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近
代
文
化
に
お
け
る
人
間
の
運
命
を
め
ぐ
る
論
争
――
ル
ネ
サ
ン
ス

『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
部
「
人
間
の
運
命
」
第
六
章ラ

イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

鈴
木　

幸
・
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

（N
ew

 York: C
harles 

Scribner ’s Sons, 1943

）, C
hapter V

I: T
he D

ebate on H
um

an D
estiny in M

odern C
ulture: T

he R
enaissance

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
」（
二
〇
一
一
―
二
〇
一
三
）
の
一
環
と
し
て
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
て
い
る

ニ
ー
バ
ー
翻
訳
研
究
グ
ル
ー
プ
で
検
討
さ
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
鈴
木
幸
が
下
訳
を
担
当
し
、
柳
田

洋
夫
、
松
本
周
、
髙
橋
義
文
、
鈴
木
幸
の
四
名
に
よ
る
検
討
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
）。
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＊ 

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
頂
い
て
、
今
後
の
修
正
作

業
に
生
か
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

＊ 
な
お
、
邦
訳
さ
れ
て
い
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
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
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
』
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

わ
れ
わ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
光
に
お
い
て
人
間
の
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
確
信
に
至
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
の
両
者
が
、
人
間
の
歴
史
的
実
存
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
の
適
切
な
再
定
義
へ
と
踏
み
込
む
に
違
い
な

い
洞
察
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
析
を
効
果
的
に
な
す
た
め
に
は
、
近
代
文
化
に
お
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス
が
宗
教
改
革
に

ほ
ぼ
完
全
に
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
不
十
分
な
結
論
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
議
論
を
再
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
勝
利
は
強
烈
で
あ
っ

た
た
め
、
宗
教
改
革
の
最
も
特
徴
的
な
洞
察
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
大
部
分
の
意
識
に
さ
え
敗
れ
去
っ
て
し
ま
っ

た
。
近
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
は
し
ば
し
ば
、
信
仰
に
よ
る
義
認
の
教
理
が
解
答
と
な
る
よ
う
な
究
極
の
問
い
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ

ク
・
キ
リ
ス
ト
教
や
世
俗
文
化
よ
り
も
は
な
は
だ
し
い
無
関
心
と
無
知
を
露
呈
し
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
こ
の
問
題
を
あ
ま
り
に
も
簡
単

に
解
決
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
問
題
を
忘
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
一
方
、
世
俗
的
な
精
神
は
、
歴
史
の
避
け
る
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こ
と
の
で
き
な
い
相
対
性
と
失
望
に
つ
い
て
、
多
く
の
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
に
お
け
る
完
全
主
義
的
前
提
よ
り
も
寛
大
に
、
健
全
な

常
識
を
認
識
す
る
よ
う
た
び
た
び
促
さ
れ
て
き
た
。
世
俗
的
な
精
神
は
し
ば
し
ば
、
世
俗
化
さ
れ
た
義
認
の
教
理
を
発
展
さ
せ
て
、
歴
史
に

お
け
る
失
望
と
い
う
問
題
に
対
応
さ
せ
る
。
一
方
、
自
由
主
義
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
依
然
と
し
て
、
感
傷
的
で
実
体
の
な
い
歴
史
の
希
望
に

陥
っ
て
い
る
）
1
（

。

人
間
の
運
命
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
し
て
、
自
由
主
義
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
概
ね
宗
教
改
革
側
よ
り
も
ル
ネ
サ
ン
ス
側
に
属
し
て
い
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
に
お
け
る
精
神
的
な
状
況
は
、
他
の
教
会
の
ル
ネ
サ
ン
ス
型
と
も
宗
教
改
革
型
と
も
一
致
し
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

教
会
の
三
九
箇
条
と
『
祈
祷
書
』
は
宗
教
改
革
の
神
学
と
敬
虔
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
宗
教
改
革
の
特
徴
的
洞
察
は
し
ば

し
ば
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
数
世
紀
に
お
け
る
ア
ン
グ
リ
カ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
﹇
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
ゆ
る
や
か
な
世
界
的
連
合
体
﹈

の
精
神
的
な
緊
張
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
強
調
と
前
ル
ネ
サ
ン
ス
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
間
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
少
な
く
と
も
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
教
会
の
教
父
学
へ
の
こ
だ
わ
り
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
古
い
大
学
に
お
い
て
は
古
典
学
が
重
視
さ
れ
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
教
会
の
聖
職
者
は
神
学
固
有
の
研
究
よ
り
も
大
学
で
の
一
般
教
養
の
訓
練
に
依
拠
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教

会
の
思
想
の
古
典
学
的
な
内
容
が
増
大
し
、
聖
書
的
立
場
と
古
典
的
立
場
の
対
照
が
内
に
あ
る
よ
う
な
問
題
は
曖
昧
に
さ
れ
が
ち
に
な
っ

た
。し

た
が
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
内
の
論
争
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
の
神
学
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と

の
間
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
で
は
両
者
が
強
い
完
全
主
義
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
前
者
は
近
代
的
自
由
主
義
に
親
和
性
が
あ
る
が
、

『
祈
祷
書
』
の
敬
虔
と
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
よ
る
感
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
半
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
が
世
俗
化
を
免
れ
て
い
る
。
一
方
、『
祈
祷

書
』
の
宗
教
的
な
内
容
は
普
遍
的
な
源
泉
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
教
会
の
考
え
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。「
わ
た
し
た
ち
の
中
に

健
や
か
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
敬
虔
な
信
徒
に
告
白
せ
し
め
る
「
一
般
の
告
白
」
の
祈
り
の
精
神
に
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
説
教
が
反
抗
し
、

ま
た
鼓
舞
さ
れ
て
き
た
か
測
り
知
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
思
想
の
最
も
悪
い
と
こ
ろ
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
道
徳
主
義
と
伝
統
的
敬
虔
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
最
も
良
い
と
こ
ろ
は
、
恵
み
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
、
と
り
あ
え
ず
他
の
諸
教
会
よ
り
も

誠
実
に
結
び
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

確
か
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
に
関
す
る
議
論
は
改
め
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
人
間
の
状

況
を
定
義
す
る
際
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
全
面
的
に
誤
っ
て
い
て
宗
教
改
革
が
全
面
的
に
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
た
だ
、
両
者
の
争
い
の
結
果
が
暗
示
す
る
ほ
ど
ル
ネ
サ
ン
ス
が
正
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
宗
教
改
革
が
誤
っ
て
い
た
わ
け

で
も
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
実
の
と
こ
ろ
、「
弁
証
法
神
学
」
の
登
場
と
と
も
に
す
で
に
再
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

神
学
は
近
代
文
化
に
対
す
る
全
面
的
な
抵
抗
の
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
人
々
は
、
当
時
の
歴
史
の
事
実

が
、
当
時
の
文
化
に
つ
い
て
の
か
れ
ら
の
解
釈
と
食
い
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
念
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
不
幸
に
も
こ

の
神
学
運
動
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
全
面
的
に
誤
っ
て
い
て
、
宗
教
改
革
が
全
面
的
に
正
し
い
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
た
。
こ
の
確
信
を
詳

し
く
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
運
動
は
、
宗
教
改
革
が
保
持
し
て
き
た
生
の
聖
化
と
成
就
の
強
調
を
抑
圧
す
る
ほ
ど
に
、
宗
教
改
革
的

思
考
の
最
も
消
極
的
側
面
を
強
調
し
た
）
2
（

。
そ
の
結
果
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
神
学
運
動
は
、
深
く
教
会
の
考
え
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
が
、
そ
れ
は
否
定
的
に
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
教
会
の
外
の
思
想
に
挑
む
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
そ
の
神
学
運
動
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
に
お
け
る
正
し
い
も
の
を
あ
ま
り
に
も
完
全
に
無
視
し
た
の
で
、
そ
の
中
に
あ
る
誤
っ
た
も
の
に
も
異
議
申
立
て
を
な
し

え
な
か
っ
た
。

ゆ
え
に
、
別
の
方
策
で
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
間
と
に
関
す
る
議
論
を
再
開
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
誤
り
で
あ
っ
た
と

宣
告
す
る
前
に
、
生
と
歴
史
に
関
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
解
釈
に
お
い
て
、
何
が
キ
リ
ス
ト
教
的
で
、
何
が
真
実
で
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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Ⅱ　

ル
ネ
サ
ン
ス
の
意
味

精
神
的
運
動
と
し
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
が
最
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の
実
存
の
限
り
な
い
可
能
性
を
こ
の
上
な
く
肯
定
し

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
歴
史
に
は
意
味
が
あ
る
と
い
う
感
覚
を
再
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
場
合
で
あ
る
。
こ
の
肯
定
は
多
く
の

型
を
取
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
運
動
の
基
本
的
衝
動
と
同
等
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
総
じ
て
、
歴

史
家
が
多
様
な
哲
学
的
、
宗
教
的
、
社
会
的
運
動
を
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
一
つ
の
歴
史
区
分
の
中
に
置
く
こ
と
を
正
当
化
す
る
十
分
な
一

貫
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
様
な
運
動
と
は
、
初
期
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
、
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
、
ま
た
、

進
歩
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
や
マ
ル
ク
ス
主
義
的
大
転
換
、
そ
し
て
、
セ
ク
ト
的
完
全
主
義
や
世
俗
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
多
種
多
様
の
表
現
す
べ
て
の
中
に
統
一
的
原
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
お
け
る
生
の
成
就
へ
の
衝
動
で
あ
る
。
聖
書
的
そ

し
て
宗
教
改
革
的
思
想
に
よ
る
条
件
や
制
限
な
し
に
生
は
成
就
さ
れ
う
る
と
い
う
考
え
は
、
二
つ
の
異
な
る
源
泉
か
ら
生
じ
る
。
そ
の
一
つ

は
、
人
間
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
古
典
的
確
信
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
生
の
聖
化
と
成
就
へ
の
聖
書
的
・
キ
リ
ス
ト
教

的
衝
動
、
特
に
歴
史
自
体
の
成
就
へ
の
聖
書
的
・
終
末
論
的
希
望
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
源
泉
は
、
ま
さ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
の
二
重
の
意
味
を
決
定
す
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
が
、
古
典
学
と
、
人
間
の
状
況

に
つ
い
て
の
古
典
的
観
念
へ
の
意
識
的
な
回
帰
で
あ
る
よ
う
に
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
は
、
学
問
一
般
、
特
に

古
典
学
の
「
再
生
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
も
近
代
的
な
文
化
史
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
意
味
合
い

で
し
か
な
い
が
、
こ
の
言
葉
は
よ
り
重
大
な
こ
と
も
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、
世
界
と
人
間
社
会
の
再
生
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
の
希
望
の
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
り
深
遠
な
意
味
は
、
古
典
学
の
再
生
と
い
う
意
味
ほ
ど
に
は
意
識
さ
れ
て
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こ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
よ
り
深
遠
で
広
範
な
意
味
合

い
は
、
そ
の
言
葉
と
運
動
が
暗
示
す
る
意
味
に
つ
い
て
の
後
世
の
理
論
よ
り
も
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な

い
）
3
（

。個
人
そ
し
て
歴
史
の
成
就
と
い
う
ル
ネ
サ
ン
ス
的
概
念
は
、
あ
る
程
度
カ
ト
リ
ッ
ク
時
代
の
資
産
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
個
人
の
生
に

は
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
は
、
表
向
き
に
は
古
典
的
概
念
に
基
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
古
典
的
概
念

が
カ
ト
リ
ッ
ク
的
合
理
主
義
に
完
全
に
敗
北
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
秘
主
義
と
修
道
院
生
活
の

完
全
主
義
に
お
け
る
固
有
の
力
で
自
己
表
現
を
し
た
。
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
線
が
中
世
の
神
秘
主
義
者
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
敬
虔
主

義
者
へ
と
続
い
て
い
る
。
歴
史
の
成
就
と
い
う
ル
ネ
サ
ン
ス
的
考
え
は
最
終
的
に
、
十
七
世
紀
と
十
八
世
紀
に
お
け
る
「
進
歩
」
と
い
う
思

想
に
ま
で
練
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
急
進
主
義
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
敬
虔
は
十
三
世
紀
に
起
こ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
修
道
院
的
完
全
主
義
の
最
後
の
絶
頂
期
で
あ
り
、
ま
た
、
歴
史
の
成

就
と
い
う
新
た
な
感
覚
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
備
え
て
い
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
主
義
の
個
人
的
完
全
主
義
と
い
う
魅
力
は
、
福
音

的
倫
理
の
絶
対
主
義
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
伝
統
的
な
中
世
の
修
道
院
生
活
を
あ
る
程
度
特
徴
づ
け
た
と
こ
ろ
の
、
世
俗
を
否
定
す

る
二
元
論
と
神
秘
主
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
主
義
に
は
、
歴
史
は
力
動
的
で
有
意
味
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
あ

り
、
そ
れ
は
地
上
に
お
け
る
神
の
国
の
設
立
へ
と
向
か
う
が
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
の
終
末
論
と
、
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
会
に
お
け
る
聖
化
と
い
う
思
想
と
が
融
合
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
が
教
会
と
神
の

国
と
を
同
一
視
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
静
的
歴
史
概
念
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
最
初
の
中
世
の
思
想
家
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヨ

ア
キ
ム
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
歴
史
は
三
つ
の
時
代
、
つ
ま
り
、
父
な
る
神
の
時
代
、
子
な
る
キ
リ
ス
ト
の
時
代
、
そ
し
て
聖
霊
の
時
代
に
区

分
さ
れ
る
。
子
な
る
キ
リ
ス
ト
の
時
代
は
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
自
身
が
生
き
た
時
代
で
も
あ
る
教
会
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
終
わ
り

に
近
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
か
れ
は
聖
霊
の
時
代
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
秘
蹟
の
中
に
約
束
と
し
て
の
み
含
ま
れ
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て
い
た
キ
リ
ス
ト
の
律
法
が
ひ
そ
か
に
成
就
さ
れ
る
時
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
急
進
派
は
、
ヨ
ア
キ
ム
の
終
末
論
的
希
望
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
生
の
完
成
に
お
い
て
実
現
し
て
い
た
の
だ
と
し
、
ま

た
、
そ
の
希
望
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
修
道
院
生
活
が
確
立
す
る
理
想
的
秩
序
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
。
ペ
ト
ル

ス
・
ヨ
ア
ニ
ス
・
オ
リ
ー
ヴ
ィ
の
よ
う
な
形
態
の
「
霊
的
な
も
の
」
と
い
う
考
え
は
、
神
秘
主
義
の
無
歴
史
的
か
つ
非
歴
史
的
敬
虔
か
ら
世

に
現
れ
出
た
歴
史
意
識
と
見
な
さ
れ
る
。
か
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
中
心
性
に
ま
さ
に
挑
ん
だ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

精
神
的
卓
越
性
を
た
び
た
び
主
張
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
中
世
的
総
合
に
お
け
る
古
典
的
要
素
と
教
会
的
要
素
に
よ
っ
て
長
く
隠
さ
れ
て
き

た
聖
書
的
終
末
思
想
が
再
度
真
価
を
発
揮
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
オ
リ
ー
ヴ
ィ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
自
体
が
救
済
史

（H
eilsgeshichte

）
で
あ
る
。
歴
史
的
過
程
自
体
に
救
済
の
力
が
あ
る
と
い
う
近
代
的
確
信
は
明
ら
か
に
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
的
霊
性
の
思

想
の
中
に
萌
芽
的
形
態
と
し
て
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
4
（

。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
神
学
者
は
、
個
人
の
完
成
へ
の
衝
迫
と
歴
史
の
成
就
へ
の
希
望
を
ル
ネ
サ
ン
ス
に
も
た
ら
し
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

の
最
も
偉
大
な
神
学
者
で
あ
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
は
個
人
の
完
成
と
ル
ネ
サ
ン
ス
と
の
優
れ
た
仲
介
者
で
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン

は
歴
史
の
成
就
と
ル
ネ
サ
ン
ス
と
の
優
れ
た
仲
介
者
で
あ
っ
た
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
の
言
う
「
完
全
な
る
愛
を
こ
め
て
神
を
愛
す
る
人

は
、
神
へ
と
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
野
心
的
な
言
葉
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
「
反
抗
心
」
へ
と
こ
だ
ま
し
、
ま
た
、
た
び
た
び
世
俗
化
さ
れ
て

ル
ネ
サ
ン
ス
的
「
反
抗
心
」
と
な
っ
た
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
は
、
人
間
が
恵
み
に
依
存
す
る
こ
と
を
意
識
し
続
け
た
。
一
方
、
ル
ネ
サ

ン
ス
は
、
人
間
の
本
性
に
備
わ
っ
た
驚
く
べ
き
知
的
能
力
を
、
ル
ネ
サ
ン
ス
文
学
が
称
賛
し
た
と
こ
ろ
の
人
間
の
生
の
限
り
な
い
あ
ら
ゆ
る

可
能
性
の
源
泉
と
見
な
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
完
全
主
義
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
希
望
と
の
関
係
は
実
際
に
あ
っ

た
。ロ

ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は
経
験
的
学
問
へ
の
情
熱
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
歴
史
家
は
た
び
た
び
、
中
世
の
冬

に
お
け
る
新
し
い
時
代
の
春
の
兆
し
と
し
て
の
「
最
初
の
近
代
」
と
し
て
か
れ
を
賞
賛
し
て
き
た
。
し
か
し
、
終
末
時
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
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反
キ
リ
ス
ト
と
い
う
危
機
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
武
器
を
供
給
す
る
最
高
の
手
段
と
し
て
、
か
れ
が
い
つ
も
学
問
を
第
一
に
正
当
化
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
終
末
論
と
学
問
へ
の
新
た
な
情
熱
が
、
ベ
ー
コ
ン
の
思
想
の
中
で
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
歴
史
は
力
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
今
に
お
い
て
も
未
来
に
お
い
て
も
成
就
へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、
キ
リ
ス
ト
教

も
し
く
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
的
で
ヨ
ア
キ
ム
的
な
も
の
を
純
粋
に
起
源
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
覚

醒
全
体
、
ま
た
、
新
た
な
力
と
可
能
性
と
い
う
ル
ネ
サ
ン
ス
の
感
覚
は
、
歴
史
の
成
就
と
い
う
感
覚
を
自
然
に
発
生
さ
せ
た
。
し
か
し
、
キ

リ
ス
ト
教
の
終
末
論
的
前
提
が
な
け
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
表
向
き
に
立
ち
戻
る
古
典
的
概
念
は
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
に
適
し
た
手
段
を

備
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
、
個
人
と
政
治
の
再
生
と
い
う
ダ
ン
テ
の
展
望
に
お
い
て
、
ま
た
、
眠
り
か
ら
の
目
覚
め
と
い
う
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
象
徴
に
お
い

て
、
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』、
そ
し
て
カ
ン
パ
ネ

ラ
の
『
太
陽
の
都
』
な
ど
後
期
ル
ネ
サ
ン
ス
作
品
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
の
描
写
に
お
い
て
、
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
と
は
奇
妙
に
入

り
混
じ
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
的
終
末
論
の
響
き
は
、
ロ
ー
マ
を
統
一
し
た
カ
ル
ロ
・
リ
エ
ン
ゾ
の
政
治
的
救
世
主
気
取
り
や
）
5
（

、
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
ば
か
げ
た
救
世
主
意
識
に
お
い
て
さ
え
見
ら
れ
る
）
6
（

。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
救
世
主
気
取
り
ゆ
え
に
、
教
皇
は
か
れ
を

反
キ
リ
ス
ト
と
し
て
告
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
精
神
に
お
け
る
個
人
と
い
う
感
覚
の
高
ま
り
と
、
個
人
の
生
の
可
能
性
を
最
大
限
成
就
す
る
こ
と
へ
の
衝
動
に
つ
い
て
は
、

も
う
一
つ
の
関
連
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
た
）
7
（

。
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
的
概
念
が
進
歩
と
い
う
近
代
的
思
想
に
変
質
し
て

ゆ
く
と
い
う
歴
史
理
論
の
展
開
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
の
見
取
り
図
を
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
展
開
を
主
と
し
て
も
た
ら
し
た
の
は
、
理
性
の
発
展
、
知
識
と
経
験
の
蓄
積
、
そ
し
て
合
理
性
に
よ
る
自
然
の
征
服
と
い
う
こ
と
へ

の
新
た
な
信
頼
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
動
向
に
お
い
て
、
合
理
的
な
人
間
に
対
す
る
古
典
的
な
信
頼
は
、
古
典

文
化
の
歴
史
的
悲
観
主
義
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
歴
史
的
楽
観
主
義
の
手
段
と
さ
れ
た
）
8
（

。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
歴
史
の
意
味
を
め
ぐ
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る
問
題
が
意
図
的
ま
た
は
明
確
に
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
で
さ
え
、
科
学
へ
の
情
熱
は
歴
史
的
楽
観
主
義
と
微
妙
に
結
び
つ
い
て
い
る
）
9
（

。

歴
史
を
進
歩
さ
せ
る
力
と
し
て
の
理
性
へ
の
こ
の
信
頼
が
い
か
な
る
形
を
取
ろ
う
と
も
、
そ
の
諸
形
態
の
す
べ
て
が
統
一
的
な
哲
学
的
傾

向
を
表
し
て
い
る
。
進
歩
の
概
念
の
基
礎
と
な
る
哲
学
を
導
く
原
理
は
、
内
在
す
る
ロ
ゴ
ス
（logos

）
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
な

る
形
と
し
て
歴
史
を
超
越
す
る
と
は
も
は
や
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
歴
史
の
中
で
働
き
、
そ
の
混
沌
を
徐
々
に
理
性
の
支
配
下
に
置
く
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
時
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
の
概
念
は
一
つ
の
形
而
上
学
的
構
造
の
一
部
と
し
て

深
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
に
お
け
る
よ
う
に
、
背
進
す
る
理
性
的
自
由
の
目
標
に
漠
然
と
似
た
も
の
に

な
る
。
ま
た
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
け
る
よ
う
に
、
歴
史
は
、
絶
対
精
神
の
自
己
意
識
の
段
階
的
発
展
で
あ
る
。
時
に
は
フ
ラ
ン
ス
啓

蒙
主
義
に
お
け
る
よ
う
に
、
歴
史
的
楽
観
主
義
は
た
だ
以
下
の
よ
う
な
確
信
に
拠
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
は
個
人
の
美
徳
を
生
む

と
か
、
社
会
の
進
歩
を
妨
げ
る
迷
信
を
壊
す
と
か
）
10
（

、
あ
る
い
は
愚
か
な
政
府
よ
り
も
賢
い
政
府
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ

る
）
11
（

。
時
に
は
、
特
に
、
後
期
ル
ネ
サ
ン
ス
よ
り
も
浅
薄
な
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
に
お
け
る
よ
う
に
、
歴
史
に
お
け
る
希
望
は
、
合
理
的
に

自
然
を
征
服
す
る
こ
と
が
肉
体
的
幸
福
を
高
め
、
肉
体
的
快
適
さ
を
増
す
、
と
い
う
考
え
方
に
つ
ま
る
と
こ
ろ
基
づ
く
こ
と
に
な
る
）
12
（

。

近
代
的
信
条
に
お
け
る
最
も
支
配
的
で
特
徴
的
な
項
目
と
し
て
の
進
歩
の
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
を
そ
の
道
具
と
し
て
使
う
こ
と
が
で

き
る
ほ
ど
強
力
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
在
す
る
ロ
ゴ
ス
と
い
う
原
理
へ
の
基
本
的
な
信
頼
が
、
本
当
の
意
味
で
変
わ
る
こ
と
は
決

し
て
な
い
。
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
が
歴
史
的
楽
観
主
義
の
傾
向
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
時
に
お
い
て
さ

え
、
そ
し
て
適
者
生
存
と
い
う
生
物
学
的
概
念
が
歴
史
的
楽
観
主
義
の
担
い
手
と
な
る
時
で
さ
え
、
ロ
ゴ
ス
原
理
の
ま
さ
に
自
然
主
義
的
改

訂
版
が
有
効
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
に
お
け
る
生
存
法
則
は
調
和
と
進
歩
の
力
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
力
は
、
歴
史
の
最
も
悲

劇
的
な
争
い
で
さ
え
も
歴
史
を
前
進
さ
せ
る
手
段
へ
と
変
え
る
力
だ
か
ら
で
あ
る
。

初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
十
八
世
紀
ま
で
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
進
歩
の
教
義
全
般
に
、
十
九
世
紀
も
二
十
世
紀
も
何
一
つ
重
要
な
も

の
を
付
け
加
え
は
し
な
い
。
近
代
の
大
部
分
の
社
会
学
的
歴
史
的
な
哲
学
は
こ
の
概
念
を
当
然
の
こ
と
と
見
な
し
、
コ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー



180

の
思
想
に
由
来
す
る
か
、
少
な
く
と
も
似
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

進
歩
と
い
う
こ
れ
ら
近
代
的
概
念
と
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
と
が
関
わ
る
の
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
静
的
で
退
行
的
と
い
う
よ
り
は
力

動
的
に
歴
史
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
）
13
（

。
両
者
の
違
い
は
二
通
り
あ
る
。
第
一
の
違
い
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
生
の

成
就
を
、
個
人
の
生
で
あ
ろ
う
と
歴
史
全
体
で
あ
ろ
う
と
、「
恵
み
」
な
し
に
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
個
人
の
生
を
成

就
さ
せ
る
た
め
の
力
が
注
入
さ
れ
る
こ
と
や
、
歴
史
の
成
就
に
お
い
て
「
摂
理
」
が
働
く
こ
と
を
必
要
も
期
待
も
し
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に

お
い
て
は
自
然
の
「
法
則
」
と
理
性
の
「
原
則
」
が
摂
理
の
代
わ
り
と
な
る
。
そ
れ
ら
は
歴
史
の
発
展
を
保
障
す
る
ゆ
え
に
、
歴
史
全
体
に

意
味
を
与
え
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
力
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ゴ
ス
や
理
性
や
律
法
、
ま
た
は
生
を
形
づ
く
る
ど
ん

な
原
理
も
、
そ
の
支
配
下
で
は
必
然
的
に
歴
史
に
活
力
を
も
た
ら
す
と
い
う
古
典
的
命
題
を
受
け
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
違
い
は
、
さ
ら
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
歴
史
を
動
的
な
も
の
と
見
な
す
。
し
か
し
た
い
て
い
の
場
合
、
歴
史
の

中
に
あ
る
二
重
の
原
動
力
を
無
視
す
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
す
べ
て
の
発
展
が
善
の
向
上
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
人

間
の
実
存
の
た
め
高
め
ら
れ
た
潜
在
能
力
の
す
べ
て
が
、
悪
の
可
能
性
を
示
す
場
合
も
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
こ
の
違
い
は
、
キ
リ
ス
ト

教
終
末
論
に
お
い
て
歴
史
の
「
終
わ
り
」
は
審
判
で
あ
り
成
就
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
。
近
代
的
概
念
は
、
終
わ
り
を
成
就
と
の
み
見
な

す
）
14
（

。
時
に
は
、
そ
れ
は
た
だ
夢
想
的
で
あ
り
、
自
然
と
歴
史
の
制
約
内
に
お
い
て
無
制
約
の
善
が
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
し
か
し
た

と
え
ば
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
に
あ
る
よ
う
に
）
15
（

、
無
限
背
進
的
な
目
標
の
概
念
が
あ
る
時
で
さ
え
、
歴
史
的
な
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
と
の
間
の

関
係
は
、
第
一
に
「
生
成
」
と
「
存
在
」
と
の
関
係
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
達
成
水
準
に
お
い
て
、
永
遠
な
る
も
の
に
反
し
て

歴
史
的
存
在
が
巻
き
込
ま
れ
て
も
意
味
が
な
い
。
こ
の
悲
劇
的
概
念
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
、
全
歴
史
が
さ
ら
さ
れ
る
「
最
後
の
審

判
」
の
教
理
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

歴
史
的
な
も
の
と
聖
な
る
も
の
と
の
矛
盾
は
、
あ
る
避
け
が
た
い
傾
向
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
体
系
に
つ
い
て
の
不
十
分
な
中

心
や
源
泉
や
目
的
で
し
か
な
い
自
己
や
個
人
や
集
団
に
よ
っ
て
、
誤
っ
た
意
味
の
体
系
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
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史
の
意
味
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
そ
し
て
集
団
的
な
把
握
と
理
解
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。

近
代
の
歴
史
解
釈
が
、
ほ
ぼ
い
つ
で
も
偶
発
的
な
誤
り
と
誤
算
の
中
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
さ
ら
け
出
す
と
い
う
事
実
に
は
、
興
味
深
い

悲
哀
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
解
釈
は
、
自
ら
の
時
代
や
文
化
を
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
哲
学
さ
え
も
、
生
と
歴
史
と
歴
史
の
最
終
的
成
就
と
同
一

視
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
近
代
的
歴
史
解
釈
が
、
そ
の
解
釈
の
基
本
原
理
に
お
い
て
考
慮
し
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
軽
視
し
て
い
た
誤
り

で
あ
る
。
い
か
な
る
哲
学
も
こ
の
誤
り
を
完
全
に
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
以
下
の
こ
と
を
理
解
す
る
信
仰
に
基
づ
く
哲
学

も
し
く
は
少
な
く
と
も
神
学
を
持
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
誤
り
は
犯
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
誤
り
は
、
神
の
威
光
を
否
定

す
る
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
前
提
と
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
16
（

。

一
六
八
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
人
歴
史
家
の
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
が
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
あ
る
意
味
、
完
全
の
ま
さ

に
頂
点
に
到
達
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
数
年
は
進
歩
の
速
度
が
遅
く
な
り
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
進
歩
を
感
じ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
――
夏
至
が
近

づ
く
と
も
は
や
日
が
伸
び
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
――
ゆ
え
に
、
将
来
の
世
代
を
う
ら
や
ま
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
柄
は
お
そ
ら

く
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
る
こ
と
が
嬉
し
い
）
17
（

」。

現
在
に
お
け
る
歴
史
の
成
就
が
い
つ
で
も
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
深
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
近
代
の
歴
史
哲
学
は
、
現
在
よ

り
も
未
来
の
ほ
う
を
神
の
代
理
人
と
し
て
、
現
在
を
裁
き
開
放
す
る
神
の
働
き
を
担
う
よ
う
未
来
に
要
求
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
歴
史

の
成
就
は
特
定
の
時
代
や
文
化
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
般
に
人
間
の
傲
慢
を
表
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
さ
え
、
未
来
は
た

い
て
い
現
在
の
延
長
と
し
か
見
な
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
現
在
に
お
け
る
達
成
と
は
相
反
す
る
で
あ
ろ
う
歴
史
的
発
展
が
期
待
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。

要
す
る
に
、
歴
史
の
近
代
解
釈
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
最
も
嘆
か
わ
し
い
誤
り
は
、
歴
史
の
進
歩
を
単
純
に
理
解
し
す
ぎ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
解
釈
は
、
歴
史
を
力
動
的
に
考
え
る
点
で
は
正
し
い
。
個
人
的
そ
し
て
集
団
的
人
間
存
在
の
漠
然
と
し
た
可
能
性
に
対
す
る
そ
の

理
解
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
宗
教
改
革
の
対
応
す
る
概
念
よ
り
も
深
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
洞
察
は
、
人
間
の
運
命
の
問
題
を



182

再
び
整
理
す
る
時
に
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
力
動
的
側
面
を
単
純
化
し
す
ぎ
て
考
え
る
点
で
間
違
っ
て
い
る
。
こ

の
近
代
的
解
釈
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
活
力
に
対
し
て
、「
形
」
と
「
秩
序
」
の
支
配
が
さ
ら
に
強
ま
る
こ
と
を
願
う
。
そ
し
て
、
以
下
の

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
は
、
ま
さ
に
秩
序
を
増
進
し
た
力
に
よ
る
混
沌
の
可
能
性
の
増
大
を
避
け
て
秩
序
を
増
進
す
る
方
向
へ
進
む
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

セ
ク
ト
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
ル
ネ
サ
ン
ス

セ
ク
ト
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
考
慮
せ
ず
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
霊
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
締
め
く
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
セ
ク
ト

的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、
歴
史
に
対
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
基
本
的
態
度
と
の
顕
著
な
親
和
性
を
示
す
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の

一
形
態
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
セ
ク
ト
は
宗
教
改
革
と
同
時
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
改
革
の
教
義
と
ほ
ぼ
完
全
に
対

照
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
批
判
的
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
セ
ク
ト
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
主
張
す
る
完

全
主
義
に
は
抗
議
し
な
い
。
か
れ
ら
自
身
、
常
に
途
方
も
な
い
完
全
主
義
者
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
セ
ク
ト
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を

と
が
め
る
の
は
、
か
れ
ら
が
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
疑
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
偽
の
完
全
主
義
を
実
現
さ

せ
、
何
の
痛
み
も
伴
わ
ず
に
罪
人
の
魂
に
恵
み
を
「
パ
イ
プ
で
送
り
込
み
」、
注
ぎ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
生
へ
と
向
か
わ
し
め
る
変

化
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
失
敗
す
る
よ
う
な
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
）
18
（

。

セ
ク
ト
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
中
世
の
神
秘
主
義
に
共
通
し
た
起
源
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
よ
り
も
聖
書
的
源

泉
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ク
ト
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
生
と
歴
史
の
完
成
に
対
す
る
共
通
の
衝
動
を
表
す
。

よ
り
詳
し
く
セ
ク
ト
主
義
の
特
質
を
探
る
た
め
に
、
セ
ク
ト
を
二
つ
の
タ
イ
プ
に
区
別
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
セ
ク
ト
主
義
に
お
け
る
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二
つ
の
衝
動
を
少
な
く
と
も
区
別
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
は
、（
a
）
敬
虔
主
義
的
セ
ク
ト
に
お
い
て
示
さ
れ
る
個
人
の
生
の
完

成
へ
の
衝
動
と
、（
b
）
特
に
再
洗
礼
派
と
社
会
的
に
過
激
な
セ
ク
ト
に
お
い
て
示
さ
れ
る
歴
史
の
成
就
へ
の
衝
動
、
の
二
つ
で
あ
る
。

a
．
敬
虔
主
義
的
セ
ク
ト
。
敬
虔
で
神
秘
主
義
的
な
セ
ク
ト
は
、
神
秘
的
要
素
と
聖
書
的
要
素
を
さ
ま
ざ
ま
な
割
合
で
組
み
合
わ
せ
る
。

神
秘
的
要
素
の
最
も
強
い
と
こ
ろ
で
は
、
贖
い
は
、
あ
る
生
の
原
初
的
統
一
性
の
回
復
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
瞑
想
に
よ
っ
て
達
成

さ
れ
る
。
聖
書
的
要
素
の
最
も
強
い
と
こ
ろ
で
は
、
回
心
が
「
恵
み
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
恵
み
は
、
伝
道
を
熱
心
に
進
め
る
セ
ク
ト
に

お
い
て
最
も
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
回
心
の
経
験
は
、
自
己
に
お
け
る
あ
る
内
な
る
力
の
発
達
と
い
う
よ
り
は
、
古
い
罪
深
い
自
己
の

壊
滅
と
、
聖
霊
に
よ
る
そ
の
再
建
と
見
な
さ
れ
る
。
少
し
後
の
時
期
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
敬
虔
で
福
音
主
義
的
な
セ
ク
ト
は
、
魂
が
キ
リ
ス

ト
の
霊
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
回
心
へ
の
転
機
が
生
ま
れ
る
と
い
う
方
策
を
最
も
一
貫
し
て
主
張
し
た
。
こ
の
転
機
は
自
己
全
体
に
影

響
を
及
ぼ
し
、
聖
霊
の
「
力
」
に
よ
る
い
っ
そ
う
高
い
水
準
に
お
け
る
自
己
の
再
建
を
可
能
に
す
る
「
神
の
悲
し
み
」
で
あ
る
、
あ
の
創
造

的
絶
望
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

セ
ク
ト
的
キ
リ
ス
ト
教
に
見
ら
れ
る
完
全
主
義
者
の
衝
動
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
学
ん
で
き
た

論
理
と
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
次
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
言
葉
の
よ
う
に
大
げ
さ
に
表
現
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。「
と
い
う
の
は
、
私
が
語
り
合
っ
た
あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
セ
ク
ト
の
人
々
の
中
に
、
神
の
似
姿
で
あ
る
ア
ダ
ム
の
完

全
さ
に
達
し
た
と
か
、
堕
落
以
前
の
ア
ダ
ム
の
罪
な
き
義
し
さ
と
聖
性
に
達
し
た
な
ど
と
言
え
る
よ
う
な
者
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ダ
ム
が
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
純
潔
に
達
し
た
な
ど
と
言
え
る
よ
う
な
者
も
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
預
言
者
や

使
徒
た
ち
が
与
っ
て
い
た
の
と
同
じ
力
や
霊
に
、
こ
の
地
上
に
お
い
て
達
し
た
と
は
言
え
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
か
れ
ら
が
充
分
に
キ
リ
ス

ト
の
水
準
ま
で
成
長
し
た
な
ど
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
）
19
（

」。

セ
ク
ト
的
完
全
主
義
者
は
常
に
、
聖
書
の
宗
教
に
お
い
て
聖
化
と
義
認
の
逆
説
を
壊
す
危
険
の
中
に
あ
る
。
そ
の
恵
み
の
経
験
は
ひ
た
す

ら
「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
キ
リ
ス
ト
」（C

hristus in nobis

）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
外
な
る
キ
リ
ス
ト
」（C

hristus 
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pro nobis

）
で
は
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
と
同
様
に
、
セ
ク
ト
的
完
全
主
義
者
の
多
く
は
次
の
よ
う
に
想
像
す
る
。
す
な
わ
ち
、

正
統
的
キ
リ
ス
ト
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
、
完
全
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か

れ
ら
は
ひ
と
え
に
努
力
不
足
で
あ
る
か
、
完
成
を
十
分
な
厳
格
さ
と
一
貫
性
を
備
え
た
キ
リ
ス
ト
者
の
生
の
目
標
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
た

め
で
あ
る
）
20
（

。

セ
ク
ト
の
教
理
の
根
底
に
あ
る
人
間
の
本
性
の
概
念
を
わ
れ
わ
れ
が
学
び
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
神
秘
的
、
合
理
的
、
そ
し
て
聖
書

的
な
要
素
を
区
分
す
る
な
ら
ば
、
完
全
主
義
者
的
な
救
済
の
概
念
は
、
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の
か
つ
て
の
概
念
と
密
接
に
関
係
し
、
ま
た

そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
聖
書
的
思
想
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
い
の
影
響
を
受
け

て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
神
秘
的
も
し
く
は
合
理
主
義
的
で
あ
る
。
古
典
的
そ
し
て
中
世
的
神
秘
主
義
と
同
様
に
、
敬
虔
主
義
は
、
時
間
か

ら
解
放
さ
れ
う
る
、
人
間
の
本
性
に
あ
る
普
遍
的
な
神
的
要
素
を
信
じ
て
い
る
。
罪
は
精
神
の
結
果
で
あ
り
、
あ
の
自
由
に
お
い
て
の
み
可

能
で
あ
る
と
い
う
逆
説
に
つ
い
て
の
理
解
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
救
い
に
つ
い
て
の
完
全
主
義
者
的
な
概
念
は
、
精
神
を
人
の
中
に
あ
る
神
的

性
質
と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
）
21
（

。
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
お
け
る
象
徴
と
い
う
観
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
誤
り
は
、
人
に
お
け
る
神
の
似
姿

と
神
そ
の
も
の
と
の
錯
誤
と
定
義
さ
れ
う
る
。
敬
虔
主
義
的
で
終
末
論
的
な
セ
ク
ト
主
義
の
生
み
の
親
で
あ
る
ハ
ン
ス
・
デ
ン
ク
は
主
張
す

る
。「
神
の
国
は
あ
な
た
が
た
の
中
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
己
自
身
の
外
を
探
す
者
は
、
決
し
て
神
の
国
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
神

と
離
れ
て
は
、
誰
も
神
を
探
す
こ
と
も
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
し
、
ま
た
、
神
を
探
す
者
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
す
で
に
神
を
得

て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
22
（

」。

「
内
な
る
光
」
や
「
隠
さ
れ
た
種
」
と
い
う
概
念
は
次
の
こ
と
を
常
に
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
生
に
お
け
る
神
的
要
素
は
、
意

識
の
最
も
深
い
段
階
も
し
く
は
心
の
最
も
高
い
段
階
に
お
い
て
見
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
よ
り
神
秘
的
な
場
合

も
あ
れ
ば
、
よ
り
合
理
的
な
場
合
も
あ
る
。
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ラ
ン
ク
は
、
純
粋
に
神
秘
的
な
意
味
合
い
を
こ
の
言
葉
に
託
し
て
い

る
。
か
れ
は
主
張
す
る
。「
こ
の
内
な
る
光
は
、
神
の
言
葉
そ
し
て
神
ご
自
身
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
神
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
は
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創
造
さ
れ
、
神
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
間
は
目
を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
…
…
自
己
自
身
の
外
に
存
在
す
る
神
を
知
り
う
る
者
な
ど
い
な

い
。
自
己
の
内
奥
に
お
い
て
自
己
を
知
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
の
領
域
以
外
の
と
こ
ろ
で
神
を
知
り
う
る
者
な
ど
い
な
い
の
で
あ
る
）
23
（

」。

内
観
と
い
う
神
秘
的
な
方
策
に
お
け
る
典
型
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
根
源
へ
の
旅
」
は
、
救
い
の
道
と
し
て
繰
り
返
し
称
揚
さ
れ
て
い

る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
セ
ク
ト
的
「
学
生
」
運
動
の
指
導
者
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
バ
リ
ン
グ
は
、
神
秘
主
義
の
ど
の
形
に
お
い
て
も
理
解
で
き
る

よ
う
な
内
観
の
方
法
を
定
義
し
た
。
か
れ
は
記
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
あ
な
た
を
、
あ
な
た
自
身
の
中
へ
と
導
く
。
あ
な
た
は
あ
な
た

の
内
に
あ
る
も
の
へ
と
向
か
い
、
専
心
し
、
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
に
入
り
来
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
照
ら
す
真
理
の
光
を

知
る
べ
き
で
あ
る
）
24
（

」。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
時
代
の
議
会
説
教
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
ス
テ
リ
は
、
人
間
の
意
識
の
奥
深
く
に
あ
る
神

的
要
素
と
似
た
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
内
観
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。「
地
下
の
種
の
ご
と
く
に
、

生
来
の
人
間
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
霊
的
な
人
が
い
る
。
…
…
も
し
あ
な
た
が
生
来
の
人
を
超
え
て
自
己
自
身
へ
と
分
け
入
っ
て
行
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な

ら
、
あ
な
た
は
神
の
霊
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
魂
の
そ
の
深
み
ま
で
知
る
者
は
み
な
神
を
知
る
で
あ
ろ
う
）
25
（

」。

オ
ラ
ン
ダ
の
敬
虔
主
義
者
で
人
文
主
義
者
の
コ
ー
ル
ン
ヘ
ル
ト
の
思
想
に
お
い
て
、
人
間
の
持
つ
神
的
原
理
は
、
よ
り
純
粋
に
合
理
主
義

的
な
言
葉
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
信
じ
て
い
た
。「
理
性
に
よ
っ
て
人
は
、
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
、
啓
示
さ
れ
発
せ

ら
れ
た
神
の
言
葉
を
分
有
す
る
。
ゆ
え
に
人
は
、
わ
れ
わ
れ
が
外
的
な
こ
と
に
抱
く
低
い
知
識
を
は
る
か
に
超
え
る
確
信
を
持
っ
て
、
自
己

の
救
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
）
26
（

」。

ク
エ
ー
カ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
ノ
リ
ス
は
、「
内
な
る
光
」
を
、
聖
書
的
な
言
葉
と
合
理
主
義
的
な
言
葉
の
混
乱
し
た
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

定
義
し
た
。
ノ
リ
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
私
は
次
の
よ
う
に
思
う
。（
a
）
人
の
中
に
は
光
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
う

や
っ
て
人
は
何
か
を
知
っ
た
り
、
気
づ
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。（
b
）
人
は
自
分
自
身
の
光
で
は
な
く
、
自
分
を
照
ら
す

光
で
も
な
い
。（
c
）
神
が
人
の
光
で
あ
る
。
そ
の
神
の
光
に
人
は
指
導
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
答
え
を
人
は
注
意
深
く
聞
く
べ
き

で
あ
る
）
27
（

」。
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そ
の
混
乱
は
ク
エ
ー
カ
ー
の
思
想
に
繰
り
返
し
現
れ
る
。「
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
言
葉
と
、「
聖
霊
」
と
い
う
言
葉
が
、
聖
書
的
意
味
を
示

す
の
か
、
そ
れ
と
も
神
秘
的
意
味
を
示
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
説
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
し
て
い
な
い
。「
キ
リ
ス
ト
」

と
「
聖
霊
」
と
い
う
言
葉
は
時
に
、
単
に
魂
の
生
来
の
能
力
の
み
を
指
し
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
ク
エ
ー
カ
ー
の

体
系
的
論
説
の
中
で
最
も
優
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
、
バ
ー
ク
レ
ー
の
『
弁
明
』（A

pology

）
に
お
け
る
よ
う
に
曖
昧
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
こ
の
種
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
父
と
子
と
聖
霊
な
る
神
が
住
ま
う
、
霊
的
で
天
的

で
目
に
は
見
え
な
い
原
理
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
神
的
で
輝
か
し
い
い
の
ち
の
基
準
は
、
種
と
し
て
す
べ
て
の
人
間
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

内
在
し
、
そ
の
種

自
体
の
働
き
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
神
へ
と
引
き
寄
せ
、
神
へ
と
い
ざ
な
う

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
こ
の
種
を
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
媒
介
者
（vehiculum

 

D
ei

）
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
の
霊
的
な
体
と
呼
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
神
か
ら
も
キ
リ
ス
ト
か
ら
も
決
し
て
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
種
に
抵
抗
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
に
抵
抗
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
反
対
に
、
種
が
心
の
中
に
受
け

入
れ
ら
れ
、
適
切
で
自
然
な
効
果
を
生
み
出
す
よ
う
に
努
力
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
、
か
た
ち
づ
く
ら
れ
育
て
ら
れ
る
た
め
に
こ
の
世

に
来
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
28
（

」。

さ
ま
ざ
ま
な
セ
ク
ト
的
完
全
主
義
者
の
思
想
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
概
念
は
、
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ウ
、

『
テ
オ
ロ
ギ
ア
・
ゲ
ル
マ
ニ
カ
』﹇
十
四
世
紀
後
半
に
匿
名
著
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
一
五
一
六
年
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
発
見
・
出
版
し
た
﹈

や
タ
ウ
ラ
ー
の
よ
う
な
神
秘
主
義
者
に
影
響
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
も
多
く
の
聖
書
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
に
お

い
て
、
解
放
は
罪
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
有
限
性
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
く
明
白
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は

そ
の
過
程
を
純
粋
に
瞑
想
的
な
言
葉
と
い
う
よ
り
も
、
実
在
的
な
表
現
で
考
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
か
れ
の
思
想
は
新
約
聖
書
の
赦
し
と

義
認
の
教
理
に
根
ざ
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は
基
本
的
に
義
認
を
、
本
質
的
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
表
現
に
お
い
て
捉
え
て

い
る
。
つ
ま
り
、
義
認
と
は
過
去
の
罪
に
対
す
る
赦
し
で
あ
り
、
聖
化
と
は
救
い
の
い
っ
そ
う
高
次
の
段
階
で
あ
る
と
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
考
え

る
の
で
あ
る
。
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ウ
ェ
ス
レ
ー
は
、
特
に
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
兄
弟
団
な
ど
ド
イ
ツ
の
敬
虔
主
義
者
た
ち
と
、
義
認
と
聖
化
の
教
理
に
関
し
て
継
続
的
に
議
論
し

て
い
た
。
と
り
わ
け
ツ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
聖
化
に
関
し
て
宗
教
改
革
の
思
想
に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
日
記
に
、

ツ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
の
討
論
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

ツ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
：
「
私
は
、
こ
の
人
生
に
お
け
る
生
来
の
完
全
さ
な
ど
認
め
な
い
。
こ
れ
は
最
悪
の
誤
り
で
あ
る
。
私
は
世
界
中

で
、
火
と
剣
を
も
っ
て
こ
の
誤
り
を
追
及
す
る
。
キ
リ
ス
ト
の
み
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
完
全
で
あ
る
。
生
来
の
完
全
さ
な
ど
と
い
う
も

の
を
追
い
求
め
る
者
は
キ
リ
ス
ト
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
」。

ウ
ェ
ス
レ
ー
：
「
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
霊
が
真
の
キ
リ
ス
ト
者
の
中
に
こ
の
完
全
さ
を
も
た
ら
す
と
私
は
信
じ
て
い
る
」。

ツ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
：
「
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
完
成
は
キ
リ
ス
ト
の
内
に
あ
る
。
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の

完
成
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
血
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の
完
全
さ
は
キ
リ
ス
ト
よ
り
転
嫁
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
生
来
の

も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
完
全
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
に
お
い
て
は
、
決
し
て
完
全
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
な

い
」。ウ

ェ
ス
レ
ー
：
「
わ
れ
わ
れ
は
言
葉
の
こ
と
だ
け
で
言
い
争
っ
て
い
る
）
29
（

」。

ウ
ェ
ス
レ
ー
と
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
兄
弟
団
と
の
こ
の
討
論
に
お
い
て
、
宗
教
改
革
と
完
全
主
義
者
の
精
神
と
の
間
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
問

題
が
浮
か
び
上
が
る
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
主
と
し
て
宗
教
改
革
思
想
に
お
け
る
無
律
法
主
義
を
警
戒
し
よ
う
と
す
る
。
か
れ
は
、「
新
約
聖
書

に
は
た
だ
一
つ
の
戒
め
、
す
な
わ
ち
『
信
じ
る
』
と
い
う
こ
と
し
か
な
い
」
と
い
う
教
理
に
抗
議
す
る
。
か
れ
は
こ
の
よ
う
な
主
張
に
つ
い

て
、「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
か
ら
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に
至
る
ま
で
戒
め
で
満
た
さ
れ
て
い
る
新
約
聖
書
全
体
の
趣
旨
に
対
す
る
、
言
語
道

断
に
し
て
明
白
な
背
き
」
と
断
ず
る
）
30
（

。
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
の
教
会
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
か
れ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
私
は
あ
な

た
方
の
中
に
、『
救
い
は
神
の
戒
め
か
ら
の
自
由
を
意
味
す
る
の
で
、
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
者
は
戒
め
に
従
う
義
務
が
な
い
』
と
主
張

す
る
者
が
い
る
と
聞
い
て
い
る
」。
宗
教
改
革
の
思
想
が
陥
り
が
ち
な
無
律
法
主
義
に
セ
ク
ト
的
キ
リ
ス
ト
教
を
正
し
く
対
抗
さ
せ
て
い
る
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同
じ
手
紙
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
ま
た
、
宗
教
改
革
の
思
想
に
お
け
る
真
理
を
誤
っ
て
攻
撃
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
私
は
あ
な

た
方
の
中
に
、『
救
い
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
罪
が
完
全
に
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
や
、
す
べ
て
の
罪
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
清
め
ら
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
罪
の
体
系
が
断
片
化
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
』
と
主
張
す
る
者
が
い
る
と
聞
い
て
い
る
）
31
（

」。

両
者
と
も
あ
る
点
で
正
し
く
、
あ
る
点
で
誤
っ
て
い
る
こ
の
論
争
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
の
論
争
全
体
の
縮
図
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
）
32
（

。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
福
音
の
道
徳
的
命
令
を
正
し
く
維
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
完
全
に
実
現
す
る
と
い
う
誤
っ
た
思
い
込
み
を

し
て
い
る
。
宗
教
改
革
は
、
歴
史
的
実
存
の
限
界
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
が
、
無
律
法
主
義
へ
の
間
違
っ
た
誘
惑
に
駆
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
結
果
人
間
は
、「
恵
み
が
増
す
よ
う
に
と
、
罪
の
中
に
と
ど
ま
る
」﹇
ロ
ー
マ
六
・
一
﹈
こ
と
に
な
る
。

聖
書
的
前
提
と
神
秘
主
義
的
前
提
と
の
融
合
を
示
す
セ
ク
ト
的
敬
虔
主
義
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
端
を
発
す
る
世
俗
の
霊
的
な
運
動
の
仕
方

に
よ
っ
て
生
の
成
就
を
具
体
化
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ク
ト
的
敬
虔
主
義
が
、
世
俗
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
同

じ
く
ら
い
効
果
的
に
、
歴
史
的
実
存
の
現
実
性
を
曖
昧
に
す
る
完
全
主
義
的
な
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
セ
ク
ト
的

敬
虔
主
義
が
、
い
っ
そ
う
有
害
な
感
傷
に
没
頭
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
も
重
要
で
あ
る
。
セ
ク
ト
的
完
全
主
義
の
誤
り
の
根
源
は
、
世

俗
的
完
全
主
義
者
が
抱
く
諸
概
念
と
論
理
的
か
つ
歴
史
的
に
関
わ
る
概
念
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。「
隠
さ
れ
た
種
」
や
「
内
な
る
光
」
と
は

内
在
す
る
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
の
主
流
を
な
す
、
内
在
す
る
「
ロ
ゴ
ス
」（logos

）
に
相
当
す
る
。
内
在
す
る
キ
リ
ス

ト
は
、
内
在
す
る
「
ロ
ゴ
ス
」
よ
り
も
力
動
的
な
も
の
と
し
て
思
い
描
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、﹇「
内
在
す
る
キ
リ
ス

ト
」
を
前
提
と
し
た
﹈
回
心
と
救
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
俗
的
ロ
ゴ
ス
の
教
理
よ
り
も
い
っ
そ
う
人
格
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
人
間
に
内
在
す
る
キ
リ
ス
ト
と
い
う
考
え
は
、
歴
史
に
完
全
に
内
在
す
る
ロ
ゴ
ス
と
い
う
考
え
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、

歴
史
的
な
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
と
い
う
現
実
を
曖
昧
に
す
る
。
内
在
す
る
キ
リ
ス
ト
と
い
う
考
え
は
、
そ
れ
が
合
理
的

で
あ
ろ
う
が
神
秘
的
で
あ
ろ
う
が
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
自
由
が
善
と
悪
の
両
方
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
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b
．
終
末
論
的
セ
ク
ト
。
宗
教
改
革
諸
セ
ク
ト
に
お
け
る
完
全
主
義
者
的
衝
動
は
、
敬
虔
主
義
的
で
個
人
主
義
的
な
セ
ク
ト
に
お
け
る

個
々
の
聖
化
へ
の
希
望
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
衝
動
は
ま
た
、
特
に
大
陸
に
お
け
る
再
洗
礼
派
や
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ク
ロ
ム

ウ
ェ
ル
派
の
セ
ク
ト
な
ど
の
社
会
的
で
急
進
的
な
セ
ク
ト
に
お
け
る
、
歴
史
の
成
就
と
完
全
な
る
社
会
の
実
現
へ
の
希
望
に
お
い
て
示
さ
れ

た
。
ト
レ
ル
チ
の
区
分
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
は
「
苦
し
む
」
セ
ク
ト
も
あ
り
、「
戦
う
」
セ
ク
ト
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
の

国
を
迎
え
入
れ
る
べ
く
神
を
待
ち
望
む
純
粋
に
終
末
論
的
な
セ
ク
ト
も
あ
れ
ば
、
地
上
に
神
の
国
を
も
た
ら
す
た
め
に
敵
を
迎
え
撃
と
う
と

し
て
い
る
セ
ク
ト
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
が
何
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
セ
ク
ト
は
み
な
、
生
と
歴
史
の
成
就
へ
の
衝
動
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

敬
虔
主
義
者
的
セ
ク
ト
が
、「
恵
み
」
と
「
力
」
を
通
し
た
個
人
的
回
心
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
と
生
に
お
け
る
聖
書
的
要

素
を
明
ら
か
に
し
た
と
す
る
な
ら
、
終
末
論
的
セ
ク
ト
は
、
歴
史
的
過
程
を
、
善
が
悪
に
勝
利
す
る
漸
進
的
な
過
程
と
し
て
で
は
な
く
、
キ

リ
ス
ト
と
反
キ
リ
ス
ト
と
の
決
定
的
衝
突
へ
と
向
か
う
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
書
的
な
思
想
世
界
と
自
ら
と
の
関
わ
り
を

示
し
た
の
で
あ
る
）
33
（

。

十
六
世
紀
の
大
陸
の
再
洗
礼
派
と
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
「
第
五
王
国
派
」
の
人
々
の
概
念
は
、
明
ら
か
に
終
末
論
的
で
あ
っ
た
）
34
（

。
大
陸

で
は
、
こ
の
こ
と
は
地
上
に
お
け
る
神
の
国
の
実
現
と
い
う
ば
か
げ
た
試
み
を
引
き
起
こ
し
た
。
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー

の
試
み
で
、
そ
こ
で
ヤ
ン
・
ボ
ッ
ケ
ル
ソ
ン
は
、
つ
い
に
自
身
を
「
地
上
全
体
の
王
」
で
あ
る
と
宣
言
し
た
）
35
（

。
イ
ギ
リ
ス
の
終
末
論
者
は
、

幸
か
不
幸
か
、
神
の
国
の
実
現
を
決
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
そ
の
結
果
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
時
代
の
イ
ギ
リ

ス
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
民
主
的
で
平
等
主
義
的
な
運
動
す
べ
て
と
の
創
造
的
な
関
係
を
築
い
た
。
こ
の
大
陸
的
終
末
論
と
イ
ギ
リ
ス
的
終

末
論
の
違
い
は
、
完
全
主
義
者
的
衝
動
に
お
い
て
正
当
な
も
の
は
、
い
つ
で
も
希
望
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

（in spe

）
最
も
完
全
に
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う
見
解
を
導
く
。
地
上
に
お
い
て
神
の
国
を
求
め
る
の
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
出
し
た
と
主
張
す
る
の
は
か
な
り
疑
わ
し

い
。
そ
の
よ
う
な
主
張
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
あ
る
新
た
な
相
対
性
と
あ
る
新
た
な
利
己
的
力
が
神
聖
さ
を
騙
る
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
た
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だ
ば
か
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
最
悪
の
場
合
、
新
た
な
激
情
と
狂
信
を
招
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と

し
て
実
現
し
て
し
ま
う
よ
り
は
、
歴
史
に
お
け
る
パ
ン
種
で
あ
る
ほ
う
が
よ
ほ
ど
よ
い
の
で
あ
る
。

黙
示
録
的
雰
囲
気
が
セ
ク
ト
的
生
に
お
い
て
あ
ま
り
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
き
で
さ
え
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
軍
の
左
翼
を
構
成
し
て
い
た
イ

ギ
リ
ス
の
セ
ク
ト
の
大
部
分
は
、
暗
に
終
末
論
的
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
に
は
、
自
分
た
ち
が
悩
ま
さ
れ
て
き
た
政
治
的
経
済
的
体
系
を
、
悪

の
究
極
的
形
態
と
見
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
勝
利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
完
成
の
成
就
す
る
時
が
も
た
ら
さ
れ

る
と
考
え
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
聖
書
に
お
け
る
終
末
論
が
、
歴
史
は
最
終
的
な
危
機
へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
か
れ
ら
の
歴
史
観
を
形
作
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
歴
史
に
つ
い
て
の
楽
観
主
義
の
雰
囲
気
が
全
体
的
に
あ
っ
た
た
め
、
か
れ
ら
は
、
歴
史
に
お
け
る
留
保
な
し
の
神
の
国
の
探
求

へ
と
向
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
に
お
け
る
実
現
を
越
え
た
「
最
終
的
な
」
審
き
と
「
最
終
的
な
」
成
就
と
い
う
聖
書
的
思
想

を
無
視
し
て
い
た
。

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
左
翼
の
セ
ク
ト
と
ル
ネ
サ
ン
ス
と
の
親
和
性
は
、
神
の
「
聖
霊
」
を
理
性
と
同
一
視
し
、
理
性
を
正
義
の
「
自
然
法
」
と

同
一
視
す
る
傾
向
に
お
い
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
正
義
の
自
然
法
は
、
正
義
な
ら
ざ
る
も
の
の
歴
史
的
形
態
に
対
す
る
批
判
の
原
理

と
し
て
か
れ
ら
が
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ガ
ー
ズ
﹇
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
最
左
翼
党
派
。
土
地
共
有
の
共
同
社
会
の
実
現
を
目
指
し
た
。

近
代
社
会
主
義
の
先
駆
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
﹈
の
指
導
者
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ド
・
ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
リ
ー
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
…
…
人
間
を
浄
化
す
る
精
神
は
純
粋
な
理
性
で
あ
る
。
…
…
人
は
、
こ
の
理
性
と
い
う
言
葉
を
、
父
な
る
神
を
説
明
す
る
に
は
あ
ま
り
に

も
見
劣
り
す
る
も
の
と
見
な
す
が
、
そ
れ
は
神
に
献
げ
う
る
最
も
高
貴
な
名
な
の
で
あ
る
。
…
…
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
の
も
の
を
造
っ
た
の
が

理
性
で
あ
り
、
す
べ
て
の
被
造
物
を
支
配
す
る
の
が
理
性
だ
か
ら
で
あ
る
）
36
（

」。

ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
リ
ー
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
派
の
セ
ク
ト
の
中
で
最
も
過
激
で
あ
る
と
同
時
に
お
そ
ら
く
最
も
深
遠
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想

に
お
い
て
、
聖
書
的
概
念
と
近
代
的
概
念
と
の
、
も
う
一
つ
の
き
わ
め
て
重
大
な
葛
藤
を
示
し
た
。
か
れ
は
一
方
で
堕
落
に
つ
い
て
の
聖
書
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的
概
念
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
堕
落
は
「
普
遍
的
愛
」
の
原
理
に
抗
す
る
「
個
別
的
愛
」
の
登
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
れ

の
他
の
理
論
は
、
か
れ
を
歴
史
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
解
釈
の
真
の
創
始
者
と
し
た
。
そ
の
思
想
は
、
所
有
が
始
ま
る
こ
と
に
よ
っ

て
罪
が
こ
の
世
に
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「『
我
の
も
の
』『
汝
の
も
の
』
と
い
う
こ
と
を
特
別
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
、

人
々
に
あ
ら
ゆ
る
悲
惨
さ
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
と
い
う
の
は
第
一
に
、
私
有
は
人
々
を
し
て
互
い
に
盗
み
を
な
さ
し
め
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
第
二
に
、
盗
み
を
な
し
た
者
は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
法
律
が
定
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
）
37
（

」。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、

歴
史
の
原
初
に
あ
っ
た
「
共
有
」
の
状
態
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
取
り
除
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
）
38
（

。
こ
こ
で
、
第
二

の
解
釈
の
中
に
、
歴
史
的
悪
に
つ
い
て
の
最
初
の
近
代
解
釈
の
ひ
と
つ
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
特
定
の
歴
史
的
場0

（locus

）
と

特
定
の
歴
史
的
「
堕
落
」
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
。
ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
リ
ー
は
、
歴
史
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
解
釈
を
先
取
り
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
時
代
の
急
進
的
な
セ
ク
ト
の
す
べ
て
が
理
想
的
社
会
を
待
ち
望
ん
で
い
た
が
、
同
一
の
条
件
で
そ
れ
を
定
義
し
て
は
い
な

か
っ
た
。
水
平
派
は
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
で
、
デ
ィ
ガ
ー
ズ
は
よ
り
平
等
主
義
で
あ
っ
た
。
両
者
の
間
で
、
自
由
に
つ
い
て
の
近
代
資
本
主
義
的

理
想
と
、
平
等
に
つ
い
て
の
無
産
階
級
的
理
想
が
先
取
り
さ
れ
て
い
た
。

神
の
国
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
社
会
問
題
に
妥
当
し
、
兄
弟
愛
は
歴
史
の
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
セ
ク
ト
的
キ
リ
ス
ト
教
の
主
張
は
、
確
か

に
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
一
部
を
な
す
。
宗
教
改
革
的
セ
ク
ト
と
宗
教
改
革
そ
の
も
の
と
の
論
争
は
、
聖
書
的
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
に
お
い

て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
と
の
間
に
あ
る
問
題
に
参
入
す
る
。
そ
の
衝
動
が
ど
れ
ほ
ど
徹
底
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
か
を
セ
ク
ト

が
示
す
の
は
、
神
の
意
志
を
成
就
し
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
可
能
性
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
衝
動
は
、
少
な
く
と
も
福
音

の
一
部
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ク
ト
が
理
解
し
て
い
な
い
生
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
の
部
分
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
真
理

の
一
面
こ
そ
、
宗
教
改
革
が
再
発
見
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
真
理
は
、
宗
教
改
革
が
た
い
へ
ん
熱
心
に
擁
護
し
た
ゆ
え
に
、
諸
セ

ク
ト
が
体
現
し
表
現
し
た
真
理
を
無
視
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
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歴
史
に
お
い
て
神
の
律
法
を
成
就
し
、
歴
史
の
現
実
を
神
の
国
と
よ
り
深
く
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
衝
動
は
、
セ
ク
ト
的
キ
リ
ス
ト
教

を
、
社
会
的
ま
た
経
済
的
な
民
主
主
義
の
歴
史
全
体
へ
と
実
り
豊
か
に
結
び
つ
け
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
は
、
ト
レ
ル
チ
が
正
し
く
も
主
張

す
る
よ
う
に
、
そ
の
特
徴
の
多
く
に
お
い
て
半
セ
ク
ト
的
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
に
お
い
て
体
現
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の

思
想
と
の
統
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
民
主
的
理
念
に
も
貢
献
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
ル
タ
ー
派
の
宗
教
改
革
は
社
会
的
反
動
の

手
に
落
ち
た
。

し
か
し
、
セ
ク
ト
的
急
進
主
義
は
近
代
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
幻
想
を
も
表
現
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
福
音
の
真
理
全
体
が
そ

こ
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
終
末
論
的
セ
ク
ト
は
、
い
っ
そ
う
社
会
的
で
急
進
的
な
歴
史
の
課
題
と
可
能
性
に
つ
い

て
の
解
釈
を
持
つ
こ
と
に
お
い
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
の
主
流
よ
り
も
優
れ
て
い
た
。
そ
の
社
会
的
で
急
進
的
な
基
調
は
、
紛
れ
も
な
く
聖

書
的
預
言
者
主
義
に
由
来
し
て
い
た
。
し
か
し
、
諸
セ
ク
ト
は
こ
の
預
言
者
主
義
に
お
け
る
最
も
深
遠
な
要
素
の
意
味
を
理
解
し
そ
こ
な
っ

た
。
諸
セ
ク
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
と
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
達
成
が
依
然
と
し
て
神
の
審
判
の
下
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ

た
。
ま
た
、
歴
史
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
達
成
す
る
「
神
の
国
」
な
る
も
の
と
、
わ
れ
わ
れ
が
祈
り
求
め
る
神
の
国
と
は
決
し
て
同
じ
で
は

な
い
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
セ
ク
ト
主
義
者
は
、
愛
の
律
法
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
取
り
除
か
れ
る
理
想
社
会
を
探
し
求
め
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
社
会
が
歴
史
に
お
い
て
起
こ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
心
の
中
に
あ
る
律
法
と
戦
う
人
々
の
中
に
お
い
て
、
律
法

を
持
た
な
い
個
人
が
聖
化
さ
れ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

Ⅳ　

ル
ネ
サ
ン
ス
の
勝
利

ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
を
さ
ら
に
注
意
深
く
考
察
せ
ず
と
も
、
過
去
三
世
紀
に
お
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス
が
宗
教
改
革
に
著
し
く
勝
利
し
た
原
因
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の
一
つ
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
が
光
を
当
て
た
歴
史
の
諸
側
面
を
、
宗
教
改
革
が
完
全
に
正
し
く
評
価
し
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
近
代
史
の
特
殊
な
状
況
ゆ
え
に
お
そ
ら
く
勝
利
を
収
め
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
近
代
と
い
う
歴
史
の
夜
明
け
以

来
、
科
学
の
進
歩
や
、
応
用
科
学
に
よ
っ
て
富
や
快
適
さ
が
驚
異
的
に
増
大
し
た
こ
と
、
政
治
や
工
業
に
お
け
る
革
命
的
な
変
化
、
新
大
陸

の
発
見
と
植
民
、
地
球
を
取
り
巻
く
ほ
ど
に
拡
張
し
た
貿
易
と
い
っ
た
こ
れ
ら
す
べ
て
の
発
展
が
、
歴
史
的
楽
観
主
義
の
精
神
を
支
え
る
貢

献
を
し
た
。
歴
史
に
お
け
る
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
永
続
的
な
問
題
は
、
歴
史
に
お
け
る
達
成
の
あ
ら
ゆ
る
水
準
に
お
い
て
再
現
さ
れ
る
。

ま
た
そ
れ
は
、
新
た
な
状
況
と
達
成
が
永
続
的
問
題
を
取
り
除
い
た
と
い
う
幻
想
を
生
む
ほ
ど
に
人
間
の
生
の
諸
条
件
の
変
化
が
著
し
い
時

代
に
お
い
て
再
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。

有
産
階
級
が
わ
れ
わ
れ
の
民
主
的
な
資
本
主
義
社
会
を
確
立
す
る
過
程
に
あ
っ
た
間
は
、
封
建
制
度
が
こ
の
世
か
ら
完
全
に
消
え
去
っ
た

と
き
に
、
す
べ
て
の
不
正
は
な
く
な
る
、
ま
た
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
か
れ
ら
が
思
い
こ
ん
だ
の
は
当
然
だ
っ
た
。
同
様
に
、
十
七
世
紀
、

十
八
世
紀
に
は
民
主
主
義
の
理
想
で
あ
っ
た
も
の
が
十
九
世
紀
、
二
十
世
紀
に
は
悲
し
い
現
実
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
も
し
有
産

階
級
の
不
正
が
取
り
除
か
れ
さ
え
す
れ
ば
、
完
全
な
正
義
を
実
現
で
き
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
新
し
い
革
命
家
や
理
想
主
義
者
が
台
頭
し
た

こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
特
別
な
無
産
階
級
の
理
想
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
希
望
と
ロ
シ
ア
的
現
実
の
間
に
あ
る
矛
盾

に
よ
っ
て
確
か
に
そ
の
過
程
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
完
全
な
る
幻
滅
を
こ
う
む
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
文
化

全
体
の
楽
観
主
義
は
、
判
断
力
と
想
像
力
が
目
覚
め
、
体
力
が
発
達
し
、
責
任
が
増
す
こ
と
で
、
人
生
の
成
功
が
保
障
さ
れ
る
と
思
っ
て
い

る
若
者
の
楽
観
的
精
神
と
同
じ
く
ら
い
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
人
生
の
新
た
な
力
と
可
能
性
の
い
ず
れ
も
独
自
の
新
た
な
問
題
を
生
む
こ
と

を
、
若
者
が
十
分
理
解
で
き
る
と
期
待
す
る
ほ
う
が
無
理
で
あ
ろ
う
。

近
代
技
術
が
社
会
的
一
体
性
の
強
度
と
規
模
を
拡
大
し
、
兄
弟
愛
の
ご
と
き
も
の
を
よ
り
広
い
分
野
に
確
立
し
た
と
き
、
人
々
が
こ
の
達

成
に
心
奪
わ
れ
て
、
別
の
側
面
を
識
別
で
き
な
か
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
際
社
会
が
そ
の
生
命
を
組
織
化
す
る
た
め
の
十
分

な
政
治
的
手
段
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
、
将
来
の
国
際
社
会
を
創
出
す
る
の
と
同
じ
技
術
が
、
国
際
的
な
混
沌
を
も
生
じ
さ
せ
る
と
は
考
え
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ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
国
際
社
会
が
創
出
さ
れ
る
以
前
は
、
誰
も
以
下
の
こ
と
を
予
測
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
類
が

破
滅
の
際
ま
で
追
い
込
ま
れ
う
る
こ
と
、
近
代
技
術
を
ひ
た
す
ら
破
壊
的
で
帝
国
主
義
的
な
目
的
に
用
い
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
う
る

こ
と
、
諸
国
家
が
技
術
社
会
に
お
け
る
破
壊
的
可
能
性
を
用
い
て
、
専
制
的
な
基
盤
に
よ
っ
て
世
界
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
危
険
な
ほ
ど
成
功
に
近
づ
く
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
諸
国
家
の
成
功
は
、

安
全
保
障
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
感
覚
と
、
文
明
世
界
の
名
残
に
お
い
て
技
術
社
会
が
創
出
し
た
快
適
さ
に
寄
生
的
に
依
存
す
る
部
分
が
あ
る

と
い
う
こ
と
も
予
測
し
え
な
か
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
悲
惨
な
歴
史
的
現
実
の
中
に
い
ま
だ
完
全
に
没
入
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
脱
す
る
進
路
を
示
す
こ
と
さ
え
で
き
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
二
十
世
紀
が
そ
れ
以
前
の
近
代
に
抱
い
て
い
た
夢
を
、
最
も
悲
劇
的
な
言
葉
で
否
定
し
、
そ
し
て
そ
の
近
代
文
化
が
こ

の
否
定
を
理
由
に
痛
ま
し
い
混
乱
に
陥
っ
た
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
混
乱
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
い
理
由
の
一
つ
は
、
過
去
の
確
実

さ
が
今
日
の
現
実
に
よ
っ
て
霧
散
し
た
こ
と
に
近
代
文
明
が
気
づ
い
た
と
き
、
改
め
て
向
か
う
べ
き
生
と
歴
史
に
つ
い
て
の
代
替
的
見
通
し

を
近
代
文
明
は
何
ら
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
ら
有
効
な
代
替
案
が
な
い
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
勝
利
が
あ
ま
り
に
も
完
全
で
あ
っ
た
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
る
特
定
の
解
釈
を

破
壊
し
た
だ
け
で
な
く
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
近
代
の
潜
在
的
力
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
自
体
を
沈
没
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宗

教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
形
態
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
信
頼
を
失
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
代
生
活
に
お
け
る
す
べ
て
の
自
由
と
、
社

会
的
政
治
的
な
正
義
に
よ
る
す
べ
て
の
達
成
は
、
封
建
社
会
と
神
の
国
の
神
聖
さ
と
を
早
ま
っ
て
同
一
視
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
抵
抗

し
て
確
立
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
宗
教
改
革
の
宗
教
形
態
は
、
信
頼
を
失
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
自
体
が
単
純
に
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
は
も
ち
ろ
ん
曲
が
り
な
り
に
生
き
続
け
て
は
い
る
。
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
歴
史
に
お
い
て
完
全

に
死
に
絶
え
た
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
宗
教
改
革
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
誇
っ
て
い
る
よ
う
な
何
ら
か
の
過
去
の

名
残
の
生
命
力
と
共
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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宗
教
改
革
の
特
徴
的
洞
察
力
が
か
く
も
完
全
に
近
代
人
か
ら
失
わ
れ
た
理
由
を
わ
れ
わ
れ
が
探
求
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
改
革
に

お
け
る
真
な
る
も
の
が
、
近
代
の
歴
史
固
有
の
錯
覚
ゆ
え
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
偽
な
る
も
の
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
圧
倒
さ
れ
た
の
か
を
究
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
錯
覚
に
対
す
る
現
代
の
反
論
も
、
宗
教
革
命
の
真
理
に
現
代
的
確
証
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。し

か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
改
革
が
誤
る
こ
と
な
く
そ
の
真
理
を
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
恵
み
に
つ
い
て
の
逆
説
的
な

聖
書
の
概
念
と
、
歴
史
的
成
就
の
二
重
の
側
面
を
、
反
対
側
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
が
し
た
の
と
同
様
に
、
宗
教
改
革
も
一
方
の
側
か
ら
壊
す
傾

向
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
の
調
査
は
、
宗
教
改
革
の
主
張
を
特
別
に
注
意
深
く
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
過
去
数
十
年
と
い
う
時
代
が
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
楽
観
主
義
的
錯
覚
を
歴
史
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
に
奉
仕
さ
せ
た
の

と
は
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
代
の
幻
滅
感
を
歴
史
的
敗
北
主
義
に
結
び
つ
け
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
わ
れ
わ
れ

の
経
験
全
体
か
ら
は
何
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
栄
枯
盛
衰
す
る
歴
史
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
不
法
な
希
望

と
不
当
な
絶
望
を
も
た
ら
す
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
見
過
ご
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
注

（
1
） 

こ
の
判
断
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
精
神
的
状
況
に
あ
て
は
ま
る
。
一
般
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

は
、
自
ら
の
宗
教
改
革
の
源
に
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
も
と
も
と
、
大
部
分
が

セ
ク
ト
的
で
あ
っ
た
の
で
、
宗
教
改
革
に
お
け
る
セ
ク
ト
的
諸
派
の
完
全
主
義
を
継
承
し
て
い
る
。
こ
の
完
全
主
義
は
精
神
的
に
、
宗
教
改
革
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よ
り
も
ル
ネ
サ
ン
ス
に
属
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
に
由
来
す
る
世
俗
的
完

全
主
義
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。

（
2
） 
ア
ド
ル
フ
・
ケ
ー
ベ
ル
レ
の
『
聖
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
探
求
』（A

dolf K
oeberle, T

he Q
uest of H

oliness

）
は
、
バ
ル
ト
神
学
が
宗
教
改
革

に
お
け
る
聖
化
へ
の
傾
向
を
破
壊
し
た
と
い
う
論
に
拠
る
、
バ
ル
ト
神
学
に
対
す
る
ル
タ
ー
派
か
ら
の
重
要
な
論
争
で
あ
る
。

（
3
） 

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ブ
ル
ダ
ッ
ハ
は
『
宗
教
改
革
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』（K

onrad B
urdach, R

eform
ation, R

enaissance, 

H
um

anism
us

）
に
お
い
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
が
再
生
の
希
望
を
述
べ
る
と
き
、
学
問
の
復
興
と
い
う
こ
と
以
上
の
何
か
を
指
し
示

そ
う
と
い
う
意
図
を
明
確
に
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
得
力
あ
る
証
拠
を
挙
げ
て
い
る
。
か
れ
ら
が “nova vita ”

（
新
生
）、

“renovatio ”

（
一
新
）、“renovari ”

（
再
開
）、“renasci ”

（
再
生
）、
そ
し
て “regeneration ”

（
新
生
）
を
語
っ
た
と
き
、
か
れ
ら
は
時
に
、

個
々
の
生
の
、
教
会
の
、
ロ
ー
マ
な
ら
び
に
イ
タ
リ
ア
文
明
の
、
そ
し
て
世
界
の
再
生
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
4
） 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ベ
ン
ツ
の
『
霊
の
教
会
』（E

rnst B
enz, E

cclesia spiritualis

）
に
、
ヨ
ア
キ
ム
的
思
想
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
的
思
想
と
の
合
流

点
に
お
け
る
、
神
秘
的
意
識
と
終
末
論
的
歴
史
的
意
識
と
の
こ
の
驚
く
べ
き
統
合
に
つ
い
て
の
最
も
信
頼
で
き
る
歴
史
的
分
析
が
あ
る
。

（
5
） B

rdach, op.cit., C
h. II.

（
6
） B

enz, op.cit., p.225.

（
7
） 『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
第
三
章
。

（
8
） 

こ
の
こ
と
は
特
に
、
古
典
主
義
か
ら
引
き
継
が
れ
た
、
歴
史
は
周
期
的
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
抗
議
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
思
想
に

お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
れ
を
学
問
の
振
興
の
障
害
に
な
る
と
宣
言
し
た
。

（
9
） 

デ
カ
ル
ト
は
そ
も
そ
も
『
方
法
序
説
』（D

iscourse on M
ethod

）
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
本
性
を
最
高
度
の
完
成
へ
と
引
き
上
げ
る
普
遍
的
学
の
企

て
」
と
い
う
題
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

（
10
） 

コ
ン
ド
ル
セ
（C

ondorcet

）
は
「
専
制
君
主
と
奴
隷
、
司
祭
と
そ
の
ば
か
げ
た
偽
善
的
道
具
が
消
え
う
せ
て
し
ま
う
日
」
と
、
人
が
「
主
人
な

し
に
、
た
だ
し
理
性
は
別
と
し
て
」
自
由
に
な
れ
る
日
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
。

（
11
） 

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（Voltaire

）
は
「
偏
見
が
…
…
国
家
を
統
治
す
る
全
て
の
人
々
の
間
か
ら
徐
々
に
消
え
る
時
」、
そ
し
て
「
一
般
に
広
が
っ
た
哲

学
が
、
す
べ
て
の
時
代
に
お
い
て
経
験
す
る
だ
ろ
う
災
難
時
に
、
人
間
性
に
何
ら
か
の
慰
め
を
与
え
る
」
時
を
望
ん
で
い
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

は
、
か
れ
の
同
時
代
の
人
た
ち
の
多
く
と
違
い
、
一
貫
し
た
楽
観
主
義
者
で
あ
る
。
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（
12
） 

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ル
シ
エ
（Sébastien M

ercier

）
は
尋
ね
た
。「
幾
何
学
と
機
械
技
術
と
科
学
で
武
装
し
て
、
い
っ
た
い
人
間
は
ど
こ
ま
で

完
全
に
な
っ
た
ら
済
む
の
だ
ろ
う
か
」。

プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
（Priestley

）
は
進
歩
の
よ
り
通
俗
的
な
こ
の
概
念
を
、
次
の
よ
う
に
完
璧
に
表
現
し
た
。「
自
然
は
、
物
質
も
法
則
も
含

め
て
、
も
っ
と
わ
れ
わ
れ
の
思
い
の
ま
ま
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
は
こ
の
世
の
状
況
を
い
く
ら
で
も
気
楽
で
心
地
よ
い
も
の
に
す
る
だ
ろ
う
。
人

は
そ
の
中
で
寿
命
を
伸
ば
し
、
日
ご
と
に
ま
す
ま
す
幸
せ
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
…
…
ゆ
え
に
こ
の
世
界
の
始
ま
り
が
ど
う
で
あ
れ
、
今
わ

れ
わ
れ
が
想
像
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
越
え
て
、
最
後
は
栄
光
に
満
ち
た
楽
園
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
」。
J
・
B
・
ベ

リ
ー
『
進
歩
の
概
念
』（J. B

. B
ury, T

he Idea of Progress, p.197 and p.221

）
よ
り
引
用
。

（
13
） 

教
会
と
神
の
国
と
の
同
一
視
は
、
中
世
に
お
け
る
歴
史
の
静
的
概
念
を
も
た
ら
し
た
。
世
界
は
退
化
し
て
き
た
と
い
う
、
さ
ら
に
主
要
な
中
世

の
思
想
は
、
お
そ
ら
く
古
典
的
悲
観
主
義
と
世
の
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
待
望
の
負
の
側
面
と
の
混
淆
で
あ
る
。
初
期
ル
ネ

サ
ン
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
、
歴
史
は
後
退
す
る
と
い
う
思
想
に
反
論
し
続
け
た
。

（
14
） 

マ
ル
ク
ス
主
義
の
破
局
説
は
、
資
本
主
義
社
会
の
悪
に
対
す
る
破
滅
的
審
き
が
下
さ
れ
、
そ
れ
が
成
就
の
時
の
先
駆
け
と
な
る
と
い
う
考
え
に

よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
に
か
な
り
近
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
こ
の
新
た
な
成
就
の
時
﹇
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
﹈

に
対
す
る
審
き
を
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
15
） 『
現
代
の
根
本
特
徴
』（﹇『
現
代
の
根
本
特
徴
――
幸
い
な
る
生
へ
の
導
き
』
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
・
第
一
五
巻
、
柴
田
隆
之
、
量
義
治
訳
、
晢
書
房
、

二
〇
〇
五
年
﹈D

ie G
rundzuege des G

egenw
aertigen Zeitalters, 1806

）
参
照
。

（
16
） 

ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
で
歴
史
哲
学
者
で
あ
る
ミ
シ
ュ
レ
（M

ichelet

）
の
思
想
に
お
け
る
「
フ
ラ
ン
ス
の
異
様

な
偶
像
化
」
に
注
意
を
促
す
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
『
自
由
の
物
語
と
し
て
の
歴
史
』、B

enedetto C
roce, H

istory as the Story of Liberty, p. 24

）。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
歴
史
は
主
に
ド
イ
ツ
哲
学
の
媒
介
を
経
て
、
理
性
知
識
が
意
識
さ
れ
る
第
四
期
か
ら
「
支
配
的
理
性
技
術
」
の
第
五
期
へ
と
移

る
と
信
じ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
概
念
ほ
ど
国
家
主
義
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
思
い
上
が
っ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
信
じ

た
。「
ド
イ
ツ
の
精
神
は
新
し
い
世
界
の
精
神
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
自
由
の
無
限
な
る
自
己
決
定
と
し
て
の
絶
対
的
真
理
の
実
現
に
あ
り
、

そ
れ
は
内
容
に
対
す
る
絶
対
的
形
式
を
自
ら
持
つ
。
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
召
命
は
キ
リ
ス
ト
教
的
原
理
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」（『
ヘ
ー

ゲ
ル
全
集
』
の
『
歴
史
哲
学
』、Philosophie der G

eschichte in W
erke, Vol. ix, p. 415.

）。
そ
の
概
念
は
国
家
主
義
的
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、「
ゲ
ル
マ
ン
民
族
」
が
「
ド
イ
ツ
人
」
以
上
の
何
か
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
が
最
終
的
に
完
成
す
る
時
を
待
ち
望
ん
で
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い
な
い
た
め
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
よ
り
も
厚
か
ま
し
い
。
む
し
ろ
、
現
在
の
文
化
が
、
歴
史
の
最
終
的
な
善
を
達
成
し
た
と
考
え
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

（
17
） B

ury, op.cit., p.87 

よ
り
引
用
。

（
18
） 

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
時
代
の
セ
ク
ト
的
水
平
派
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
コ
ー
チ
マ
ン
（R

obert C
oachm

an

）
に
よ
る
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
恵
み
に
対
す

る
批
判
は
典
型
的
で
あ
る
。「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
無
作
法
な
人
々
が
、
神
の
恩
寵
の
し
る
し
と
契
約
を
与
え
ら
れ
、
教
会
で
も
っ
と
も
神
々
し
い

者
﹇
聖
職
者
﹈
か
ら
最
大
限
の
特
権
と
最
高
の
権
限
を
授
か
り
、
か
れ
ら
に
与
え
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
が
こ
こ
に
あ
る
と
日
々
告
げ
ら
れ

る
と
き
、
ど
れ
ほ
ど
か
れ
ら
は
思
い
上
が
る
こ
と
か
」（『
石
の
栄
光
』T

he G
lory of the Stone, 1641, p. 15.

）。

（
19
） 

ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
『
日
記
』（G

eorge Fox, Journal, p. 101

）。
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
自
ら
の
救
わ
れ
た
状
態
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
た

め
ら
わ
ず
に
聖
化
主
義
者
的
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
回
心
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。「
私
は
純
真
、
無
垢
、
義
が
、
救
い

主
イ
エ
ス
の
姿
に
お
い
て
新
し
く
さ
れ
た
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
堕
落
す
る
以
前
の
ア
ダ
ム
の
状
態
に
は
達
し
て
い
た
。
…
…
し
か

し
、
す
ぐ
さ
ま
ア
ダ
ム
の
無
垢
性
と
は
別
の
さ
ら
な
る
堅
固
な
状
態
を
理
解
す
る
ま
で
霊
に
お
い
て
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
決
し
て
堕
落
す
る
こ

と
の
な
い
救
い
主
イ
エ
ス
の
状
態
ま
で
に
」（Ibid., p. 286

）。

（
20
） 

ル
ー
フ
ァ
ス
・
M
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
霊
的
改
革
者
』（R

ufus M
. Jones, Spiritual R

eform
ers

）
に
お
い
て
、
当
時
の
著
名
な
ク
エ
ー
カ
ー
の

哲
学
者
は
次
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
完
全
主
義
者
的
セ
ク
ト
は
真
の
宗
教
改
革
を
体
現
し
て
い
る
が
、
実
際
の
宗
教
改
革

運
動
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
聖
化
の
論
理
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
の
結
論
に
至
る
こ
と
を
阻
ま
れ
た
の
だ
と
い
う
。

（
21
） 

フ
ォ
ッ
ク
ス
の
当
時
の
批
判
は
、
こ
の
誤
り
を
た
い
へ
ん
明
確
に
捉
え
て
い
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
か
れ
ら
は
言
う
。『
内

な
る
光
は
、
わ
れ
わ
れ
が
従
う
べ
き
唯
一
の
審
判
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
進
路
を
決
め
る
案
内
人
で
あ
り
、
耳
を
傾
け
る
べ
き
声
で
あ
り
、

解
決
の
た
め
に
馳
せ
参
じ
る
べ
き
唯
一
の
聖
域
で
あ
る
』
と
。
と
こ
ろ
が
か
れ
ら
は
、
絶
え
間
な
い
偶
像
崇
拝
の
行
為
と
そ
こ
で
犯
さ
れ
る
姦

淫
に
よ
っ
て
、
こ
の
聖
域
が
ど
れ
ほ
ど
汚
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
念
頭
に
な
い
の
だ
」（
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
『
ク
エ
ー

カ
ー
の
粗
暴
な
問
い
』、R

ichard Sherlock, T
he Q

uakers W
ilde Q

uestions, 1654, p. 66

）。

（
22
） 

ル
ー
フ
ァ
ス
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
『
十
六
世
紀
な
ら
び
に
十
七
世
紀
の
霊
的
宗
教
改
革
者
』（R

ufus M
. Jones, Spiritual R

eform
ers of the Sixteenth 

and Seventeenth C
enturies, p. 24

）。

（
23
） Ibid., p.54.
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（
24
） 

ピ
ー
タ
ー
・
バ
リ
ン
グ
『
ろ
う
そ
く
の
光
』（Peter B

alling, T
he Light of the C

andlestick, 1662

）。
バ
リ
ン
グ
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
密
接
な
関
係

を
持
っ
て
い
た
。

（
25
） R

ufus M
. Jones, op.cit., p.283.

（
26
） Ibid., p.108.

（
27
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
『
ク
エ
ー
カ
ー
主
義
の
第
二
期
』（W

illiam
 C

. B
raithw

aite, Second Period of Q
uakerism

, p. 392.

）

（
28
） 

ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ク
レ
ー
『
真
の
キ
リ
ス
ト
者
の
神
性
に
対
す
る
弁
明
』（R

obert B
arclay, A

n A
pology for the T

rue C
hristian D

ivinity, 

p. 136.

）

（
29
） W

esley ’s Journal, Vol. II, p.487.

（
30
） Ibid., p.356.

（
31
） Ibid., p.491.  

こ
れ
と
同
じ
問
題
が
ベ
ー
ラ
ー
（B
oehler

）
と
シ
ュ
パ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
（Spangenberg

）
と
い
う
二
人
の
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
兄
弟
団

の
対
話
の
中
に
現
れ
る
。
シ
ュ
パ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
。「
古
い
被
造
物
も
し
く
は
古
い
人
は
、
わ
れ
わ
れ
が
死
ぬ
日
ま
で
わ
れ
わ
れ
と
と
も

に
あ
り
続
け
る
」。
し
か
し
、「
新
し
い
人
は
古
い
人
よ
り
も
強
い
。
そ
の
た
め
、
堕
落
が
絶
え
ず
反
抗
し
よ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
キ
リ
ス
ト

に
目
を
向
け
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
か
れ
に
尋
ね
た
。「
そ
れ
で
は
、
あ
な
た
の
心
に
は
堕

落
が
あ
る
の
で
す
か
」。
シ
ュ
パ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
は
適
切
な
逆
説
に
よ
っ
て
答
え
た
。「
私
の
中
の
古
い
人
の
心
に
は
あ
る
が
、
新
し
い
人
の
心

に
は
な
い
。
…
…
内
な
る
堕
落
は
わ
れ
わ
れ
の
体
が
塵
と
な
る
ま
で
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
」。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
こ
の
会
話
を
記
録
し
、

追
加
意
見
を
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
主
に
内
な
る
堕
落
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
下
僕
は
主
人
に
は
な
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
」（Ibid., 

p.452.

）。

（
32
） 

ウ
ェ
ス
レ
ー
の
完
全
主
義
の
複
雑
さ
を
す
べ
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
の
完
全
主
義
に
つ
い
て
の
主
張
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ

ス
に
よ
る
罪
の
教
理
に
由
来
す
る
こ
と
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
完
成
を
「
既
知
の
律
法
に
よ
る
自
発
的
抵
抗
」
と
し
て

定
義
し
た
。
既
知
の
律
法
に
意
識
的
に
従
う
と
い
う
意
味
で
の
完
成
は
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
あ
ま
り
に
も
現
実

主
義
者
で
あ
っ
た
の
で
、
救
わ
れ
た
人
の
生
に
あ
る
そ
れ
ら
罪
深
い
要
素
の
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
救
わ
れ
た
生
は
、
完

全
に
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
完
全
に
無
意
識
的
な
も
の
で
も
な
い
（『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
、
第
七
章
と
第
八
章
参
照
）。
し

た
が
っ
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
思
想
に
は
、
現
実
主
義
と
罪
に
つ
い
て
の
か
れ
の
不
完
全
な
教
理
と
の
間
に
葛
藤
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
曖
昧
な
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主
張
と
な
る
。「
私
は
、
罪
が
な
い
（sinless

）
と
い
う
用
語
に
反
対
は
し
な
い
が
、
そ
れ
を
目
指
す
こ
と
も
し
な
い
」。
か
れ
は
こ
の
衝
突
を
か

な
り
巧
み
な
神
学
的
工
夫
で
解
決
し
た
。
か
れ
は
、
死
の
直
前
の
瞬
間
を
除
い
て
は
、
真
の
完
全
を
求
め
う
る
よ
う
な
生
の
時
点
は
な
い
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
弟
子
た
ち
が
、
完
全
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
同
様
な
制
限
を
設
け
る
ほ
ど
に
思
慮
深
か
っ
た
と
は
限
ら
な

い
。

（
33
） 

ク
エ
ー
カ
ー
は
、
地
上
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
国
が
社
会
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
限
り
、
歴
史
の
進
化
論
的
ま
た
は
漸
進
的
な
見
解

に
最
も
近
づ
い
た
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
ら
は
個
々
の
生
に
お
け
る
愛
の
実
現
を
、
社
会
を
徐
々
に
救
済
す
る
力
で
あ
る
と
同
時
に
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
大
陸
の
平
和
主
義
的
な
セ
ク
ト
、
特
に
メ
ノ
ナ
イ
ト
は
、
よ
り
純
粋
に
終
末
論
的
で
あ
っ
た
。
メ
ノ
ー
・
シ
モ
ン

ズ
（M

enno Sim
ons

）
は
、
大
陸
に
お
け
る
再
洗
礼
派
運
動
と
い
う
「
戦
い
」
の
セ
ク
ト
に
対
し
て
抗
議
を
始
め
た
。
し
か
し
か
れ
は
、「
苦

し
む
愛
」
が
徐
々
に
歴
史
的
に
成
功
を
収
め
、
世
界
を
征
服
す
る
と
い
う
思
い
違
い
を
決
し
て
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
そ
れ
を
神
の
国
の
し
る

し
で
あ
り
象
徴
で
あ
る
と
考
え
た
。
神
の
国
と
は
、
神
が
そ
の
ふ
さ
わ
し
い
時
に
告
げ
知
ら
せ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
悪
の
問
題
は
、

か
れ
の
信
仰
に
よ
る
と
、
人
間
の
理
解
と
力
を
越
え
て
い
た
。

（
34
） 「
第
五
王
国
派
」
の
人
々
は
、
歴
史
を
五
つ
の
大
き
な
時
期
で
区
別
し
た
。
そ
の
う
ち
四
つ
の
時
期
は
歴
史
に
お
け
る
大
帝
国
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
、
第
五
の
時
期
は
世
界
の
全
王
国
が
キ
リ
ス
ト
の
国
に
従
属
す
る
は
ず
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
黙
示
録
的
概
念
は
結
束
の
強
い
セ
ク
ト
に

限
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
派
セ
ク
ト
に
も
お
し
な
べ
て
広
ま
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
ー
チ
『
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の

民
主
主
義
思
想
』（G

eorge P. G
ooch, D

em
ocratic Ideas in Seventeenth-C

entury E
ngland

）
参
照
。

（
35
） 

E
・
B
・
バ
ッ
ク
ス
『
再
洗
礼
派
の
盛
衰
』（E

. B
. B

ax, T
he R

ise and Fall of the A
nabaptists

）
と
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
『
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
共
産
主
義
』（E

duard B
ernstein, C

rom
w

ell and C
om

m
unism

）
参
照
。

（
36
） G

errard W
instanley, T

he Saint ’s Paradise, p. 78. 『
聖
人
の
楽
園
』

（
37
） W

instanley, T
he N

ew
 Law

 of R
ighteousness, p. 61.

『
新
し
い
義
の
律
法
』

（
38
） 

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
派
の
左
翼
思
想
に
関
す
る
最
近
の
研
究
に
関
し
て
は
、
次
を
参
照
の
こ
と
。
A
・
S
・
P
・
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ

ズ
ム
と
自
由
』（A

. S. P. W
oodhouse, Puritanism

 and Liberty

）、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
W
・
ペ
テ
ゴ
ロ
ス
キ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
市
民
戦
争
に
お
け

る
左
翼
民
主
主
義
』（D

avid W
. Petegorsky, Left-W

ing D
em

ocracy in the E
nglish C

ivil W
ar

）、
G
・
H
・
サ
ビ
ネ
教
授
『
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・

ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
リ
ー
の
業
績
』（Professor G

. H
. Sabine, T

he W
orks of G

errard W
instanley

）。
ペ
テ
ゴ
ロ
ス
キ
ー
（Petegorsky

）
は
ウ
ィ
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ン
ス
タ
ン
リ
ー
の
思
想
に
お
け
る
罪
の
起
源
に
つ
い
て
の
世
俗
的
社
会
的
な
理
論
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
り
、
サ
ビ
ネ
教
授
は
よ
り
宗
教
的
聖

書
的
で
あ
る
。


