
Title 
Ｓ・ハワワースのキリスト教倫理における「苦難」の位置づけ 

 : 共同体に障がい者への配慮をめぐって 

Author(s) 鬼頭, 葉子 

Citation 聖学院大学総合研究所紀要, No.58, 2014.11 : 255-272 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=5319 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository and academic archiVE



255 ハワワースのキリスト教倫理における「苦難」の位置づけ

S
・
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に
お
け
る
「
苦
難
」
の
位
置
づ
け）

1
（

――
共
同
体
に
お
け
る
障
が
い
者
へ
の
配
慮
を
め
ぐ
っ
て
――

鬼　

頭　

葉　

子

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
の
神
学
者
ス
タ
ン
リ
ー
・
ハ
ワ
ワ
ー
ス
（Stanley H

auerw
as, 1940

―
）
は
、
合
同
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
信
仰
に
立
ち
つ
つ
、

物
語
神
学
や
非
暴
力
的
平
和
主
義
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
き
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
一
九
八
〇
年
代
か

ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
、Suffering Presence

（1986
）, G

od, M
edicine, and Suffering

（）2
（

1994

）
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
、
人
間
が
病

や
障
が
い
を
持
つ
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
関
心
を
寄
せ
、
思
索
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
知

的
・
精
神
的
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
つ
人
々
と
、
彼
ら
を
支
え
る
メ
ン
バ
ー
と
が
形
成
す
る
国
際
的
な
共
同
体
ラ
ル
シ
ュ
（L ’A

rche

）

の
創
立
者
で
あ
る
、
カ
ナ
ダ
人
の
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ニ
エ
）
3
（

（Jean Vanier, 1928

―
）
と
の
共
著
で
、
二
〇
〇
八
年
に Living G

ently in a 

V
iolent W

orld: T
he Prophetic W

itness of W
eakness 

を
出
版
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
近
年
の
活
動
を
中
心
に
、
病
の
あ

る
人
、
障
が
い
の
あ
る
人
（the disabled

）
と
、
同
じ
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
い
か
に
共
生
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
問
題
の
困
難
で
あ
る
点
や
、
共
生
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
に
つ
い
て
、
明
ら
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か
に
し
て
い
く
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
か
ら
、
多
様
な
人
々
と
の
共
生
が
未
だ
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
現
代
日
本
社
会
の
状
況
を
考
え
る
手
が
か
り
を
見

出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

第
一
章　

ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
思
想
的
位
置
づ
け

第
一
章
第
一
節　
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
共
同
体
理
解
に
つ
い
て

ハ
ワ
ワ
ー
ス
に
と
っ
て
、「
共
同
体
（com
m

unity

）」
を
考
え
る
際
、
重
要
な
概
念
と
な
る
の
が
「
物
語
（story, narrative

）」
で
あ
る
。

あ
る
集
団
が
共
同
体
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
な
物
語
が
必
要
と
な
る
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
自
身
、「
物
語
」
と
は
「
あ
る
目

的
に
向
か
う
、
行
為
と
苦
難
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
描
写
」
で
あ
る
、
と
位
置
づ
け
て
い
る
）
4
（

。
こ
の
「
物
語
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
は
、
ま

ず
共
同
体
が
特
定
の
「
目
的
に
向
か
っ
て
い
る
」
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
物
語
」
の
語
に
は
、
人
間
の
自
由
な
意
志
に
基
づ
く
行

動
の
能
動
的
側
面
と
、
様
々
な
出
来
事
が
偶
発
的
に
生
じ
、
人
間
は
そ
れ
を
受
容
す
る
ほ
か
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
受
動
的
側
面
と
が
示

さ
れ
て
い
る
）
5
（

。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
想
定
す
る
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
「
物
語
」
に
お
い
て
、
人
間
は
終
末
の
完
成
と
い
う
「
目
的
」
に
向
か
う

中
間
時
の
内
で
、
主
体
的
に
意
志
し
行
為
す
る
の
み
な
ら
ず
、
意
図
し
な
い
偶
然
性
を
も
引
き
受
け
て
忍
耐
す
る
「
人
格
（character

）」

と
し
て
「
練
達
（accom

plished

）」
を
獲
得
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
病
や
障
が
い
に
関
わ
る
問
題
は
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
「
苦
難
（suffering

）」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て
い
る
か
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
に
と
っ
て
「
苦
難
」
を
い
か
に
受
け
止
め
る
か
と
い
っ
た
事
柄
は
、
個
人
の
人
格
を
練
達
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へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
練
達
」
と
は
、
単
に
病
を
試
練
と
み
な
し
て
自
ら
を
納
得
さ
せ
た
り
、
ひ
た

す
ら
病
気
の
苦
痛
に
耐
え
る
よ
う
な
精
神
力
を
要
求
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、「
苦
難
」
と
は
、
自

然
災
害
の
よ
う
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
得
な
い
も
の
か
ら
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
身
で
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
事
柄
か
ら
よ
り
強

く
生
じ
る
）
6
（

。
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
主
体
的
な
苦
痛
は
、
苦
痛
を
生
み
出
す
当
の
災
難
や
病
気
そ
の
も
の
よ
り
も
、
自

己
を
責
め
さ
い
な
む
こ
と
が
あ
る
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
盟
友
で
も
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
倫
理
学
者
・
神
学
者
H
・
S
・
ラ
イ
ン
デ
ル
ス
に
よ
れ

ば
、
不
意
の
病
の
よ
う
な
「
苦
難
」
に
対
し
て
、
人
間
は
自
ら
計
画
し
設
定
し
た
人
生
の
ゴ
ー
ル
が
達
成
で
き
な
い
と
い
う
理
由
を
付
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
苦
し
さ
を
増
し
加
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
7
（

。

し
か
し
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
苦
難
を
も
含
む
人
間
の
生
自
体
が
「
贈
り
物
（gift

）」
で
あ
り
）
8
（

、
人
生
は
自
分
で
作
り
上
げ
た
と

も
の
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
が
ち
な
人
間
が
、
本
来
は
神
の
被
造
物
で
あ
る
こ
と
を
著
作
の
各
所
に
お
い
て
想
起
さ
せ
て
い
る
）
9
（

。
す
な
わ

ち
、
人
間
の
生
も
死
も
神
の
物
語
の
内
に
あ
り
、
人
間
は
自
ら
生
を
造
り
上
げ
、
自
分
が
思
い
描
い
た
プ
ロ
ッ
ト
の
通
り
に
生
き
て
い
る
わ

け
で
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
神
の
物
語
に
お
い
て
、
苦
し
み
を
負
い
つ
つ
も
、
イ
エ
ス
の
生
涯
と
復
活
と
い
う
希
望
に
向
か
っ
て
練
達
す
る
人

格
と
い
う
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
考
え
る
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
人
間
の
本
来
の
あ
り
方
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
理
解
に
お
い
て

は
、
病
む
人
の
病
が
た
と
え
死
に
至
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
死
は
そ
の
人
が
生
を
完
成
さ
せ
た
証
し
と
し
て
受
け
取
ら
れ
う
る
）
10
（

。

ま
た
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
「
物
語
」
概
念
に
お
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
物
語
は
人
間
が
自
分
自
身
で
造
り
上
げ
た
プ
ロ
ッ
ト
で
は
な
く
、

何
の
確
証
も
な
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
も
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
分
で
造
り
上
げ
た
物
語
に
は
、
偶
然
性
の
脅
威
が
つ
き
ま
と
い
、
目

指
す
も
の
の
達
成
が
妨
げ
ら
れ
る
可
能
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、「
私
の
物
語
は
自
分
自
身
で
創
造
し

た
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
的
な
生
の
自
己
肯
定
に
基
づ
く
理
解
は
、
病
に
よ
っ
て
年
若
く
し
て
亡
く
な
る
子
供
達
に
は
な
ぜ

「
物
語
を
創
造
す
る
」
機
会
が
な
い
の
か
と
い
っ
た
神
義
論
的
問
い
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
11
（

。
し
か
し
人
間
は
子
供
で
あ
れ
大
人
で

あ
れ
、
自
ら
造
り
出
し
た
の
で
は
な
い
神
の
物
語
の
内
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
人
間
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が
造
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
死
に
至
る
病
を
抱
え
た
子
供
に
対
し
て
、
周
囲
の
人
間
が
提
供
で
き
る
事
柄
は
、
医

療
行
為
に
よ
っ
て
生
命
を
で
き
る
限
り
長
ら
え
さ
せ
る
こ
と
が
唯
一
の
選
択
肢
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
人
間
が

本
質
と
し
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
忘
却
さ
せ
る
よ
う
な
現
代
医
療
に
つ
い
て
は
鋭
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
ハ
ワ
ワ
ー

ス
の
現
代
医
療
批
判
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章
第
二
節　
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判

ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
現
代
医
療
の
問
題
点
と
し
て
、
人
間
が
、
そ
の
死
を
も
含
め
て
い
か
に
生
を
全
う
す
る
の
か
と
い
う
事
柄
に
医
療
は
答
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
わ
ず
か
な
時
間
で
も
長
く
生
き
て
い
た
い
と
い
う
個
人
の
要
望
を
か
な
え
る
た
め
、
可
能
な
限
り
の
手
を
尽
く
す
テ
ク

ネ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
）
12
（

。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
）
13
（

、
ま
た
ラ
イ
ン
デ
ル
ス
）
14
（

に
よ
れ
ば
、
現
代
医
療
は
治
療
の
対
象
者
を
「
患
者

（patient

）」
か
ら
「
顧
客
（client

）」
へ
と
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
で
は
、病
や
障
が
い
の
あ
る
人
々
は
「
苦
難
」

を
負
い
つ
つ
も
、「
忍
耐
（patience

）」
す
る
美
徳
を
持
つ
存
在
と
は
捉
え
ら
れ
ず
、
治
療
し
た
り
除
去
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
問
題

を
医
学
に
よ
っ
て
解
決
し
て
ほ
し
い
と
望
む
人
々
（
あ
る
い
は
治
療
を
望
ま
な
い
無
責
任
な
人
々
）
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
ハ

ワ
ワ
ー
ス
の
「
物
語
的
統
合
（narrative unity

）」
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
人
間
の
生
そ
の
も
の
が
、
生
か
ら
死
へ
と
至
る
物
語
と
み
な
さ

れ
る
）
15
（

。
し
た
が
っ
て
、
死
を
時
間
的
に
引
き
延
ば
す
こ
と
が
ど
れ
だ
け
重
要
で
あ
る
か
は
、
個
々
人
に
よ
っ
て
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
一
部
の
現
代
医
療
は
、
で
き
る
限
り
死
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
「
技
術
的
に
可
能
な
ら
ば
実
行
す
べ
き
」
手
段
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
疾
患
を
取
り
除
き
、
生
命
を
生
か
し
続
け
る
こ
と
を
旨
と
す
る
よ
う
な
医
療
は
、
患
者
の
「
治
療
（cure

）」
は
で
き
て
も
、「
配
慮

（care

）」
は
で
き
な
い
、
と
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
指
摘
し
て
い
る
）
16
（

。
こ
の
種
の
医
療
は
、
治
療
で
き
る
見
込
み
が
失
わ
れ
た
患
者
に
対
し
て
は
、

な
す
す
べ
が
な
い
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
現
代
医
療
の
限
界
と
し
て
、
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る
医
療
の
興
味
深
い
実
例
を
挙
げ
て
い
る
。
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例
え
ば
「
精
神
的
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
（m

entally-handicapped

）
の
あ
る
人
」
を
現
代
医
療
で
「
治
療
」
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
癌
疾
患
を
除
去
す
る
よ
う
に
、
患
者
か
ら
病
ん
だ
部
分
を
取
り
除
く
こ
と
が
治
療
だ
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を

取
り
除
く
こ
と
が
す
な
わ
ち
「
患
者
自
身
を
除
去
す
る
」
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
）
17
（

。「
病
ん
で
い
る
部
分
」
も
含
め
て
そ

の
人
の
精
神
全
体
を
あ
り
の
ま
ま
に
「
ケ
ア
」
す
る
こ
と
は
、「
キ
ュ
ア
（
治
療
）」
の
み
を
重
視
す
る
医
療
で
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
筆
者
も
大
い
に
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
医
療
の
技
術
上
の
変
化
が
人
間
の
生
に
も
た
ら
す
影
響
は
、
生
死
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
死
生
観
の
問
題
だ
け
に
は
と

ど
ま
ら
な
い
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
現
代
医
療
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、
誰
の
力
も
必
要
と
せ
ず
生
き
て
い
け
る
人
間
を
造

ろ
う
と
し
て
お
り
、
メ
ン
バ
ー
同
士
が
扶
助
し
合
う
共
同
体
を
解
体
す
る
可
能
性
を
持
つ
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
）
18
（

。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
こ
の

見
解
は
、
現
代
の
日
本
社
会
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る
。
社
会
の
利
便
性
が
増
す
に
つ
れ
、
人
は
自
分
が
誰
に
も
頼
る
こ
と
な
く
一
人
の

力
で
生
き
て
い
け
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
多
く
の
他
者
や
サ
ー
ビ
ス
に
依
存
し
な
け
れ
ば
、
個
人
の
日
常
生
活
す
ら
成

り
立
た
な
い
と
い
う
事
実
は
、
不
意
の
病
や
大
き
な
災
害
に
遭
遇
し
た
時
に
至
っ
て
、
強
く
実
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
に
よ

れ
ば
、
医
療
を
含
む
各
種
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
さ
ら
な
る
利
便
さ
を
追
求
す
る
ス
ピ
ー
ド
に
よ
っ
て
時
間
を
支
配
し
、
人
々
は
「
居
場
所
な

き
（placelessness

）」
世
界
に
暮
ら
し
て
い
る
。
ロ
ー
カ
ル
な
時
間
・
場
所
は
、
一
元
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
の
中
へ
と
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
ど
の
よ
う
に
生
を
終
え
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
死
生
観
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
共
同
体
も

ま
た
ど
こ
へ
向
か
う
べ
き
か
、
そ
の
方
向
性
と
目
的
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
憂
慮
す
る
。

自
由
な
個
人
の
自
己
決
定
を
重
視
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
つ
い
て
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
共
同
体
が
「
何
の
物
語
を
も
持
っ
た
こ
と
が
な

い
」
と
い
う
物
語
以
外
に
何
も
持
た
な
い
人
々
の
集
ま
り
だ
と
し
た
ら
、「
個
人
の
自
己
決
定
の
自
由
」
は
、
せ
い
ぜ
い
良
い
商
品
を
自
分

の
選
好
に
よ
っ
て
選
び
取
る
程
度
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
、
と
批
判
し
て
い
る
）
19
（

。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
は
、
彼
の
倫
理
学
上
の

立
場
か
ら
も
明
確
に
読
み
取
れ
る
）
20
（

。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
J
・
ロ
ー
ル
ズ
（John R

aw
ls, 1921

―2002

）
が
想
定
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す
る
よ
う
な
、
個
人
が
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
ず
、
完
全
に
自
由
な
選
択
を
行
う
事
態
は
不
可
能
で
あ
り
、
道
徳
的
生
と
は
、
偶
然
に
生
じ

る
「
不
必
要
な
苦
難
」
を
個
人
が
い
か
に
受
け
止
め
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
21
（

。
こ
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
側
面

を
批
判
し
て
、
徳
倫
理
学
（E

thics of V
irtues

）
を
提
唱
し
た
A
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
）
22
（

と
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
共
通
す

る
立
場
は
、
あ
る
人
物
を
「
統
合
体
（unity

）」
と
認
識
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
統
合
性
は
そ
の
人
が
「
何
が
私
に
と
っ
て
善
な
の
か
」
と

い
う
問
い
に
よ
っ
て
具
体
化
し
て
き
た
一
人
の
人
物
の
「
生
の
物
語
的
秩
序
」
に
由
来
す
る
、
と
み
な
す
点
で
あ
る
）
23
（

。
人
間
の
あ
る
行
為
や

発
言
が
、
理
解
可
能
か
つ
説
明
可
能
な
「
正
し
い
」
行
為
で
あ
る
た
め
に
は
、
特
定
の
文
脈
や
物
語
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
と
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
人
間
が
共
同
体
か
ら
遊
離
し
た
「
単
な
る
個
人
と
し
て
」
善
を
探
求
し
た

り
、
諸
美
徳
を
実
行
し
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
ワ

ワ
ー
ス
に
と
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
立
脚
す
る
社
会
は
、
人
々
が
そ
こ
で
、
自
ら
の
生
に
何
ら
か
の
価
値
や
意
味
づ
け
を
見
出
し
た
り
す

る
場
と
し
て
は
成
立
し
得
な
い
。
価
値
を
決
定
す
る
何
ら
か
の
基
準
を
持
た
な
い
「
個
」
と
し
て
の
現
代
人
は
、
医
療
を
含
め
た
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
が
「
可
能
な
限
り
」
進
展
す
る
よ
う
に
、
時
間
も
場
所
も
支
配
さ
れ
る
事
態
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
医
療
は
「
よ
り
よ
く
生
き

る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
よ
く
死
ぬ
こ
と
」
は
、
自
ら
の
生
に
お
け
る
物
語
的
統
合
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

さ
ら
に
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
個
人
の
自
己
決
定
に
基
づ
く
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
ひ
そ
む
問
題
に
関
連
し
、
も
う
一
点
、
倫
理
学
上
き
わ
め
て

意
義
が
あ
り
、
ま
た
近
年
様
々
に
議
論
さ
れ
て
き
た
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
J
・
ロ
ー
ル
ズ
の
提
唱
し
た
よ
う
な
「
原
初
状
態
で

の
社
会
契
約
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会
が
正
義
に
適
う
と
し
た
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
問
題
点
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
下
で
交
わ
さ
れ
る
「
原
初
状
態
で
の
社
会
契
約
」
に
基
づ
い
て
想
定
さ
れ
る
社
会
正
義
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
A
・
セ
ン
）
24
（

、
M
・
C
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム）25
（

等
に
よ
っ
て
批
判
的
継
承
が
な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
仮
想
的
な

社
会
契
約
が
、
十
分
に
合
理
的
か
つ
理
性
的
で
、
明
確
な
自
由
意
志
を
持
つ
人
々
だ
け
を
対
象
と
し
て
契
約
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
か
せ
、
社
会
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を
構
築
す
る
メ
ン
バ
ー
と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
特
別
な
ニ
ー
ズ
を
持
つ
「
障
が
い
の
あ
る
人
々
」
や
「
意
志

を
表
明
で
き
な
い
存
在
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
セ
ン
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
筆
者
も
ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
は
社
会
の
メ
ン
バ
ー
が
分
配
さ
れ

た
財
を
ど
れ
だ
け
有
効
に
使
用
し
う
る
か
は
、
個
々
人
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
（
例
え
ば
障

が
い
や
病
気
の
あ
る
人
が
、「
平
等
に
」
分
配
さ
れ
た
財
だ
け
で
は
医
療
費
や
介
護
料
等
が
ま
か
な
え
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な

人
々
の
潜
在
能
力
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
他
の
メ
ン
バ
ー
よ
り
も
多
く
の
財
が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
）。
ま
た
ヌ
ス
バ

ウ
ム
は
「
可
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
（capabilities approach

）」
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し
、
社
会
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
と
し
て
尊
厳
が
与

え
ら
れ
る
に
は
、
人
間
を
理
性
的
存
在
と
し
て
み
な
す
だ
け
で
な
く
身
体
的
ニ
ー
ズ
を
含
め
た
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述

べ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
依
拠
す
る
人
間
の
合
理
性
は
、
身
体
性
を
含
め
た
「
動
物
性
（anim

ality

）」
の
機
能
す
る
一
つ
の
仕
方
で
あ
り
、
人

間
の
尊
厳
の
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
多
く
の
ニ
ー
ズ
を
必
要
と
す
る
障
が
い
の
あ
る
人
々
の
要
求

は
、
そ
の
可
能
的
能
力
を
開
花
さ
せ
う
る
よ
う
に
充
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
）
26
（

。

ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
人
間
の
尊
厳
を
合
理
性
の
み
に
限
定
し
な
い
と
い
う
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
見
解
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
を
批
判
的

に
捉
え
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
が
、
障
が
い
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
の
「
道
徳
的
立
場
（m

oral standing

）」
を
保
証
し
、
障
が
い
の
あ
る
人
々
を

包
括
す
る
こ
と
は
や
は
り
困
難
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
理
論
は
、
個
々

人
の
偶
発
的
な
属
性
や
、
不
慮
の
出
来
事
を
被
る
可
能
性
を
捨
象
し
て
社
会
設
計
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
興
味
深

い
反
論
に
つ
い
て
は
、
次
章
以
降
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
「
障
が
い
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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第
二
章　

障
が
い
の
あ
る
生
へ
の
理
解

第
二
章
第
一
節　
障
が
い
と
は
何
か

前
章
に
お
い
て
触
れ
た
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
「
物
語
」
概
念
に
お
け
る
人
間
の
生
の
受
動
性
、
す
な
わ
ち
人
間
が
「
苦
難
」
を
被
る
存
在
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
苦
難
」
と
い
う
概
念
は
、
必
然
的
に
病
気
や
障
が
い
に
よ
っ
て
受
苦
す
る
人
々
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ

す
。
し
か
し
こ
の
「
苦
難
」
は
、
身
体
的
疾
患
や
障
が
い
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
人
間
の
生
そ
の
も
の
に
受
苦
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
身
体
的
疾
患
や
障
が
い
の
あ
る
人
々
と
、
い
わ
ゆ
る
「
健
常
」
で
あ
る
人
々
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
議
論

に
お
い
て
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
人
間
が
あ
る
目
的
に
向
か
う
物
語
に
お
い
て
、
主
体
的
に
行
為
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
受
苦
す
る

存
在
で
あ
る
と
い
う
彼
の
見
方
に
お
い
て
は
、
我
々
の
全
て
が
「
苦
難
」
を
受
け
る
人
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
言
う
「
障
が
い
の
あ
る
人
々
（the disabled

）」
と
は
、
知
的
・
精
神
的
・
身
体
的
障
が
い
の
あ
る
人
々
を
指
す
が
、

彼
ら
は
障
が
い
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
苦
し
み
だ
け
で
な
く
、
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
孤
独
の
傷
（w

ound of 

loneliness

）」
や
「
弱
さ
（w

eakness

）」
に
苦
し
む
人
々
で
も
あ
る
）
27
（

。
孤
独
や
弱
さ
は
、
健
康
と
さ
れ
る
人
々
も
同
様
に
被
る
も
の
で
あ

る
が
、
多
く
の
健
康
な
人
々
は
、
そ
の
弱
さ
を
直
視
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
ヴ
ァ
ニ
エ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
は
自
分
の
弱
さ
を
認
め
た

く
な
い
が
ゆ
え
に
、
障
が
い
の
あ
る
人
々
を
「
自
分
と
は
違
う
」
存
在
で
、「
自
分
の
方
が
ま
し
だ
」
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
と

考
え
て
し
ま
う
こ
と
す
ら
多
々
あ
る
）
28
（

。
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
病
気
や
障
が
い
そ
の
も
の
の
も
た
ら
す
苦
し
み
よ
り
、
孤
独
の
苦
し
み

の
方
が
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
苦
痛
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
）
29
（

。
し
か
し
ヴ
ァ
ニ
エ
ま
た
ハ
ワ
ワ
ー
ス
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
他
者
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も
与
え
ら
れ
た
「
贈
り
物
（gift

）」
で
あ
り
、
最
も
弱
い
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
の
語
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同

体
に
対
し
て
忍
耐
と
優
し
さ
を
教
え
て
く
れ
る
他
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
と
ヴ
ァ
ニ
エ
の

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
、
神
の
子
が
世
に
下
り
、
人
間
の
友
人
と
な
っ
た
出
来
事
が
前
提
と
な
っ
て
、
自
分
と
は
異
な
る
他
者
と
も
友

情
を
結
ぶ
根
拠
と
な
る
ゆ
え
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
社
会
に
お
い
て
、
障
が
い
の
あ
る
人
々
の
抱
え
る
問
題
は
、
ま
さ
に
現

代
医
療
の
功
罪
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
複
雑
な
状
況
を
招
い
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

第
二
章
第
二
節　
障
が
い
と
社
会　
︱︱
ヌ
ス
バ
ウ
ム
へ
の
批
判
︱︱

筆
者
自
身
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
「
可
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
概
念
は
、
す
で
に
社
会
の
一
員
と
し
て
存
在
し
て
い
る
障
が
い
者
を

正
義
に
適
っ
た
仕
方
で
遇
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
優
れ
た
理
論
を
提
供
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
彼
女
の
「
可
能
力
ア
プ

ロ
ー
チ
」
に
お
い
て
、
重
度
の
知
的
障
害
の
あ
る
人
も
ま
た
、
愛
情
や
感
覚
に
お
け
る
満
足
や
、
他
者
よ
り
も
多
く
必
要
と
す
る
ケ
ア
を
受

け
、
社
会
に
お
い
て
持
て
る
可
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
正
義
に
適
っ
て
い
る
。
し
か
し
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
言
う
、
人
間

の
尊
厳
は
合
理
性
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
彼
女
の
「
可
能
力
」
の
概
念
が
、
本
当
に
社
会
正
義
を
促
進
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
）
30
（

。
彼
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
「
可
能
力
」
概
念
が
、
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
の
枠
組
み
に
規
定
さ
れ
て
い
る

限
り
、
具
体
的
で
は
な
く
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
議
論
で
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
障
が
い
の
あ
る
子
供
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ケ
ア
を
受
け
る

権
利
を
保
証
す
る
論
拠
を
提
示
し
て
い
る
も
の
の
、
単
な
る
理
論
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。
例
え
ば
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ケ
ア
を
提
供
す
る
家
族
や
他
者
に
恵
ま
れ
ず
、「
誰
か
ら
も
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
ず
に
い
る
障
が
い
者
」
は
、
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
昨
今
問
題
と
さ
れ
て
い
る
、
出
生
前
に
染
色
体
検
査
に
よ
っ
て
障
が
い
の
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

「
人
々
」
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
「
可
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
」
概
念
で
は
考
察
さ
れ
て
は
い
な
い
。
筆
者
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の
見
解
で
は
、
出
生
前
に
排
除
さ
れ
る
人
々
の
問
題
は
、
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
の
批
判
的
継
承
と
い
う
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
同
書
に
お
け
る
意
図
の

範
囲
外
で
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
同
書
に
お
け
る
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
意
図
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
提
唱
し
た
「
原
初
的
社
会
状
態
」
に
お
け
る

社
会
契
約
に
つ
い
て
、「
知
的
に
平
等
の
能
力
を
有
し
、
合
理
的
思
考
が
可
能
」
と
想
定
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
に
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
々
が

含
ま
れ
ず
、
障
が
い
者
の
ニ
ー
ズ
が
当
初
か
ら
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
人
間
の
合
理
性
の
み
に
依
拠
す
る

正
義
論
と
は
違
う
仕
方
で
、「
ま
っ
と
う
な
（decent

）」
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の

批
判
は
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
対
し
て
少
々
苛
烈
に
過
ぎ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
ハ
ワ
ワ
ー
ス
は
重
要
な
問
題
提
起
を
し

て
い
る
。
今
現
在
、
社
会
に
存
在
し
て
い
る
障
が
い
者
に
対
す
る
正
義
だ
け
で
な
く
、
共
同
体
に
お
い
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
障
が
い
者
を

受
容
し
て
い
く
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
将
来
的
選
択
の
問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
理

論
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

近
年
の
出
生
前
診
断
に
基
づ
く
選
択
的
中
絶
は
、
単
な
る
個
人
の
選
択
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
子
供
の
障
が
い
を
理
由
と
す
る

選
択
的
中
絶
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
が
「
こ
れ
以
上
生
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
社
会
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
ラ
イ
ン
デ
ル
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
障
が
い
の
あ
る
人
々
の
人
権
を
侵
害
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
ラ
イ
ン
デ

ル
ス
に
よ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
社
会
は
、
中
絶
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
の
で
な
い
限
り
、
個
々
人
の
様
々
な
理
由
か
ら
行
わ
れ

る
選
択
的
中
絶
を
制
限
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
中
絶
理
由
を
「
胎
児
の
健
康
上
の
理
由
」
に
限
っ
た
場
合
で
も
、
そ
も
そ
も
現
代
医

療
に
お
い
て
「
何
が
正
常
か
つ
病
気
で
な
い
の
か
」
を
定
義
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
あ
る
状
況
に
つ
い
て
そ
れ
が
健
康
の
問

題
な
の
か
、
自
然
的
に
所
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
関
し
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
も
ま
た
難
し
い
）
31
（

。
そ
れ
で
は
、
障
が
い
の
重

篤
さ
の
程
度
に
よ
っ
て
、
健
康
／
病
気
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ラ
イ
ン
デ
ル
ス
は
、
障
が
い
の
度
合
い
に
よ
っ
て
中

絶
す
べ
き
か
否
か
の
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
も
非
常
に
曖
昧
な
基
準
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
社
会
で
特
定
の
状
況
（
例
え

ば
女
性
あ
る
い
は
男
性
で
あ
る
こ
と
等
）
が
、
子
供
に
重
大
な
社
会
的
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
し
た
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ら
、
個
人
が
子
供
に
社
会
的
ハ
ン
デ
ィ
を
負
わ
せ
た
く
な
い
が
ゆ
え
に
選
択
的
中
絶
を
望
む
こ
と
を
、
一
律
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
る
）
32
（

。
そ
し
て
ラ
イ
ン
デ
ル
ス
は
、
生
命
倫
理
学
者
と
し
て
名
高
い
H
・
T
・
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
「
人
格
の
社
会
的
概
念
な
い
し
は
社
会
的
役

割
（social concept or social role of perso

）
33
（n

）」
と
い
う
捉
え
方
を
厳
し
く
批
判
す
る
）
34
（

。
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
「
社
会
的
人
格
」
と
い
う

概
念
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
、
M
・
ト
ゥ
ー
リ
ー
が
「
パ
ー
ソ
ン
論
」
に
よ
っ
て
、
人
格
を
持
つ
存
在
は
自
己
意
識
が
あ
る
者
に
限
ら
れ
、

嬰
児
や
胎
児
は
人
格
を
持
た
な
い
と
述
べ
た
見
解
に
反
論
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
経
緯
を
持
つ
。
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
、
確
立
し
た
人
格

を
持
た
な
い
乳
幼
児
が
、
家
族
関
係
の
中
で
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
事
例
を
挙
げ
て
、
人
格
と
し
て
の

自
己
意
識
が
な
い
人
で
も
「
社
会
に
お
い
て
人
格
と
み
な
さ
れ
る
」
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
人
格
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
ラ
イ
ン
デ
ル
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
社
会
的
人
格
」
概
念
は
、
胎
児
が
人
格
と
み
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
社
会
に
お
い
て

障
が
い
の
あ
る
子
が
望
ま
れ
て
誕
生
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
り
わ
け
精
神
障
が
い
の
あ
る
人
々
の
尊
厳
は
保
持
さ
れ
得
な

い
と
ラ
イ
ン
デ
ル
ス
は
言
う
。
と
い
う
の
も
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
周
り
に
、
そ
の
人
に
適
切
な
尊
厳
と
ケ
ア
を
提
供
す
る
「
道
徳
的
な
友

人
達
」
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
物
は
社
会
に
お
け
る
「
人
格
」
を
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
す
で
に
述

べ
て
い
た
よ
う
に
、
適
切
な
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
な
い
孤
独
な
障
が
い
者
が
、
共
同
体
か
ら
放
逐
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
う
い
っ
た
状
況
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
お
い
て
子
供
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
個
々
人
の
願
望
と
決
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
共
同
体
に
お
い
て
、
子
供
を
持
つ
こ
と
の
意
味
は
共
有
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
帰
結
は
、
も
し
子

供
を
持
つ
こ
と
が
親
の
人
生
を
充
足
さ
せ
る
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
よ
り
良
い
「
健
康
な
」
子
供
を
持
ち
た
い
と
い
う
願
い
は
止
む
こ
と

が
な
い
し
、
そ
れ
に
伴
う
医
療
技
術
も
進
歩
し
続
け
る
と
い
う
社
会
状
況
に
至
る
。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
共
同
体
の
占
め

る
地
位
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
取
っ
て
替
わ
っ
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
二
章
第
三
節　
共
に
生
き
る
こ
と

そ
れ
で
は
、
現
代
に
生
き
る
我
々
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
を
倫
理
的
な
理
由
で
抑
制
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

進
歩
の
抑
制
は
、
個
人
の
権
利
を
制
限
せ
ず
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
例
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
技
術
的
に
可
能
で
あ

る
以
上
、「
病
気
に
か
か
る
前
に
、
遺
伝
子
に
つ
い
て
知
り
た
い
」
と
願
う
人
々
を
道
徳
的
に
非
難
し
た
り
、
要
望
を
抑
制
し
た
り
す
る
こ

と
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
お
い
て
は
そ
の
論
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
35
（

。
こ
の
よ
う
に
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
指
摘
す
る
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
持
つ
特
性
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
同
意
し
た
い
。
さ
ら
に
筆
者
は
、
共
同
体
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
し
て
、
個
人
が
ど
の
よ
う
な
選
択
を

し
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
が
よ
い
か
と
い
っ
た
倫
理
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
共

同
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
目
的
（
テ
ロ
ス
）
と
意
味
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
や
ヴ
ァ
ニ
エ

が
語
る
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
倫
理
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
彼
ら
は
教
義
上
の
真
理
か
ら
判
断
し
て
、
道
徳
的
・
倫
理
的
に
ど
う
行

動
す
べ
き
か
を
提
示
す
る
こ
と
は
な
い
）
36
（

。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
で
あ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
お
け
る
諸
問
題
に
対
し
、「
異
な

る
仕
方
で
世
界
を
見
る
）
37
（

」
預
言
者
的
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ニ
エ
に
よ
る
共
同
体
ラ
ル
シ
ュ
は
、
キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
メ
ン
バ
ー
を
多
く
包
括
し
、
イ
ス
ラ
ム
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
な
ど
様
々
な
宗
教

的
背
景
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
を
体
現
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
ヴ
ァ
ニ
エ
は
、
ラ
ル
シ
ュ
を
「
祝

祭
の
共
同
体
（com

m
unities of celebratio

）
38
（n

）」
と
呼
び
、
ラ
ル
シ
ュ
の
メ
ン
バ
ー
（
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て

共
に
生
活
す
る
人
）
に
と
っ
て
、生
そ
の
も
の
が
「
祝
祭
（celebration

）」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
祝
祭
と
し
て
の
生
」

に
つ
い
て
、
ヴ
ァ
ニ
エ
は
聖
書
記
事
に
お
け
る
「
カ
ナ
の
婚
礼
」
の
物
語
を
引
い
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
明
確
に
描
き
出
し
て
い
る
）
39
（

。

イ
エ
ス
が
世
俗
の
婚
礼
の
祝
い
に
来
て
、
人
々
と
喜
び
を
共
に
し
た
姿
か
ら
、
ヴ
ァ
ニ
エ
は
生
き
る
喜
び
を
共
に
祝
う
共
同
体
に
あ
っ
て
、
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「
我
々
の
生
が
喜
ば
れ
、
婚
礼
に
招
か
れ
て
い
る
」
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

ま
た
ヴ
ァ
ニ
エ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ル
シ
ュ
の
依
拠
す
る
聖
書
テ
キ
ス
ト
は
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
一
四
章
一
二
節
か
ら
一
四
節
、「
返
礼

の
で
き
な
い
人
々
を
招
く
」
く
だ
り
で
あ
る
）
40
（

。
ヴ
ァ
ニ
エ
自
身
が
研
究
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
友
情
（
フ
ィ
リ
ア
）
と
は
、
同

等
の
相
手
と
適
切
に
分
け
合
う
こ
と
（
分
配
的
正
義
）
に
基
づ
く
が
、
ラ
ル
シ
ュ
は
、
自
分
が
与
え
た
分
を
相
手
に
求
め
る
こ
と
を
前
提
と

し
な
い
共
同
体
で
あ
る
。
共
に
生
き
る
共
同
体
と
し
て
依
拠
す
べ
き
こ
と
は
、
共
同
体
に
メ
ン
バ
ー
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
い

か
な
る
メ
ン
バ
ー
の
生
も
「
贈
り
物
」
で
あ
っ
て
、「
贈
り
物
を
受
け
取
る
こ
と
を
学
ぶ
）
41
（

」
こ
と
の
み
な
の
で
あ
る
。

結
び

ヴ
ァ
ニ
エ
は
、
ラ
ル
シ
ュ
は
共
に
祝
う
共
同
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
メ
ン
バ
ー
が
「
変
え
ら
れ
る
（transform

ation

）
場
」
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
）
42
（

。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
、
神
と
の
親
し
い
「
関
係
性
（friendship

）」
に
よ
っ
て
、
自
己
が
「
変
え
ら

れ
」、
自
己
と
は
異
な
る
人
々
と
友
人
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
体
験
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
）
43
（

。
ハ
ワ
ワ
ー
ス
の
こ
の
立
場
は
、「
聖

化
」
を
重
ん
じ
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
教
義
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
、
自
ら
変
わ
る
の
で
は
な
く
「
変

え
ら
れ
る
」
こ
と
は
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
人
は
神
と
の
親
し
い
関
係
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
道
徳
的
に
強
制
さ
れ
た

か
ら
で
は
な
く
、
他
者
と
の
「
隔
て
の
壁
」
を
壊
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
信
仰
に
お
い
て
人
は
、
何
ら
か
の
道
徳
的
規
範
を
学
び
実
行
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
り
も
、
自
分
で
造
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
物
語
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
意
志
に
よ
ら
ず
と

も
変
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
経
験
す
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
で
あ
る
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
自
体
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
現
代
日
本
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
者
に
可
能
な
こ
と
は
、
ハ
ワ
ワ
ー
ス
が
言
う
よ
う
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に
、
ま
た
ラ
ル
シ
ュ
が
体
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
物
語
の
「
預
言
者
的
証
人
（prophetic w

itness

）」
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
現
在

の
日
本
の
社
会
に
お
け
る
我
々
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
共
同
体
に
取
っ
て
替
わ
り
、
個
人
の
自
由
な
選
択
や
判
断
を
可
能
に
し
て
い
く
こ
と

で
、
個
人
の
あ
る
べ
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れ
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あ
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。
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