由
が
、
人
間
社
会
で
兄
弟
愛
の
構
造
を
一
層
拡
大
さ
せ
る
方
向
へ
と
促
す
こ
と
も
あ
る
。
生
と
生
の
こ
の
兄
弟
の

よ
う
な
関
係
が
最
も
基
本
的
な
「
生
の
律
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
、
人
間
の
霊ス
ピ
リ
ッ
ト性

の
自
由
と
、
自
己
自
身
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要

な
人
間
の
相
互
依
存
と
を
、
正
当
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
兄
弟
愛
の
一
層
大
き
な
領
域
へ
の
展
開
は
、
そ
れ
に
伴
う
兄
弟
愛
の
深
刻
な
堕
落
の
拡
大
な
く
し
て
あ
り
え
な
い
。
し
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た
が
っ
て
、
愛
の
律
法
に
反
す
る
そ
の
よ
う
な
兄
弟
愛
の
罪
へ
の
堕
落
を
徐
々
に
除
去
し
て
い
く
よ
う
な
歴
史
的
発
展
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
愛
の
律
法
は
、
歴
史
的
経
験
が
そ
の
存
在
意
義
を
認
め
な
い
と
い
う
意
味
で
、
歴
史
の
規
範
で
は
な
い
。
歴
史
の
経
験
が
そ
の
意
義
を

認
め
る
の
は
も
っ
と
複
雑
な
社
会
戦
略
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
自
己
や
個
人
や
集
団
が
、
自
ら
の
生
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
他

者
と
平
和
の
う
ち
に
関
わ
ろ
う
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
相
互
愛
や
正
義
の
体
系
や
戦
略
は
、
歴
史
の
さ
ら
に
深
い
次

元
か
ら
得
ら
れ
る
霊
感
が
な
け
れ
ば
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
歴
史
の
経
験
の
ほ
か
に
源
泉
を
持
た
な
い
兄
弟
愛
の
戦
略
は
、
相

互
関
係
か
ら
自
己
利
益
に
対
す
る
単
な
る
用
心
深
い
関
心
へ
と
退
化
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
共
同
体
を
造
り
上
げ
よ
う
と
す
る
強
い
衝
動

か
ら
、
生
存
へ
の
衝
動
を
倫
理
的
な
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
と
退
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
受
け
止
め
る
十
字
架
上
で
表
さ
れ
た
犠
牲
愛
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
は
、
そ
の
主
要
な
正
当
化
を
、
神
の
本
質
、
言
い

か
え
れ
ば
歴
史
の
現
実
を
超
越
す
る
「
本
質
的
実
在
」
に
見
出
す
。
ア
ガ
ペ
ー
は
、
直
接
的
な
い
し
歴
史
的
な
妥
当
性
を
期
待
せ
ず
、
生
と

歴
史
の
何
ら
か
の
究
極
的
な
完
成
に
目
を
向
け
る
。
他
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
論
は
、
永
遠
で
神
的
な
る
も
の
を
、
時
間
的
で
歴
史
的

な
る
も
の
と
全
面
的
に
対
立
す
る
と
は
考
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
へ
の
関
心
が
そ
れ
に
対
す
る
応
答
を
実
際
に
引
き
起
こ
す
限
り
、

ア
ガ
ペ
ー
の
妥
当
性
は
実
際
の
歴
史
の
中
に
あ
る
。

歴
史
の
可
能
性
と
限
界
に
関
す
る
こ
の
解
釈
は
、
通
常
の
経
験
と
、
経
験
に
つ
い
て
の
自
然
な
分
析
（
合
理
的
分
析
）
の
成
果
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
自
然
を
歴
史
と
同
一
と
す
る
考
え
に
お
け
る
人
間
の
問
題
を
厳
密
に
検
討
す
る
な
ら
、
歴
史
が
そ
れ
自
体
を
超
え
る
と
こ
ろ

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
歴
史
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
は
人
間
の
霊ス
ピ
リ
ッ
ト性
の
自
由
と
超
越
性
の
ゆ
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明

白
に
浮
き
彫
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
は
、
た
と
え
、
歴
史
の
自
然
な
過
程
が
ど
れ
ほ
ど
高
く
上
昇
し
よ
う
と
も
、
そ
の
過
程
に
完
全

に
封
じ
込
ま
れ
、
そ
こ
で
満
足
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
と
十
字
架
の
中
に
見
出
す
特
定
の
神
的
根
拠
と
歴
史
の
終
末
を
疑
う
余
地
な
く

指
し
示
し
て
い
る
よ
う
な
経
験
が
な
い
限
り
、
信
仰
と
啓
示
の
成
果
で
あ
る
。
真
理
の
領
域
と
同
様
に
倫
理
の
領
域
で
も
、
問
題
に
対
す
る
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答
え
を
期
待
し
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
は
愚
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
啓
示
を
受
け
入
れ

る
な
ら
ば
、
経
験
は
、
歴
史
に
お
け
る
倫
理
問
題
を
解
釈
す
る
適
切
な
原
理
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
は
「
召
さ
れ
た
者

に
は
…
…
知
恵
」﹇
Ｉ
コ
リ
ン
ト
一
・
二
四
﹈
で
あ
る
。
啓
示
は
、
人
間
の
状
況
に
お
け
る
二
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
人
間
が
自
然
の
過
程
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
る
要
素
と
、
自
然
の
過
程
を
超
越
し
て
い
る
要
素
と
を
正
当
に
評
価
す
る
唯
一
の
解
釈
原
理
で
あ
る
。
前
者
の
要
素
に
は
、

人
間
の
生
存
衝
動
と
い
う
不
可
欠
の
性
格
が
あ
り
、
後
者
の
要
素
に
は
、
生
存
衝
動
が
人
間
の
倫
理
的
評
価
に
お
い
て
支
配
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
事
実
に
対
し
不
安
を
覚
え
る
人
間
の
良
心
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

Cf. 

Ｌ
・
Ｔ
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
『
理
性
的
善
』L. T. H

obhouse, T
he R

ational G
ood: A

 Study in the Logic of Practice, 1921.

（
2
） 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
教
授
の
『
神
に
関
す
る
人
間
の
展
望
と
有
神
論
の
論
理
』（C

harles H
artshorne, M

an ’s V
ision of G

od and 

the Logic of T
heism

, 1941

）
は
、
こ
の
問
題
を
き
わ
め
て
深
く
分
析
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
苦
し
む
人
間
と
の
愛

の
関
係
に
入
る
神
の
能
力
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
、
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
し
た
ら
、
神
の
完
全
は
、
第
一
義
的
に
全
能
と
い
う

伝
統
的
な
概
念
に
お
い
て
で
は
な
く
、
神
の
自
己
超
越
の
能
力
の
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
神
の
「
自セ
ル
フ
・己

卓サ
ー
パ
ッ
シ
ン
グ

越
性
」
の
性
格
に
お
い
て
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3
） 

こ
の
ゆ
え
に
、
山
上
の
説
教
で
教
え
ら
れ
た
無
抵
抗
の
倫
理
は
、
十
字
架
に
お
い
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
愛
と
完
全
と
一
貫
し
た
関
係
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
倫
理
が
広
く
実
践
さ
れ
る
な
ら
ば
歴
史
の
中
で
成
功
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
間

違
っ
て
い
る
。
ま
し
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
歴
史
に
お
け
る
社
会
生
活
の
す
べ
て
の
要
求
や
反
対
要
求
へ
の
非
暴
力
的
参
与
が
無
抵
抗
の
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福
音
的
倫
理
の
基
本
を
維
持
す
る
も
の
と
断
定
す
る
と
し
た
ら
、
な
お
さ
ら
誤
っ
て
い
る
。
Cf. 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
B
・
グ
レ
ッ
グ
『
非
暴
力
の
力
』

R
ichard B

. G
regg, T

he Pow
er of N

on-V
iolence, 1935.

（
4
） 
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
『
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
』Friedrich Schleierm

acher, T
he C

hristian Faith, pp. 415ff.

（
5
） 

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
、
第
七
章
参
照
。

（
6
） 

コ
ヘ
レ
ト
九
・
四

（
7
） 

Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
五
・
二
二
お
よ
び
ロ
ー
マ
五
・
一
二
以
下
を
参
照
。
実
際
に
は
間
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
約
聖
書
全
体
は
一

貫
し
て
、
キ
リ
ス
ト
を
人
間
的
品
性
の
最
終
的
な
規
範
と
見
な
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
序
文
は
、
キ
リ
ス
ト
を
、
全
被
造
物
の
型
で
あ

る
神
の
ロ
ゴ
ス
の
歴
史
的
な
現
れ
と
見
な
し
て
い
る
。

（
8
） 

ニ
ー
バ
ー
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
、
第
一
〇
章
。

（
9
） 

エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
が
「
自
分
自
身
の
う
ち
に
ア
ダ
ム
を
反
復
す
る
」
と
い
う
考
え
を
好
ん
だ
。
か
れ
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
資
質
は

神
の
か
た
ち
を
喪
失
し
て
い
な
い
」
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
か
た
ち
を
回
復
し
た
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
は
、「
最
初
の
人
間
」
で
あ
っ
て
、「
最

初
か
ら
続
く
長
い
道
の
り
の
最
後
に
」
地
上
を
再
び
歩
ん
だ
こ
と
、
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
は
、
完
全
が
無
垢
を
超
越
す
る
よ
う
に
、
堕
落
以
前

の
ア
ダ
ム
の
高
潔
さ
を
凌
駕
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
た
（
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
『
異
端
反
論
』A

gainst H
eresies, B

ook III, xix and 

xxiv

）。
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
救
い
は
、「
純
粋
な
ア
ダ
ム
の
か
た
ち
に
回
復
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
最
後
の
人
の
背

丈
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
か
つ
て
の
自
分
よ
り
も
高
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
神
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ

る
」。（G

reat C
atechism

, par. 37.

）

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
は
、
人
間
が
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
果
た
し
て
神
は
受
肉
し
た
だ
ろ
う
か
と
問
い
、
そ
れ
に
肯
定
的
に
答

え
て
、
そ
の
理
由
を
こ
う
述
べ
た
。
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、「
最
後
の
被
造
物
で
あ
る
人
間
は
、
最
初
の
原
理
で
あ
る
神
と
合
一
し
た
」。
人
間

は
神
に
属
し
、「
何
ら
か
の
無
限
の
影
響
力
に
よ
っ
て
神
自
身
を
表
し
た
」。
人
間
が
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
人
間
は
、「
終
わ
り
に
至

る
ま
で
自
然
的
な
形
態
で
神
と
繋
が
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
と
直
接
繋
が
れ
る
こ
と
は
、
自
然
の
完
全
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
で

あ
る
」（
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』Sum

m
a T

heologica, Part III, Q
. 1, A

rt. 3.

）。
こ
の
議
論
は
い
さ
さ
か
不
自
然
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
、
人
間
の
本
性
の
無
限
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
は
重
要
で
あ
る
。
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（
10
） 

ニ
ー
バ
ー
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
第
一
〇
章
参
照
。

（
11
） 
Cf. 

フ
リ
ッ
ツ
・
キ
ュ
ン
ケ
ル
『
性
格
、
個
人
、
集
団
』Fritz K

ünkel, C
harakter, E

inzelm
ensch und G

ruppe, 1933.

（
12
） 
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
原
始
共
同
体
の
「
静
的
宗
教
」
を
、「
知
性
の
行
使
に
際
し
て
…
…
﹇
個
人
や
社
会
を
﹈
解
体
さ
せ
う
る
よ
う
な
も

の
に
対
す
る
、
自
然
の
防
御
的
反
作
用
」
と
見
な
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
宗
教
が
純
粋
に
「
自
然
」
の
戦
略
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ

の
宗
教
は
、
人
間
の
自
由
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
状
況
へ
の
一
部
意
識
的
で
一
部
無
意
識
的
な
反
応
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
人
間
の
自

由
の
産
物
で
あ
る
。
あ
る
解
釈
者
た
ち
が
祭
司
を
意
識
的
な
帝
国
主
義
者
、
す
な
わ
ち
原
始
共
同
体
の
中
で
社
会
的
権
力
を
獲
得
す
る
目
的

で
宗
教
を
操
作
す
る
者
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
原
始
宗
教
の
戦
略
に
は
意
識
的
要
素
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。See B

ergson, T
w

o 

Sources of M
orality and R

eligion, p. 112.

﹇
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
中
村
雄
二
郎
訳
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
6
（
白
水
社
、

一
九
六
五
年
）
二
四
八
頁
参
照
﹈。

（
13
） 

本
書
第
二
章
。

（
14
） N

icom
achean E

thics, C
hs. V

III and IX
. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
八
巻
お
よ
び
第
九
巻
﹇
高
田
三
郎
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九 

七
三
年
）、
下
、
八
三
頁
以
下
﹈。

（
15
） A

n Inquiry C
oncerning the Principle of M

orals. See. III, Part I.  

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
『
道
徳
原
理
の
研
究
』
第
三
章
第
一
節
﹇
渡

部
峻
明
訳
（
晢
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
二
一
、
二
二
頁
。
訳
文
は
こ
れ
に
拠
っ
て
い
な
い
﹈。

（
16
） 

マ
タ
イ
五
・
四
六
。

（
17
） 

そ
の
著
『
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ス
』﹇
ニ
ー
グ
レ
ン
『
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ー
ス
』
全
三
巻
、
岸
千
年
・
大
内
弘
助
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
五
四
、 

一
九
五
五
、 

一
九
六
三
年
﹈
に
お
け
る
、
ア
ン
ダ
ー
ス
・
ニ
ー
グ
レ
ン
教
授
の
深
遠
な
分
析
は
、
新
約
聖
書
が
規
範
的
と
見
な
す
純
粋
で
私
欲
の
な
い
愛
と
、

古
典
思
想
に
お
け
る
愛
（
エ
ロ
ス
）
の
思
想
の
す
べ
て
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
利
己
的
な
要
素
と
の
対
比
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
価

値
が
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
グ
レ
ン
は
、
そ
の
対
比
を
絶
対
視
し
過
ぎ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
概
念
が
、
愛
を
、
行

為
者
の
幸
福
の
視
点
か
ら
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
自
由
で
あ
る
ゆ
え
に
、
自
分
の
幸
福
の
観
点
か

ら
自
ら
を
正
当
化
し
な
い
愛
の
徳
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
く
生
き
る
こ
と
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
イ
エ

ス
が
、
自
然
的
な
人
間
の
愛
と
神
の
ア
ガ
ペ
ー
の
対
比
を
絶
対
の
も
の
と
見
な
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
こ
う
言
明
す

る
。「
こ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
は
悪
い
者
で
あ
り
な
が
ら
も
、
自
分
の
子
供
に
は
良
い
物
を
与
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
ま
し
て
、
あ
な
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た
が
た
の
天
の
父
は
、
求
め
る
者
に
良
い
物
を
く
だ
さ
る
に
ち
が
い
な
い
」（
マ
タ
イ
七
・
一
一
）。

ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
神
の
国
﹇
邦
訳
で
は
「
神
の
支
配
」﹈
の
要
求
と
歴
史
の
倫
理
的
可
能
性
と
を
さ
ら
に
絶
対
的
に
対
比
さ
せ
て
い

る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
山
上
の
説
教
の
厳
格
な
要
求
が
「
倫
理
の
意
味
で
の
『
最
高
善
』」
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
か
れ
は
こ
う
言

明
す
る
。「
神
の
支
配
は
…
…
何
か
奇
跡
的
な
も
の
、
そ
れ
も
絶
対
に
『
奇
跡
的
な
も
の
』
な
の
で
あ
り
、
今
・
こ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
対
立
す

る
も
の
、『
絶
対
他
者
』
…
…
な
の
で
あ
る
」Jesus and the W

ord, pp. 35

―37.

﹇
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
『
イ
エ
ス
』
川
端
純
四
郎
・
八
木
誠
一

訳
（
未
來
社
、
一
九
六
三
年
）
三
八
―
四
〇
頁
﹈。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
、
す
な
わ
ち
、
新
約
聖
書
の
倫
理
的
禁
止
命
令
は
、
人
間
の
経
験
の
実
行

可
能
な
倫
理
的
善
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
行
き
過
ぎ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
神
と
歴
史
の
現
実
と
構
造
的
側
面
の
関
係
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ャ
的
感
覚
が
不
足
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
立
場
は
、

キ
リ
ス
ト
が
歴
史
の
諸
構
造
の
ま
さ
に
基
礎
で
あ
る
と
見
な
す
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
序
文
で
見
事
に
論
破
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

ガ
ラ
テ
ヤ
三
・
二
八
。

（
19
） 

W
・
ウ
ィ
ー
ズ
ナ
ー
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
会
議
の
報
告
に
お
け
る
か
れ
が
書
い
た
章
「T

he C
hristian Faith and the C

om
m

on Life

﹇
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
と
日
常
生
活
﹈」
に
お
い
て
、
赦
し
と
懲
罰
的
正
義
の
必
要
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
極
端
な
ル
タ
ー
主
義
的
見
方
を
示
し
、
そ
れ
ら

二
つ
は
正
反
対
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
裁
判
官
、
看
守
、
刑
の
執
行
人
と
い
っ
た
人
々
を
不
要
と
す
る
可
能
性
を
に
じ
ま

せ
る
ト
ル
ス
ト
イ
的
完
全
主
義
の
場
合
と
同
じ
程
度
に
、
事
実
に
即
し
て
も
い
る
が
反
し
て
も
い
る
。

（
20
） T

he State and R
evolution, C

h. 5, Par. iii and iv.  
V
・
L
・
レ
ー
ニ
ン
『
国
家
と
革
命
』
第
五
章
、
第
三
節
お
よ
び
第
四
節
﹇
角
田
安
正
訳

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）、
一
七
五
、
一
八
七
頁
﹈。

（
21
） 

ル
カ
一
〇
・
二
〇
。

（
22
） 

ロ
ー
マ
一
四
・
八
。

（
23
） 

こ
の
堕
落
の
永
続
的
で
不
可
避
的
な
性
格
の
問
題
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
答
え
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
八
章
と
第
九
章
で
検
討
す
る
。

（
24
） 

フ
ラ
ン
ツ
・
パ
イ
フ
ァ
ー
『
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』Franz Peiffer, M

eister E
ckhart, translated by D

. de B
. E

vans, Vol. I, p. 

220.

（
25
） 

Cf. 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ベ
ン
ツ
『
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
に
よ
る
完
全
な
人
間
』E

rnst B
enz, D

er Vollkom
m

ene M
ensch nach Jacob B

oehm
e, pp. 

51

―70.  

ベ
ン
ツ
は
次
の
よ
う
な
事
実
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
物
学
的
機
能
に
対
す
る
神
秘
主
義
の
嫌
悪
は
、
む
し
ろ
、
人
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間
の
腹
部
は
、
人
間
が
自
分
の
力
で
神
を
考
え
る
こ
と
を
や
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
の
ニ
ー
チ
ェ
の
指
摘
を
正
当
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。

（
26
） 
パ
ウ
ロ
の
グ
ノ
ー
シ
ス
拒
否
を
示
す
古
典
的
な
聖
句
は
、
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
Ｉ 

一
三
章
で
あ
る
。「
た
と
え
人
々
の
異
言
、
天
使
た
ち

の
異
言
を
語
ろ
う
と
も
…
…
た
と
え
、
預
言
す
る
賜
物
を
持
ち
、
あ
ら
ゆ
る
神
秘
と
あ
ら
ゆ
る
知
識
に
通
じ
て
い
よ
う
と
も
…
…
愛
が
な
け
れ

ば
、
わ
た
し
に
何
の
益
も
な
い
」。
こ
の
議
論
は
、
直
接
に
は
、
お
そ
ら
く
と
く
に
秘
密
の
儀
式
に
お
い
て
約
束
さ
れ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
様
に
、
す
べ
て
の
形
態
の
合
理
主
義
や
神
秘
主
義
で
約
束
さ
れ
て
い
る
、
悪
か
ら
の
解
放
を
含
む

広
義
に
お
け
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
も
あ
て
は
ま
る
。

（
27
） 

Ｉ
コ
リ
ン
ト
一
三
・
一
二
。

（
28
） ﹇St. John of the C

ross

﹈A
scent of M

ount C
arm

el, B
k. I, v. 4.  

十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
第
一
部
第
五
章
、
四
﹇
奥
村
一
郎

訳
（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
二
〇
一
二
年
）、
六
二
頁
﹈。

（
29
） St. John of the C

ross, C
anticles 2d redaction, str, 28.  

十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
『
霊
の
賛
歌
』
第
二
八
の
歌
﹇
東
京
女
子
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
訳

（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
一
九
六
三
年
）、
二
八
三
頁
﹈。

（
30
） C

anticles, str. 38.  

同
、
第
三
八
の
歌
﹇
同
上
、
三
五
四
―
三
五
五
頁
。
訳
文
は
こ
れ
に
拠
っ
て
い
な
い
﹈。

（
31
） 

ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
『
認
識
の
段
階
』Jacque M

aritain, D
egrees of K

now
ledge

（1932

）, p.394.

（
32
） 

エ
フ
ェ
ソ
四
・
一
―
一
〇
。




