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歴
史
の
終
わ
り

『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
部
「
人
間
の
運
命
」
第
一
〇
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

（N
ew

 York: C
harles 

Scribner ’s Sons, 1943

）, C
hapter X

: T
he end of history 

の
全
訳
で
あ
る
。

＊ 

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
だ
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
、
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
。
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Ｉ
．
序

人
間
の
生
と
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
終
わ
り
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
。
人
間
は
自
然
と
有
限
性
の
も
と
に
あ
る
ゆ
え
に
、

こ
の
「
終
わ
り
」
は
、
存
在
す
る
者
が
存
在
を
止
め
る
一
時
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ニ
ス
﹇
終
焉
﹈
で
あ
る
。
一
方
、
人
間
に
は
理

性
的
な
自
由
が
あ
る
ゆ
え
に
、「
終
わ
り
」
は
別
の
意
味
も
持
つ
。
そ
れ
は
、
人
間
の
生
と
活
動
の
目
的
で
あ
り
目
標
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

テ
ロ
ス
﹇
目
標
﹈
で
あ
る
。
フ
ィ
ニ
ス
で
も
あ
り
テ
ロ
ス
で
も
あ
る
と
い
う
、
終
わ
り
に
つ
い
て
の
こ
の
二
重
の
意
味
合
い
は
、
あ
る
意
味

で
、
人
間
の
歴
史
の
性
格
全
体
を
表
す
と
と
も
に
人
間
存
在
の
根
本
的
な
問
題
も
明
ら
か
に
す
る
。
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
成

就
と
崩
壊
の
双
方
に
向
か
っ
て
、
ま
た
歴
史
の
本
質
的
性
格
の
い
っ
そ
う
の
具
現
化
と
死
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
フ
ィ
ニ
ス
と
し
て
の
終
わ
り
が
、
テ
ロ
ス
と
し
て
の
終
わ
り
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
は
、
無
意
味
の

危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ィ
ニ
ス
は
、
生
の
展
開
が
そ
の
真
の
終
わ
り
で
あ
る
テ
ロ
ス
に
到
達
す
る
前
に
、
一
見
不
意
で

気
紛
れ
に
起
こ
る
生
の
終
了
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
人
間
状
況
の
こ
の
特
徴
を
受
け
止
め
る
。
ま
た
、
時
間
と
永
遠

の
緊
張
関
係
に
関
す
る
理
解
を
他
の
す
べ
て
の
宗
教
と
共
有
す
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
時
間
の
絶
え
間
な
い
変
化
に
服
し
て

い
る
と
同
時
に
そ
こ
か
ら
あ
る
程
度
自
由
で
も
あ
る
と
い
う
悩
ま
し
い
問
題
を
解
決
す
る
力
が
人
間
に
は
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
は
、

悪
が
、
こ
の
問
題
を
人
間
自
身
の
力
量
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
努
力
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
歴
史
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
と
も

考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
の
傲
慢
と
い
う
「
偽
り
の
永
遠
的
な
も
の
」
に
よ
っ
て
取
り
込
ま
れ
た
悪
は
、
歴
史
の
成
就
の
問
題
を
複
雑
な
も
の
に

し
て
い
る
。
歴
史
の
頂
点
は
、
た
だ
人
間
の
不
完
全
さ
を
神
が
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
神
の
審
判
と
憐
れ
み
に
よ
っ
て
人
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間
の
悪
と
罪
を
追
放
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
歴
史
の
解
釈
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
す
で
に
来
た

0

0

0

0

0

神
の
国
は
、
歴
史
の
意
味
の
開
示
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
完
全
な
実
現
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
完
全
な
実
現
が
期
待
さ
れ
る
の
は
、
来
る
べ
き

0

0

0

0

神
の
国
す
な
わ
ち
歴
史
の
頂
点
に

お
い
て
で
あ
る
。
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
生
と
歴
史
の
意
味
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
、
そ
の

意
味
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
矛
盾
に
、
歴
史
は
絶
え
ず
巻
き
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
信
仰
に
よ
る
理
解
は
、
世
界
が
あ
る
意
味
で
す
で
に
「
克
服
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
信
仰
者

は
、
歴
史
の
堕
落
、
そ
の
熱
狂
と
紛
争
、
そ
の
帝
国
主
義
的
欲
望
と
野
心
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
虚
を
突
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か

ら
で
あ
る
）
1
（

。
生
の
意
味
を
照
ら
す
啓
示
の
光
は
、
歴
史
の
自
己
矛
盾
や
歴
史
の
意
味
の
断
片
的
な
実
現
や
歴
史
の
未
熟
で
偽
り
の
完
成
の
暗

闇
を
も
照
ら
し
出
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
が
、
歴
史
の
未
完
成
と
堕
落
が
最
終
的
に
克
服
さ
れ
る
終
わ
り

0

0

0

を
指
し
示
し
て
い
る
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
歴
史
は
、
歴
史
の
意
味
の
開
示
と
成
就
の
間
の
「
中
間
時
」
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
新
約
聖
書
に
お
い
て
、
象
徴
的
に
、
苦
難
の
メ
シ
ア
が
「
大
い
な
る
力
と
栄
光
を
帯
び
て
」
再
び
「
来
る
」
と
の
希
望
で
表
現

さ
れ
て
い
る
）
2
（

。
人
々
は
、「
人
の
子
が
全
能
の
神
の
右
に
座
り
、
天
の
雲
に
乗
っ
て
来
る
の
を
見
る
」
の
で
あ
る
）
3
（

。

Ⅱ
．
新
約
聖
書
の
終
末
思
想

新
約
思
想
に
お
け
る
こ
の
パ
ル
ー
シ
ア
﹇
来
臨
﹈
の
希
望
は
、
時
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
黙
示
思
想
に
お
け
る
同
種
の
要
素
の
投
影
に
す
ぎ
な
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い
と
片
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
初
臨
は
そ
の
投
影
に
合
致
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
「
再
臨
」
を

創
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
来
臨
の
希
望
は
、
し
ば
し
ば
字
義
通
り
に
受
け
取
ら
れ
、
教
会
の
意
識
を

混
乱
さ
せ
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
象
徴
は
、
決
し
て
、
字
義
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
と

し
て
片
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
象
徴
は
、
永
遠
と
時
間
の
関
係
に
対
応
す
る
聖
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
象
徴
に
見
ら
れ
る

全
般
的
な
特
徴
を
帯
び
、
制
約
さ
れ
た
も
の
の
立
場
か
ら
究
極
的
な
る
も
の
を
指
し
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
象
徴
が
字
義
通

り
に
受
け
取
ら
れ
る
と
、
時
間
と
永
遠
の
弁
証
法
的
な
概
念
が
歪
め
ら
れ
、
歴
史
に
対
す
る
神
の
究
極
的
な
擁
護
が
歴
史
上
の
一
点
に
還
元

さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
歪
曲
の
結
果
は
、
千
年
王
国
的
希
望
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
千
年
王
国
の
時
代
に
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
時

代
に
お
け
る
と
同
様
に
、
有
限
性
と
い
う
執
拗
な
条
件
を
よ
そ
に
、
歴
史
は
成
就
さ
れ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
一
方
、
こ
の
象
徴
が
、
取
る
に

足
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
歴
史
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
の
絵
画
的
で
原
始
的
な
方
法
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

し
て
片
付
け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
聖
書
の
弁
証
法
は
、
別
の
方
向
に
向
か
っ
て
曖
昧
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
厳
密
に
分
析
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら

の
象
徴
を
真
剣
に
受
け
取
ら
な
い
す
べ
て
の
神
学
は
、
歴
史
を
真
剣
に
受
け
止
め
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
神
学
は
、
歴
史
的
過
程
を
成
就
す
る
の
で
は
な
く
無
効
に
す
る
永
遠
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

聖
書
の
象
徴
を
字
義
通
り
に
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
有
限
な
理
性
で
は
、
歴
史
を
超
越
し
成
就
す
る
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
は

不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
有
限
な
理
性
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
永
遠
的
な
も
の
の
性
格
を
表
す
象
徴
や
示
唆
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
示
唆
は
、
歴
史
的
存
在
の
自
己
超
越
的
性
格
を
表
し
、
そ
の
永
遠
的
な
根
拠
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
ゆ
え

に
、
真
剣
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
時
間
の
絶
え
間
な
い
変
化
の
中
で
そ
の
完
成
を
指
示
す
る
象
徴
は
、
語
の
科
学
的
な
意
味
に
お
い

て
厳
密
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
象
徴
は
、
歴
史
の
神
的
永
遠
的
根
拠
を
、
単
に
時
間
的
な
も
の
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
す
る
よ
う
な
場
合
で
さ
え
不
正
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
象
徴
を
理
解
す
る
の
が
困
難
に
な
る
の
は
、
時
間
的
な
も
の
に
巻
き
込
ま
れ
る
と

と
も
に
そ
れ
を
超
越
す
る
よ
う
な
永
遠
を
め
ぐ
る
聖
書
の
思
想
を
象
徴
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
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新
約
聖
書
の
象
徴
に
お
け
る
「
エ
ス
カ
タ
」
す
な
わ
ち
「
最
後
の
事
物
」
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
、
最
後
の
審
判
、
復
活
と
い
う
三
つ
の

基
本
的
な
象
徴
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
順
次
検
討
し
て
み
よ
う
。

1
．
パ
ル
ー
シ
ア

勝
利
の
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
す
る
と
の
思
想
は
他
の
二
つ
の
象
徴
に
優
る
も
の
で
あ
る
。
審
判
と
復
活
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
お
け
る
神

の
擁
護
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
。
苦
難
の
メ
シ
ア
が
勝
利
の
審
判
者
ま
た
救
済
者
と
し
て
歴
史
の
終
わ
り
に
戻
っ
て
来
る
と
信
じ
る
こ
と

は
、
存
在
は
そ
れ
自
体
の
規
範
を
究
極
的
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
信
仰
の
表
明
で
あ
る
。
愛
は
、
歴
史
の
中
で
は
、
苦
難
の

愛
と
し
て
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
罪
の
力
は
、
愛
が
単
純
に
勝
利
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
が
究
極
的

な
も
の
だ
と
し
た
ら
、
罪
の
力
を
世
界
に
お
け
る
最
後
の
力
と
し
て
崇
拝
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
罪
の
力
を
、
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

ま
で
も
敗
北
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
る
ほ
ど
強
力
な
、
あ
る
種
の
第
二
の
神
と
見
な
す
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
）
4
（

。し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
勝
利
の
再
臨
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
世
界
と
歴
史
に
対
す
る
神
の
主
権
の
十
全
性
へ
の
信
仰
と
、
愛
の

究
極
的
な
至
上
性
へ
の
信
仰
を
表
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
愛
は
、
神
の
意
志
の
も
と
に
あ
る
万
物
の
包
括
的
な
調
和
に
一
時
的

に
反
抗
す
る
自
己
愛
の
あ
ら
ゆ
る
力
に
優
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
は
、
時
に
、
終
わ
り
が
歴
史
に
お
け
る
勝
利
で
あ
り
、
救
わ
れ
た
時
間
的
歴
史
的
過
程
を
意
味
す
る
よ
う
な
仕
方

で
、
歴
史
の
「
終
わ
り
」
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
、
通
常
、
後
代
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
な
過
程
の
完
成
も
ま
た
、
量

的
な
意
味
に
お
い
て
歴
史
の
終
わ
り
で
あ
り
、
歴
史
の
救
済
は
そ
の
頂
点
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
キ
リ
ス
ト
の
正
当
性
を
最
終
的
に
擁

護
す
る
こ
と
を
め
ぐ
る
こ
の
二
重
の
解
釈
は
、
聖
書
の
信
仰
に
お
い
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
と
極
端
な
彼
岸
性
が
と
も
に
否
定
さ
れ
て
い
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る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
に
反
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
歴
史
の
最
終
的
な
完
成
が
時
間
的
過
程
の
諸
条
件
を
超

越
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
岸
性
に
反
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
歴
史
の
完
成
が
歴
史
的
過
程
を
無
効
に
す
る
の
で
は
な
く
成
就

す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
弁
証
法
的
な
概
念
を
、
そ
の
概
念
の
解
消
の
危
険
を
冒
さ
ず
に
表
現
す
る
方
法
は
な
い
。
実
際
、
こ
の
解
消
は
、

キ
リ
ス
ト
教
史
上
繰
り
返
し
起
こ
っ
て
い
る
。
歴
史
の
単
純
な
成
就
を
信
じ
る
者
は
、
歴
史
的
存
在
は
最
後
の
究
極
的
完
成
時
に
そ
の
意
味

を
奪
わ
れ
る
と
信
じ
る
者
に
こ
ぞ
っ
て
反
対
し
て
き
た
。
両
陣
営
と
も
、
論
争
に
は
、
そ
の
中
途
半
端
な
キ
リ
ス
ト
教
的
確
信
を
表
現
す
る

た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
を
用
い
た
。

再
臨
に
従
属
す
る
「
最
後
の
審
判
」
と
復
活
と
い
う
二
つ
の
象
徴
の
意
味
を
分
析
す
る
な
ら
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
聖
書
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
他
の
歴
史
概
念
に
比
べ
て
、
歴
史
の
い
く
つ
か
の
特
徴
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
歴

史
的
存
在
の
意
味
そ
れ
自
体
は
い
っ
そ
う
明
快
に
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

2
．
最
後
の
審
判

新
約
聖
書
の
終
末
論
に
お
け
る
最
後
の
審
判
の
象
徴
）
5
（

に
は
、
生
と
歴
史
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
見
方
に
つ
い
て
、
三
つ
の
重
要
な
相

が
あ
る
。
第
一
の
相
は
、
歴
史
の
審
判
者
と
な
る
の
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
審
判
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
意
味
す
る

の
は
、
歴
史
的
な
も
の
が
永
遠
的
な
も
の
に
直
面
す
る
と
き
、
歴
史
的
な
も
の
は
、
そ
れ
自
体
の
理
想
的
な
可
能
性
に
よ
っ
て
審
か
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
有
限
性
と
神
の
永
遠
性
と
の
差
異
に
よ
っ
て
審
か
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
6
（

。
審
判
は
、
罪
に
下
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
有
限
性
に
下
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
見
方
は
、
生
と
歴
史
に
関
す
る
聖
書
の
概
念
全
体
と
論
理
的
に
調
和
し
て
い
る
。
そ
の

見
方
に
よ
れ
ば
、
悪
い
の
は
、
人
間
存
在
の
部
分
的
で
特
殊
な
性
格
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
被
造
物
が
神
の
意
志
に
従
っ
て
い
た

ら
維
持
し
た
で
あ
ろ
う
創
造
の
調
和
を
乱
す
自
己
愛
で
あ
る
。
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最
後
の
審
判
の
象
徴
に
お
け
る
第
二
の
相
は
、
歴
史
に
お
け
る
善
と
悪
の
違
い
の
強
調
で
あ
る
。
歴
史
が
神
に
出
会
う
と
き
、
善
と
悪
の

違
い
は
、
無
差
異
の
永
遠
に
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
現
実
は
両
義
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

現
実
に
お
い
て
、
善
と
悪
を
絶
対
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
7
（

。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
善
と
悪
に
対
す
る
最
後
の

0

0

0

審
判
の
必
要
性
と

可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
義
人
は
、
最
後
の
審
判
を
前
に
し
て
自
分
が
義
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
が
）
8
（

、
そ
の
よ
う

な
不
安
の
中
に
あ
る
良
心
は
、
歴
史
の
最
後
の
問
題
が
、
神
の
前
に
「
だ
れ
一
人
と
し
て
義
と
さ
れ
な
い
」﹇
ガ
ラ
テ
ヤ
二
・
一
六
﹈
と
い
う

こ
と
で
あ
る
こ
と
を
証
し
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
究
極
的
な
問
題
の
解
決
は
、
神
の
恵
み
と
「
罪
の
赦
し
」
以
外
に
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

す
で
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
贖
罪
論
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
の
教
理
は
、
究
極
的
な
憐
れ
み
が
、
善
と
悪
の
違
い
を
払
拭
し
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
、
悪
を
ご
自
身
の
上
に
負
う
以
外
に
悪
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
審
判
が
つ
い
に
は
最
後
の
審
判
に
終
わ
る
と
い
う
そ
の
厳
し
さ
こ
そ
、
善
と
悪
の
間
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る

歴
史
的
な
戦
い
の
有
意
味
性
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
審
判
に
対
す
る
「
最
後
の
」
審
判
の
必
要
性
は
、

こ
う
し
た
歴
史
的
戦
い
の
両
義
性
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

最
後
の
審
判
の
象
徴
に
お
け
る
第
三
の
相
は
、
審
判
が
歴
史
の
「
終
わ
り
」
に
あ
る
そ
の
位
置
に
見
ら
れ
る
。
歴
史
の
中
に
は
、
い
か
な

る
達
成
や
部
分
的
な
実
現
も
な
け
れ
ば
、
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
最
後
の
審
判
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
意
味
の
成
就
や
徳
の

達
成
も
な
い
。「
最
後
の
」
審
判
の
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
概
念
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。

そ
う
し
た
概
念
に
よ
れ
ば
、
歴
史
が
そ
れ
自
体
の
救
済
者
で
あ
り
、
歴
史
の
成
長
と
発
展
の
過
程
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
そ
の
存
在
の
害
悪

と
罪
か
ら
解
放
さ
れ
、
審
判
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

絶
滅
の
恐
怖
と
審
判
の
恐
怖
が
死
の
恐
怖
に
お
い
て
複
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
以
上
に
、
人
間
存
在
の
不
安
定
さ
と
不
安
感
を
深
遠

に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
絶
滅
の
恐
怖
は
無
意
味
性
の
恐
怖
で
あ
る
。
生
が
、
明
白
に
完
結
す
る
前
に
「
断
ち
切
ら
れ
る
」
と
き
、

ま
た
、
フ
ィ
ニ
ス
が
、
テ
ロ
ス
達
成
の
可
能
性
を
あ
ま
り
に
も
気
紛
れ
に
挫
折
さ
せ
る
と
き
、
ほ
か
な
ら
ぬ
生
の
無
意
味
性
が
問
題
と
し
て
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浮
上
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
不
完
全
さ
を
完
全
に
し
、
そ
の
罪
を
赦
す
神
の
憐
れ
み
を
、
信
仰
が
捉
え
る
前
に
、
生
は
、
神
の
審
判

に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
直
面
に
お
い
て
現
実
的
な
危
険
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
死
で
は
な
く
、「
死
の
と
げ
」﹇
Ⅰ
コ
リ

ン
ト
一
五
・
五
五
﹈
と
し
て
の
罪
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、わ
れ
わ
れ
が
偽
っ
て
自
ら
を
生
の
意
味
の
中
心
に
据
え
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
か
っ

た
と
し
た
ら
、
生
の
終
了
が
わ
れ
わ
れ
を
恐
怖
に
陥
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
9
（

。

永
遠
に
続
く
と
さ
れ
て
き
た
地
獄
の
火
に
つ
い
て
の
字
義
通
り
の
概
念
は
、
し
ば
し
ば
、
近
代
の
キ
リ
ス
ト
者
の
心
の
中
に
、
最
後
の
審

判
の
思
想
へ
の
信
頼
を
失
わ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
審
判
の
思
想
の
重
要
性
を
否
定
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
、
近
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
道
徳
的
感
傷
性
で
あ
っ
た
。
た
と
え
、
字
義
通
り
解
釈
す
る
正
統
主
義
が
、
審
判
思
想
の
否
定
を
正
当
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な

か
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
天
国
の
調
度
品
や
地
獄
の
温
度
に
つ
い
て
の
ど
の
よ
う
な
知
識
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
主
張
す
る
こ
と
や
、
歴
史

の
完
成
で
あ
る
神
の
国
の
詳
細
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
過
剰
に
確
信
す
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
愚
か
な
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
審
判
の
恐
怖
を
認
め
る
心
の
証
し
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
賢
明
で
あ
る
。
人
間
が
歴
史
を
超
越
し
、
歴
史
の
中
で
創
造
的

で
も
あ
る
の
は
自
由
に
よ
る
が
、
そ
の
人
間
の
自
由
の
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
審
判
を
超
え
る
審
判
の
恐
怖
は
避
け
難
い
も
の
と
な

る
。
世
が
下
す
多
く
の
審
判
は
、「
忠
実
な
良
い
僕
だ
。
よ
く
や
っ
た
」﹇
マ
タ
イ
二
五
・
二
一
﹈
と
い
う
言
葉
で
わ
れ
わ
れ
を
免
責
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
が
下
す
多
く
の
審
判
が
最
終
の
も
の
で
あ
る
と
信
じ
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
を
欺
く
こ
と
に

な
ろ
う
。
も
し
世
が
下
す
多
く
の
審
判
が
最
終
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
で
き
る
限
り
意
識
す
る
な
ら
、
死
の
恐
怖
に
お
け
る
審
判
の
恐
怖

の
強
調
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
死
の
恐
怖
は
、
す
べ
て
の
歴
史
的
存
在
に
潜
む
《
有
限
性
と
自
由
の
両
義
性
》
か
ら
生
じ
る
も
の
に
す
ぎ

な
い
が
、
審
判
の
恐
怖
は
、
歴
史
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
《
罪
と
創
造
性
の
混
合
》
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
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3
．
復
活

か
ら
だ
の
復
活
の
思
想
は
、
近
代
精
神
が
最
も
不
快
を
覚
え
る
聖
書
の
象
徴
で
あ
り
、
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
ほ
と
ん
ど
が
、
霊
魂

不
滅
の
思
想
と
入
れ
替
え
て
久
し
い
思
想
で
あ
る
。
霊
魂
不
滅
の
思
想
は
、
永
遠
の
命
の
希
望
に
つ
い
て
、
復
活
の
思
想
よ
り
も
説
得
力

を
持
つ
表
現
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
復
活
の
思
想
が
考
え
う
る
限
界
を
超
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
霊
魂
不
滅
思
想

に
つ
い
て
も
同
様
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
統
合
体
と
し
て
の
歴
史
的
存
在
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
自
然
に
巻
き

込
ま
れ
て
い
る
と
と
も
に
自
然
を
超
越
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
遠
の
完
成
へ
と
変
え
ら
れ
た
自
然
的
条
件
﹇
復
活
﹈
よ
り
も
、
自

然
的
条
件
か
ら
完
全
に
自
由
に
さ
れ
た
超
越
的
精
神
﹇
霊
魂
不
滅
﹈
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
と
同

様
に
ど
ち
ら
の
思
想
も
、
歴
史
を
超
え
た
究
極
的
完
成
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
概
念
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
復
活
の
希
望
は
、
歴
史
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
特
質
そ
の
も
の
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
復
活
の
希
望

は
、
時
間
的
過
程
が
創
り
上
げ
て
き
た
豊
か
さ
や
多
様
性
を
、
永
遠
が
成
就
し
無
効
に
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
一
方
で
、
歴
史
的
存
在
の

基
盤
を
な
す
有
限
性
と
自
由
の
状
況
が
、
い
か
な
る
人
間
の
力
に
よ
っ
て
も
解
決
が
見
出
せ
な
い
よ
う
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
の
問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
神
の
み
で
あ
る
。
人
間
的
な
視
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
信
仰
の
み
で
あ

る
。
人
間
の
理
性
が
構
築
す
る
す
べ
て
の
意
味
の
構
造
や
一
貫
性
の
領
域
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
片
鱗
が
存
在
の
限
界
を
超
え
て
い
る
こ

と
を
見
出
す
と
き
、
無
意
味
性
の
深
淵
に
直
面
す
る
。
信
仰
だ
け
が
こ
の
問
題
へ
の
答
え
を
持
つ
。
キ
リ
ス
ト
教
的
答
え
と
は
、
キ
リ
ス
ト

に
お
い
て
啓
示
さ
れ
、
生
も
死
も
キ
リ
ス
ト
の
愛
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
引
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
神
へ
の
信
仰
な
の
で
あ
る
。

こ
の
信
仰
の
答
え
に
お
い
て
、
歴
史
の
有
意
味
性
は
い
っ
そ
う
確
実
に
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
的
な
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
の

究
極
的
完
成
は
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
復
活
は
、
霊
魂
の
不
滅
が
人
間
的
な
可
能
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
人
間
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的
な
可
能
性
で
は
な
い
。
霊
魂
不
滅
を
支
持
す
る
も
っ
と
も
ら
し
い
証
拠
や
そ
う
で
な
い
証
拠
は
す
べ
て
、
生
の
究
極
的
完
成
を
究
め
支
配

し
よ
う
と
す
る
人
間
の
知
性
に
お
け
る
努
力
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
、
人
間
本
性
に
お
け
る
永
遠
的
要
素
が
、
死
を
超
え
て
生
き
延
び
る

価
値
と
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
ど
う
に
か
し
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
遠
的
要
素
を
確
保
し
よ
う
す
る
あ

ら
ゆ
る
神
秘
的
な
い
し
理
性
的
手
法
は
、
か
ら
だ
と
霊
魂
と
を
統
合
さ
せ
て
き
た
歴
史
の
有
意
味
性
を
否
定
し
が
ち
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ

て
、
そ
の
統
合
を
限
り
な
く
豊
か
に
展
開
さ
せ
て
き
た
歴
史
の
過
程
全
体
の
有
意
味
性
も
否
定
し
が
ち
で
あ
る
）
10
（

。
こ
の
よ
う
な
霊
魂
不
滅
に

よ
る
生
の
究
極
的
完
成
は
、
個
人
で
あ
れ
集
団
で
あ
れ
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
生
の
意
味
あ
る
部
分
を
維
持
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

死
に
逆
ら
う
人
間
の
能
力
を
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
確
認
す
る
た
め
に
歴
史
に
お
け
る
生
の
意
味
を
否
定
す
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
究
極

的
完
成
の
構
想
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
人
間
存
在
に
お
け
る
自
然
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
の
間
の
調
和
と
対
立
の
状
況
を

超
越
す
る
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
も
人
間
の
い
か
な
る
歴
史
的
業
績
に
と
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
歴
史
を
完
結
へ
と
も
た
ら
す
力
を
持
つ
神
へ
の
信
仰
の
視
点
か
ら
、
こ
の
歴
史
的
存
在
の
永
遠
的
な
意

義
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

か
ら
だ
の
復
活
の
象
徴
に
お
い
て
、「
か
ら
だ
」
は
、
自
然
が
、
人
間
の
個
人
性
や
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
実
現
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
の
個
人
性
は
、
精
神
の
自
己
意
識
と
有
限
な
自
然
的
有
機
体
の
所
産
で
あ
る
）
11
（

。
同

じ
よ
う
に
、
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
精
神
的
業
績
や
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
政
治
的
組
織
は
、
自
然
的
条
件
と
規
範
的
概
念
の
具
現
化

で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
展
開
す
る
場
で
あ
る
特
定
の
独
自
な
状
況
を
超
越
し
ま
た
否
定
す
る
。
気
候
や
地
理
的
限
界
、
貧
困
と
豊
か
さ
、
生
存

意
欲
、
性
的
欲
望
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
条
件
と
い
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
の
精
神
的
な
構
造
の
上
に
消
し
難
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
的
業
績
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
自
由
に
お
い
て
そ
う
し
た
自
然
的
限
界
を
超
越
す
る
。
霊
魂
不
滅
の
教
理
が
示
唆

し
て
い
る
の
は
、
永
遠
的
な
意
味
が
、
有
限
な
状
況
を
超
越
す
る
歴
史
的
総
合
に
お
け
る
永
遠
的
な
要
素
に
の
み
帰
せ
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
意
味
合
い
を
論
理
的
に
結
論
ま
で
突
き
詰
め
る
と
し
た
ら
、
特
殊
性
や
差
異
が
全
く
な
い
、
未
分
化
の
統
一
体
以

外
に
、
永
遠
に
残
る
も
の
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
こ
の
結
論
が
、
特
に
仏
教
や
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
厳
密
に
引
き
出
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
き
た
。

か
ら
だ
の
復
活
の
教
理
は
次
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
成
就
と
い
う
統
合
の
全
体
が
あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
も
の
を
全
体
と

の
調
和
へ
と
も
た
ら
す
限
り
、
永
遠
的
な
意
義
は
そ
の
全
体
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
究
極
的
完
成
は
、

神
的
な
る
も
の
へ
の
吸
収
と
し
て
で
は
な
く
、
神
と
の
愛
の
交
わ
り
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
神
と
の
完
全
な
関
係
は
、
人

間
的
可
能
性
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
神
の
憐
れ
み
と
力
に
よ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
罪
の
反
抗
と
取
り
組
む
た
め
に
は
、
神
の
憐
れ
み
に

信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
人
間
の
有
限
性
と
自
由
の
両
義
性
を
克
服
す
る
た
め
に
神
の
力
を
信
頼
す
る

の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
復
活
の
教
理
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
理
論
上
の
困
難
が
、
す
べ
て
こ
の
教
理
を
字
義
通
り
に
解
釈
す
る
と
い

う
逸
脱
に
だ
け
由
来
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
字
義
通
り
の
解
釈
を
否
定
し
さ
え
す
れ
ば
、

そ
れ
で
こ
の
理
論
上
の
困
難
が
克
服
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
、「
こ
の
と
き
地
は
、
預
か
っ
た
も
の
を
返
し
、
黄
泉
は
預
か
り
も

の
と
し
て
受
け
取
っ
た
も
の
を
返
し
、
地
獄
は
借
り
た
も
の
を
返
す
で
あ
ろ
う
）
12
（

」
と
は
信
じ
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お
、
論
理
的

に
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
主
張
に
見
ら
れ
る
非
常
な
困
難
さ
に
直
面
す
る
。
す
な
わ
ち
、
永
遠
は
、
有
限
性
を
無
効
に
す

る
の
で
は
な
く
具
現
化
す
る
と
い
う
主
張
、
あ
る
い
は
、
フ
ォ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ゲ
ル
﹇
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ゲ
ル
（
一
八
五
二
―

一
九
二
五
）、
英
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
﹈
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
神
の
完
全
な
永
続
性
」
は
わ
れ
わ
れ
の
「
部
分
的
な
永
続
性
」
を
破
壊

し
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

こ
の
理
論
的
困
難
の
原
因
は
、
一
部
、
新
約
聖
書
の
諸
概
念
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
書
の
非
一
貫
性
に
あ
る
。
そ
れ
ら

の
文
書
は
、
歴
史
の
完
成
を
「
時
の
終
わ
り
」
の
手
前
で
起
こ
る
も
の
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、「
義
人
の
復
活
」
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は
、
こ
の
地
上
の
千
年
王
国
の
前
触
れ
に
な
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
特
に
後
期
黙
示
文
書
で
は
、
歴
史
の
終
わ
り
と
成
就
は
、
復

活
と
同
時
に
起
こ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
然
と
時
間
の
限
界
は
、
す
べ
て
究
極
的
完
成
に
お
い
て
克
服
さ

れ
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
）
13
（

。

も
ち
ろ
ん
、
後
者
の
思
想
の
ほ
う
が
、
前
者
の
思
想
よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
、
前
者
の
思
想
が
後
者
の
思
想
に
先
立
た

ず
、
そ
の
足
跡
を
後
者
に
残
さ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
後
者
の
思
想
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
霊
魂
不
滅
の
概
念
と
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
か
ら
だ
と
霊
魂
の
結
合
お
よ
び
歴
史
的
過
程
の
有
意
味
性
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
概
念
全
体
の
ゆ
え
に
、
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
知

性
は
、
こ
の
解
き
難
い
問
題
と
こ
の
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
新
約
聖
書
思
想
も
ま
た
そ
の
問
題
と
取
り
組

ん
だ
。
パ
ウ
ロ
は
こ
う
確
信
し
た
。「
肉
と
血
は
神
の
国
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
朽
ち
る
も
の
が
朽
ち
な
い
も
の
を
受
け
継
ぐ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
）
14
（

」。
し
か
し
、
こ
の
確
信
が
、
パ
ウ
ロ
を
、
永
遠
の
命
が
、「
か
ら
だ
」
が
そ
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
歴
史
的
現
実
の
す
べ

て
を
無
効
に
す
る
と
い
う
結
論
に
追
い
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
パ
ウ
ロ
は
む
し
ろ
、「
自
然
の
命
の
体
が
蒔
か
れ
て
、
霊
の
体
が
復
活
す

る
」﹇
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
五
・
四
四
﹈
こ
と
、
ま
た
、
完
成
が
「
脱
ぎ
捨
て
」
る
こ
と
で
は
な
く
、「
着
」
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
信
じ
た
）
15
（

。

こ
の
簡
潔
な
表
現
に
お
い
て
、
究
極
的
完
成
は
、
歴
史
過
程
の
全
体
を
無
効
に
す
る
の
で
は
な
く
純
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
聖
書
的
希
望

が
、
完
璧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
の
成
就
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
に
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
以
上
十
分
に

納
得
の
い
く
説
明
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
有
限
性
の
条
件
下
で
は
、
究
極
的
完
成
に
つ
い
て
こ
れ
よ
り
も
明
白
な
説

明
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
覚
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
に
つ
い
て
表
現
す
る
場
合
に
は
、
品

位
を
持
っ
た
あ
る
程
度
の
抑
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
信
仰
は
、「
自
分
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
、
ま
だ
示
さ
れ
て
い
﹇
な

い
﹈」
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
等
し
く
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
抑
制
を
、「
御
子
が
現
れ
る
と
き
、
御

子
に
似
た
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
﹇
る
﹈」）16
（

と
い
う
希
望
の
有
効
性
に
つ
い
て
確
信
を
失
う
こ
と
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
と
歴
史
の
究
極
的
完
成
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
は
、
人
間
と
歴
史
に
内
在
す
る
何
ら
か
の
力
や
能
力
に
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よ
っ
て
生
の
完
成
を
理
解
し
達
成
し
よ
う
と
す
る
他
の
思
想
よ
り
不
合
理
で
は
な
い
。
こ
の
希
望
は
、
生
の
意
味
に
関
す
る
聖
書
的
概
念
全

体
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
。
意
味
と
そ
の
成
就
は
い
ず
れ
も
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
超
え
た
中
心
と
源
泉
に
属
す
る
も

の
と
見
な
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
意
味
を
傲
慢
の
あ
ま
り
自
分
の
揺
る
が
な
い
所
有
物
に
し
た
り
、
そ
の
成
就
を
自
分
の
力
に
よ
っ

て
達
成
し
よ
う
と
し
た
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
意
味
の
成
就
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
歴
史
の
終
わ
り
と
歴
史
の
意
味

も
し
、
歴
史
の
中
に
、
意
味
の
逸
脱
と
歪
曲
だ
け
で
な
く
、
意
味
の
部
分
的
な
具
現
化
も
あ
る
と
し
た
ら
、
真
の
終
わ
り
と
い
う
観
点
か

ら
そ
れ
ら
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
の
運
命
を
め
ぐ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
は
、
歴
史
の
意
味

に
関
し
、
究
極
的
完
成
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
見
解
を
必
要
と
す
る
。
も
し
、
最
終
的

な
究
極
的
完
成
が
、
歴
史
的
な
意
味
を
無
効
に
す
る
の
で
は
な
く
成
就
す
る
と
し
た
ら
、
歴
史
の
意
味
の
真
の
内
実
は
、
信
仰
の
光
に
照
ら

し
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
意
味
の
罪
深
い
腐
敗
の
特
徴
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
洞
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
特
に
、
そ
う
し
た
腐
敗
の
ほ
と
ん
ど
は
、
部
分
的
な
具
現
化
を
究
極
的
成
就
と
見
な
す
誤
り
に
起
因
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
を
、
終
わ
り
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
に
は
、
永
遠
と
時
間
の
関
係
に
お
け
る
二
つ

の
次
元
の
区
別
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
は
、
一
方
に
お
い
て
、
時
間
の
上
に
位
置
す
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
時
間
の
終
わ

り
に
位
置
す
る
。
永
遠
が
時
間
の
上
に
位
置
す
る
の
は
、
永
遠
が
、
ど
こ
か
ら
か
派
生
し
何
者
か
に
依
拠
す
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
究
極
的
源

泉
で
あ
り
力
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
永
遠
は
、
存
在
か
ら
分
離
し
た
秩
序
で
は
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
、「
超
自
然
的
」
と
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い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
伝
統
的
な
理
解
は
誤
り
で
あ
る
。
永
遠
は
、
時
間
的
な
も
の
の
根
拠
で
あ
り
源
泉
な
の
で
あ
る
。
神
的
意
識
は
、
自

然
の
出
来
事
を
同
時
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
来
事
の
連
続
に
す
ぎ
な
い
そ
れ
ら
の
も
の
に
意
味
を
賦
与
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間

的
意
識
が
、
自
然
の
連
続
の
断
片
を
記
憶
と
先
見
に
お
い
て
同
時
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
断
片
に
意
味
を
賦
与
す
る
の

と
同
じ
で
あ
る
。

永
遠
は
、
時
間
的
過
程
が
フ
ィ
ニ
ス
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
時
間
の
終
わ
り
に
位
置
す
る
が
、
永
遠
が
フ
ィ
ニ
ス
を

持
つ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
、
わ
れ
わ
れ
が
、
世
界
の
突
然
の
終
焉
で
あ
れ
、
世
界
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
段
階
的
な
枯
渇

で
あ
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
し
て
も
、
永
遠
は
時
間
よ
り
長
く
続
く
。
永
遠
と
時
間
の
関
係
を
空
間
的
に
描
こ
う
と
す
る

と
、
そ
の
努
力
は
、
常
に
わ
れ
わ
れ
に
、
方
向
を
見
失
わ
せ
、
未
来
の
時
間
の
中
に
特
定
の
時
点
を
推
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
時
点

も
ま
た
時
間
の
終
わ
り
と
な
る
。
時
間
の
過
程
の
内
部
か
ら
時
間
の
終
わ
り
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
の
努
力
は
、
大
半
、
キ
リ
ス
ト
教
的
概

念
を
字
義
通
り
に
受
け
止
め
る
逸
脱
し
た
解
釈
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

時
間
に
対
す
る
永
遠
の
関
係
に
つ
い
て
の
二
つ
の
次
元
は
、
歴
史
の
意
味
に
つ
い
て
二
つ
の
見
方
を
も
た
ら
す
。
そ
の
一
つ
の
見
方
か
ら

す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
の
連
続
性
と
は
無
関
係
に
、
絶
対
的
な
重
要
性
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
歴
史
の
資
質
や
意
味
を
判
別
す
る
。

殉
教
や
完
全
な
犠
牲
の
よ
う
な
行
為
は
、
そ
の
歴
史
的
結
果
を
識
別
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
行
為
は
、
そ
の
結
果
と
無
関
係
に
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
地
上
で
明
白
な
か
た
ち
で
記
録
さ
れ
ず
に
、「
天
に
書
き
記
さ

れ
﹇
る
﹈」﹇
ル
カ
一
〇
・
二
〇
﹈
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
最
後
の
」
審
判
を
待
た
ず
に
、
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
悪
の
歴
史
的
結
果

が
記
録
さ
れ
る
ま
で
留
保
さ
れ
ず
に
、
歴
史
に
お
け
る
特
定
の
悪
に
対
す
る
「
決
定
的
な
」
審
判
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
も
う
一
つ

の
視
点
か
ら
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
歴
史
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
「
決
定
的
な
」
審
判
は
、
歴
史
に
お
け
る
特
定
の
出
来
事
や

行
為
や
資
質
を
、
歴
史
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
審
判
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
有
限
な
知
性
が
、
い
ず
れ

か
の
見
方
か
ら
決
定
的
な
審
判
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
有
利
な
地
点
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
よ
う
と
す
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る
努
力
は
、
永
遠
的
な
も
の
と
の
関
係
に
お
け
る
歴
史
の
二
つ
の
次
元
の
説
明
に
は
役
立
つ
も
の
で
あ
る
）
17
（

。

歴
史
の
中
で
創
造
的
で
あ
る
べ
き
人
間
の
自
由
が
、
歴
史
そ
れ
自
体
を
支
配
す
る
よ
う
な
自
由
を
意
味
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
、
永
遠
と

直
接
的
な
関
係
の
中
に
あ
る
自
由
の
片
鱗
が
あ
る
。
歴
史
の
こ
の
次
元
は
、
時
間
と
歴
史
の
各
瞬
間
は
永
遠
か
ら
等
距
離
の
と
こ
ろ
に
あ
る

と
の
レ
オ
ポ
ル
ド
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
﹇
一
七
九
五
―
一
八
八
六
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
﹈
の
有
名
な
格
言
）
18
（

を
正
当
化
す
る
こ
と
を
促
し
て
お
り
、

ま
た
、
促
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
格
言
は
、
部
分
的
に
当
て
は
ま
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
他
の

次
元
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
は
、
何
ら
か
の
「
最
後
の
審
判
」
か
ら
そ
の
全
体
を
理
解
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
過

程
の
総
体
で
も
あ
る
）
19
（

。
あ
ら
ゆ
る
行
為
や
出
来
事
、
あ
ら
ゆ
る
人
格
や
歴
史
的
構
造
が
、
歴
史
的
な
連
続
体
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
限
り
、

歴
史
は
、
そ
の
意
味
を
そ
の
過
程
全
体
か
ら
受
け
取
る
。
も
し
、
歴
史
を
「
上
」
か
ら
だ
け
見
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
の
「
自

己
凌
駕
的
発
展
」
の
意
味
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
。
も
し
、
歴
史
を
空
間
的
に
象
徴
さ
れ
る
「
終
わ
り
」
か
ら
だ
け
見
る
と
し
た
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
、
歴
史
の
多
く
の
部
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
の
豊
か
さ
と
多
様
性
を
す
べ
て
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
。

Ⅳ
．
歴
史
の
多
様
性
と
統
一
性

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
視
点
か
ら
歴
史
の
意
味
を
把
握
す
る
努
力
に
は
、
歴
史
の
三
つ
の
相
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
1
）文

明
と
文
化
の
興
亡
に
見
ら
れ
る
部
分
的
な
成
就
と
実
現
、（
2
）個
人
の
生
、（
3
）全
体
と
し
て
の
歴
史
的
過
程
、
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
う

し
た
三
つ
の
相
を
検
討
す
る
際
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
最
初
の
二
つ
の
相
を
検
討
す
る
場
合
、「
上
か
ら
」
の
視
点
が
、
唯
一
で

は
あ
り
え
な
い
に
し
て
も
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
終
わ
り
」
か
ら
の
視
点
は
、
歴
史
を
全
体
と
し
て
見
る
際
に
、
排
他
的

で
は
な
い
に
し
て
も
支
配
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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1
．
文
化
と
文
明
の
興
亡

歴
史
は
、
多
く
の
達
成
や
構
築
に
満
ち
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
、「
全
盛
の
時
が
あ
り
、
滅
ぶ
時
も
あ
る
」﹇
英
国
の
詩
人
ア
ル
フ
レ
ッ

ド
・
テ
ニ
ス
ン
の
詩
句
﹈。
帝
国
や
文
明
の
興
亡
は
、
歴
史
の
多
元
的
な
局
面
を
最
も
明
白
に
示
す
実
例
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
、
こ
の
局
面

の
唯
一
の
顕
れ
で
は
な
い
。
あ
る
文
明
に
お
け
る
特
定
の
統
治
や
寡
頭
政
治
体
制
の
興
亡
、
特
定
の
文
化
的
伝
統
、
共
同
体
に
お
け
る
名
だ

た
る
家
系
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
自
発
的
結
社
、
は
る
か
に
小
さ
な
歴
史
上
の
具
体
的
な
事
物
と
い
っ
た
も
の
の
盛
衰
も
ま
た
、
同
様
に
歴

史
の
多
元
性
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

生
と
死
を
繰
り
返
す
こ
の
歴
史
絵
巻
に
見
出
さ
れ
る
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
主
と
し
て
、

「
上
か
ら
」
見
分
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
形
態
は
そ
れ
自
体
で
ま
と
ま
っ
た
意
味
の
領
域
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
形
態
の
歴
史
過
程
全
体
へ
の
関
係
は
、
最
小
限
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
い
ず
れ

に
し
て
も
曖
昧
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
の
多
元
主
義
的
解
釈
は
、
近
年
、
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
﹇
一
八
八
〇
―
一
九
三
六
、
ド
イ
ツ
の
文
化
哲
学
者
﹈
や
、
最

近
で
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
﹇
一
八
八
九
―
一
九
七
五
、
英
国
の
歴
史
家
﹈
の
文
明
の
興
亡
に
つ
い
て
の
記
念
碑
的
な
探
究
に
よ
っ

て
、
新
し
い
刺
激
を
受
け
て
き
た
）
20
（

。
こ
れ
に
類
す
る
多
元
的
解
釈
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
出
来
事
は
永
遠
的
な
も
の
か
ら
等
距
離
に
あ
る
と

の
概
念
に
要
約
さ
れ
る
ラ
ン
ケ
の
歴
史
解
釈
原
理
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
多
元
主
義
で
さ
え
、
包
括
的
な
意
味
の
問
い
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
的
多
元
主
義
は
、
多
様
な
文
明
の
興
亡
に
何
ら
か
の
一
貫
性
の
原
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー

は
、
自
然
の
過
程
が
、
多
様
な
世
界
の
文
化
の
盛
衰
の
意
味
へ
の
唯
一
の
手
掛
か
り
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
の
命
題
に
よ
れ
ば
、
歴
史

に
あ
る
の
は
、
統
一
性
で
は
な
く
、
多
様
で
不
均
等
な
文
明
と
い
う
共
通
の
宿
命
で
あ
る
。
こ
の
共
通
の
宿
命
は
自
然
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
則
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に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
文
明
は
春
夏
秋
冬
に
類
似
し
た
時
代
を
通
り
抜
け
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
有
機
体
は
自
然

的
有
機
体
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
歴
史
の
自
由
は
、
全
く
の
幻
想
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
自
然

に
全
面
的
に
従
属
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
自
由
は
、
自
然
の
必
然
性
に
基
づ
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
次

の
点
は
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
運
命
は
、
常
に
、
あ
る
程
度
、
ど
の
歴
史
的
達
成
に
も
内
在
す
る
、
自
然
的
諸
要
因
の
活
力

と
衰
退
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帝
国
や
文
化
は
、「
老
い
る
」
で
あ
ろ
う
し
、
若
い
時
に
克
服
で
き
た
危
険

を
乗
り
切
れ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
明
の
失
敗
は
、
常
に
、
時
代
の
単
な
る
弱
さ
以
上
の
も
の
に
関
係
す
る
。
文
明
が
滅

び
る
の
は
、
文
明
が
、
歴
史
の
新
た
な
挑
戦
や
歴
史
の
複
雑
さ
へ
の
対
応
を
誤
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
文
明
は
、
最
後
に
は
何
ら

か
の
致
命
的
な
誤
り
を
犯
し
て
滅
び
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
誤
り
は
、
自
然
的
必
然
性
の
法
則
の
も
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
個

人
の
生
と
異
な
り
、
歴
史
の
集
団
的
社
会
的
有
機
体
は
、
理
想
的
に
は
、
絶
え
ず
、
新
し
い
命
と
力
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
有
機
体
が
絶
え
ず
新
た
な
歴
史
的
状
況
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
有
機
体
が
そ
の
適
応
に
最
終
的
に
失
敗
す
る
の
は
、
常
に
、
有
機
体
が
そ
れ
自
身
の
自
由
に
よ
っ
て
唆
さ
れ
て
陥
る
宿
命
に
よ
る
の
で

あ
っ
て
、
自
然
の
必
然
性
に
よ
る
の
で
は
な
い
）
21
（

。
集
団
的
社
会
的
有
機
体
は
、
権
力
の
傲
慢
に
よ
っ
て
人
間
的
可
能
性
の
限
界
を
超
え
て
自

ら
を
拡
大
さ
せ
る
よ
う
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
滅
び
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
社
会
を
組
織
す
る
手
段
と
な
っ
た
寡
頭
政
体
が
、
全
く
抑

圧
的
に
な
り
、
自
ら
造
り
上
げ
て
き
た
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
も
あ
る
。
過
去
の
戦
略
や
技
術
が
、
そ
れ
が
適
合
し
な
い
新
た
な
状
況
や
問

題
に
誤
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
誤
り
は
、
歴
史
に
お
け
る
偶
然
的
な
要
素
を
、
偽
り
の
絶
対
的
な
も
の
の
卓
越
さ
へ
と
不
当

に
引
き
上
げ
る
知
的
傲
慢
の
一
形
態
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）
22
（

。
文
明
は
、
そ
れ
が
「
超
然
」
の
哲
学
に
よ
っ
て
騙
さ
れ
、
滅
び
る
こ
と
も

あ
る
。
文
明
の
精
神
的
指
導
者
た
ち
は
、
早
ま
っ
て
、
歴
史
を
超
え
た
平
静
さ
と
沈
着
さ
と
い
っ
た
幻
想
の
領
域
へ
と
逃
れ
、
歴
史
に
お
け

る
責
任
に
背
を
向
け
て
し
ま
う
）
23
（

。
近
代
の
技
術
文
明
は
、
技
術
革
新
を
最
終
的
な
善
と
し
て
不
当
に
崇
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
滅
び
る
か
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も
し
れ
な
い
。
技
術
社
会
の
あ
る
部
分
は
、
技
術
を
使
っ
て
破
壊
の
目
的
を
果
た
し
、
そ
の
猛
威
を
文
明
の
他
の
部
分
に
向
け
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
し
て
そ
の
猛
威
は
、
多
大
な
豊
か
さ
の
中
で
、
技
術
時
代
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
快
適
さ
を
最
終
的
善
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
穏
や
か
な
か
た
ち
で
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
衰
退
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
や
腐
敗
の
原
因
の
す
べ
て
を
完
全
に
公
平
に
評
価
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
、
人
間
の
罪
の
多
様
な
型
を
単
に
要
約
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
）
24
（

。
そ
う
し
た
型
は
、
肉
欲
の
罪
と
傲
慢

の
罪
と
い
う
二
つ
の
一
般
的
な
範
疇
に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
肉
欲
の
罪
で
は
、
歴
史
の
自
由
が
否
定
さ
れ
、
人
間
は
い
つ
の
間
に
か
自

然
の
無
責
任
性
に
戻
る
。
傲
慢
の
罪
で
は
、
人
間
の
自
由
が
過
大
に
評
価
さ
れ
る
。
人
間
は
、
文
化
や
文
明
に
つ
い
て
、
個
人
で
あ
れ
集
団

で
あ
れ
、
自
己
の
偶
然
的
で
有
限
な
性
格
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
歴
史
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
人
間
は
、
そ
の
よ
う
な
文
明
や
文
化
を
、

自
分
た
ち
の
思
い
上
が
り
の
基
礎
に
据
え
る
。
こ
れ
は
帝
国
主
義
の
罪
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
人
間
は
人
間
の
自
由
を
歴
史
か
ら
抜
き
取
ろ

う
と
す
る
。
神
秘
的
彼
岸
性
と
い
う
こ
の
傲
慢
は
、
人
間
の
精
神
を
、
歴
史
の
支
配
者
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
歴
史
か
ら
解
放
す
る

主
体
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
衰
退
と
破
滅
の
多
様
な
型
の
す
べ
て
に
、
一
つ
の
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
衰
退
や
破
滅
は
単
な
る
生

物
学
的
死
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
死
に
よ
っ
て
罪
を
犯
す
の
で
は
な
く
、
罪
に
よ
っ
て
死
ぬ
」
と
の
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
格
言
は
、
個
人
の
生
に
当
て
は
め
た
場
合
、
全
面
的
に
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
個
人
の
存
在
は
、
有
限
性

の
条
件
に
服
す
る
自
然
の
有
機
体
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
25
（

。
し
か
し
、
こ
の
格
言
は
、
文
明
の
死
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
適
切
な
説

明
で
あ
る
。「
文
明
が
死
ぬ
の
は
罪
に
」
よ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
な
自
然
の
必
然
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
文
明
の
過
誤

は
、
文
明
の
創
造
性
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
そ
の
同
じ
自
由
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
な
る
無
知
に
よ
る
の
で
は

な
い
。
罪
の
「
む
な
し
い
思
い
」﹇
ロ
ー
マ
一
・
二
一
﹈
は
文
明
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
の
多
く
の
文
化
と
文
明
の
歴
史
を
、
衰
退
の
視
点
か
ら
だ
け
見
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
文
化
や
文
明
は
最
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後
に
は
死
ぬ
。
し
か
し
、
文
化
や
文
明
は
生
き
も
す
る
の
で
あ
る
。
文
化
や
文
明
の
営
み
は
歴
史
の
創
造
性
の
証
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文

化
や
文
明
の
死
が
歴
史
に
お
け
る
罪
の
証
拠
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
歴
史
的
有
機
体
の
巨
大
な
多
様
性
、
人
間
の
潜
在
力
が
造
り
上
げ

た
も
の
の
豊
か
さ
、
多
く
の
文
化
形
態
や
社
会
形
態
の
富
と
い
っ
た
こ
と
は
、
文
化
や
文
明
が
そ
の
も
と
で
発
展
し
て
き
た
神
の
摂
理
の
証

し
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
文
化
や
文
明
の
死
が
永
遠
の
審
判
の
裏
付
け
で
あ
る
こ
と
と
同
様
で
あ
り
、
文
化
や
文
明

が
、
何
の
罰
も
受
け
る
こ
と
な
く
、
永
遠
の
審
判
に
逆
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
化
や
文
明
は
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
危
険
に
逆
ら
っ
て
歴
史
の

中
を
前
進
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
弱
さ
と
若
さ
に
お
い
て
、「
地
位
の
あ
る
者
を
無
力
な
者
と
す
る
た
め
、
世
の
無
に
等
し
い
者
…
…
を
選

ば
れ
た
）
26
（

」
神
の
力
の
啓
示
で
あ
る
。
悪
の
崩
壊
が
そ
の
営
み
の
中
に
す
で
に
見
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
究
極
的
な
破
滅
が
な
お
長
く

先
に
延
ば
さ
れ
て
い
る
と
き
、
文
化
や
文
明
の
運
命
は
、
そ
の
壮
観
さ
に
お
い
て
、
神
の
憐
れ
み
の
「
忍
耐
」﹇
Ⅱ
ペ
ト
ロ
三
・
九
﹈
を
明
ら

か
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
神
の
審
判
は
決
し
て
突
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
悔
い
改
め
と
悪
の
道
か
ら
の
転
向
の
可
能
性
が
多
く
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
文
化
と
文
明
は
、
そ
う
し
た
再
生
の
可
能
性
を
受
け
入
れ
る
度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
の
活
動
を
確
定
で
き
な
い
仕
方
で
拡
大
す

る
。
し
か
し
、
文
化
と
文
明
は
、
ど
こ
か
の
時
点
で
、
あ
る
死
活
的
な
過
ち
も
し
く
は
一
連
の
非
常
に
多
く
の
死
活
的
な
過
ち
を
犯
す
。
そ

の
と
き
文
化
と
文
明
は
滅
び
、
そ
の
滅
び
に
お
い
て
、
神
の
尊
厳
が
擁
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
27
（

。

文
明
に
お
け
る
創
造
性
の
時
期
と
衰
退
の
時
期
を
単
純
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
と
文
化
、
あ
ら
ゆ

る
帝
国
と
国
家
は
、
衰
退
期
に
も
創
造
的
な
要
素
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
創
造
期
に
破
壊
的
要
素
も
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
28
（

。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
創
造
性
が
支
配
的
な
時
期
が
あ
り
、
堕
落
と
破
滅
が
支
配
的
な
時
代
が
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

も
し
、
歴
史
全
体
を
、
創
造
の
時
代
の
内
側
か
ら
見
た
と
し
た
ら
、
歴
史
に
は
偽
り
の
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
の
過
程

全
体
は
、
誤
っ
て
特
定
の
文
化
の
特
定
の
時
代
に
お
け
る
あ
る
意
味
の
片
鱗
と
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
歴
史
の
全
体

を
、
衰
退
の
時
代
を
視
点
と
し
て
そ
こ
か
ら
見
た
と
し
た
ら
、
歴
史
は
無
意
味
性
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
経

過
が
、
誤
っ
て
特
定
の
文
明
の
破
滅
と
同
一
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
明
の
興
亡
に
お
け
る
意
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
意
味
は
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「
信
仰
に
よ
っ
て
」
初
め
て
知
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
明
の
盛
衰
は
、
歴
史
を
超
え
る
永
遠
と
い
う
視
点
か
ら
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
視
点
を
所
有
す
る
者
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
地
点
か
ら
見
る
な
ら
、
歴
史
は
意
味
を
有
す
る
。
た
と
え
、
歴
史
の
継
続
的
な
過
程
に
何
ら
か
の
統
一
性
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
し
て
も
で
あ
る
。
歴
史
が
意
味
を
有
す
る
の
は
、
永
遠
的
な
諸
原
理
が
、
興
隆
す
る
文
明
に
お
け
る
死
を
克
服
す
る
生
に
お
い
て
も
、
死

に
ゆ
く
文
明
に
お
け
る
傲
慢
な
生
を
襲
う
死
に
お
い
て
も
、
と
も
に
擁
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
29
（

。

2
．
個
人
と
歴
史

歴
史
的
過
程
全
体
と
の
関
係
に
お
け
る
個
人
の
窮
境
は
、
歴
史
的
過
程
に
対
す
る
個
人
の
二
重
の
関
係
に
由
来
す
る
。
個
人
の
創
造
性

は
、
歴
史
的
共
同
体
の
確
立
と
持
続
と
完
成
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
の
生
の
意
味
は
、
歴
史
的
過
程
に
対
す
る
個
人
の

関
係
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
創
造
性
を
可
能
に
す
る
自
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
絆
を
超
越
す
る
だ
け
で
な
く
歴
史
そ
れ
自
体
さ

え
超
越
す
る
。
と
い
う
の
は
、
個
人
は
、
た
ま
た
ま
生
き
て
死
ぬ
過
程
に
お
け
る
ど
の
時
点
に
お
い
て
も
識
別
可
能
な
、
意
味
の
断
片
的
な

実
現
を
超
え
て
、
自
ら
の
生
の
意
味
の
完
結
を
探
求
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
生
の
終
わ
り
は
、
個
人
に
と
っ
て
は
歴
史
の
終
わ

り
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
、
約
束
の
地
の
外
で
死
ぬ
モ
ー
セ
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
各
個
人
は
永
遠
と
直
接
的
な
関
係
も
持
っ
て
い

る
。
個
人
は
、
歴
史
的
な
責
任
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
限
り
、
成
就
の
問
題
を
、
究
極
的
な
最
後
の
「
終
わ
り
」
の
視
点
か
ら
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
30
（

。

も
し
、
個
人
の
生
の
永
遠
の
成
就
が
単
に
「
上
か
ら
」
だ
け
受
け
止
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
生
の
社
会
的
歴
史
的
意
味
は
破
壊
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
受
け
止
め
方
は
、
ま
さ
に
、
成
就
に
つ
い
て
の
神
秘
主
義
的
教
理
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
正
統
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
終
末
論

の
特
徴
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
終
わ
り
」
は
た
だ
歴
史
の
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
の
聖
書
の
思
想
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は
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
）
31
（

。

他
方
、
こ
う
し
た
「
彼
岸
性
」
の
キ
リ
ス
ト
教
的
（
と
き
に
は
非
キ
リ
ス
ト
教
的
）
形
態
に
反
対
す
る
近
現
代
の
抗
議
は
、
生
の
意
味

を
、
歴
史
的
過
程
そ
れ
自
体
の
中
で
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
抗
議
は
、
歴
史
を
超

え
る
そ
の
超
越
性
に
お
け
る
個
人
の
自
由
の
事
実
を
曖
昧
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
過
程
の
有
限
な
性
格
を
も
否
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

の
最
も
露
骨
な
形
態
で
は
、
生
に
関
す
る
も
っ
ぱ
ら
社
会
的
で
歴
史
的
な
解
釈
は
、
個
人
に
そ
の
生
を
共
同
体
の
中
で
成
就
さ
せ
る
よ

う
に
迫
る
。
建
前
と
し
て
は
、
共
同
生
活
の
広
が
り
や
そ
れ
が
持
つ
力
の
尊
厳
が
、
個
人
の
部
分
的
な
関
心
や
不
十
分
な
力
を
完
成
し
、
成

就
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
共
同
体
が
持
つ
相
対
的
な
不
滅
性
に
は
、
個
人
の
生
の
は
か
な
さ
を
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
こ
の
答
え
に
伴
う
困
難
は
、
個
人
一
人
ひ
と
り
は
、
た
と
え
共
同
体
よ
り
は
る
か
に
劣
る
と
は
い
え
、
実
は
共
同
体
よ
り
は
る
か

に
優
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
個
人
の
年
月
は
そ
の
共
同
体
よ
り
も
短
い
が
、
個
人
の
記
憶
と
期
待
は
い
ず
れ
も
共
同
体
よ
り
も
長
い
幅
を

持
っ
て
い
る
。
共
同
体
が
知
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
自
体
の
始
ま
り
だ
け
で
あ
る
が
、
個
人
は
、
自
ら
の
文
明
以
前
の
諸
文
明
の
興
亡
の
こ
と

を
知
っ
て
い
る
。
共
同
体
は
、
勝
利
を
期
待
し
、
歴
史
の
敗
北
を
恐
れ
る
。
し
か
し
、
個
人
は
、
そ
の
先
の
最
後
の
審
判
を
見
分
け
る
。
仮

に
国
家
も
ま
た
そ
の
最
後
の
審
判
の
前
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
家
が
、
個
人
の
鋭
敏
な
良
心
と
精
神
に
お
い
て
そ
の

よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
同
体
は
、
個
人
の
生
の
実
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
挫
折
で
も
あ
る
。
共
同
体
の
集
団
的
利

己
主
義
は
、
個
人
の
良
心
を
傷
つ
け
る
。
共
同
体
の
組
織
的
不
正
義
は
、
正
義
の
理
想
を
否
定
す
る
。
共
同
体
が
達
成
す
る
兄
弟
関
係
は
、

民
族
的
地
理
的
境
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
歴
史
的
共
同
体
は
、
個
人
が
、
時
間
の
過
程
を
超
え
、
ま
た
そ
の
終
わ
り
に
あ

る
永
遠
と
絶
え
ず
対
峙
し
て
い
る
の
と
比
べ
て
、
個
人
よ
り
も
自
然
と
時
間
に
深
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
形
態
よ
り
も
洗
練
さ
れ
た
形
態
で
は
、
社
会
的
歴
史
的
救
済
の
構
想
は
、
個
人
に
、
特
定
の
歴
史
的
共
同
体
と
の
関
係
で
は
な
く

歴
史
的
過
程
そ
れ
自
体
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
生
を
成
就
し
人
生
の
は
か
な
さ
を
埋
め
合
わ
せ
る
よ
う
に
促
す
）
32
（

。
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わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
な
ぜ
歴
史
を
救
済
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
歴
史
の
過
程
に
お
け
る
個
人
の
生

に
つ
い
て
の
適
正
な
審
判
と
十
分
な
成
就
の
希
望
が
と
り
わ
け
悲
惨
な
幻
滅
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
き

た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
に
な
さ
れ
た
分
析
を
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
例
を
挙
げ
て
説
明
し
要
約
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
一
八
世
紀
が
期
待
し
た
「
後
世
の
人
々
」
で
あ
る
と
想
像
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、「
献
身
し
た
信
心
深

い
」
者
で
「
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
の
支
持
者
」﹇
デ
ィ
ド
ロ
の
言
葉
。
注
32
を
参
照
﹈
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
死

ん
だ
人
々
の
最
終
的
な
審
判
者
な
い
し
救
済
者
に
値
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
う
な
り
う
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
に
不
条
理
で
あ
る

か
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
の
困
惑
に
あ
ま
り
に
も
深
く
巻
き
込
ま
れ
そ
れ
に
気
が

と
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
た
め
、
自
分
が
無
価
値
で
あ
る
ゆ
え
に
、
神
の
代
理
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
積
極
的
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
の
成
就
と
し
て
の
歴
史
に
訴
え
る
そ
の
よ
う
な
単
純
な
見
方
に
は
、
常
に
幾
分
の
真
理
も
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
生
の
意
味
の
幾
分
か
は
、
歴
史
的
な
責
任
や
義
務
へ
の
人
間
の
関
わ
り
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

個
人
の
問
題
へ
の
新
約
聖
書
の
答
え
は
、
歴
史
の
「
上
」
に
あ
る
永
遠
と
歴
史
の
終
わ
り
に
あ
る
永
遠
の
双
方
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い

る
。
歴
史
が
成
就
す
る
前
に
滅
び
た
す
べ
て
の
人
間
が
最
後
の
勝
利
に
与
る
た
め
に
復
活
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
「
万
人
の
復
活
」
は
、
個
人

の
生
の
価
値
と
、
個
人
に
と
っ
て
の
歴
史
の
過
程
全
体
の
意
味
の
双
方
を
と
も
に
正
当
に
評
価
し
て
い
る
。
個
人
の
生
な
し
に
歴
史
の
成
就

は
不
完
全
に
な
り
、
歴
史
の
過
程
な
し
に
個
人
の
生
は
成
就
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
）
33
（

。

か
ら
だ
の
復
活
の
象
徴
は
、
た
と
え
歴
史
の
終
わ
り
に
起
こ
る
万
人
の
復
活
と
い
う
概
念
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
合
い
に
お

い
て
、
他
の
可
能
性
で
あ
る
霊
魂
不
滅
の
思
想
よ
り
も
個
人
的
で
も
あ
り
、
社
会
的
で
も
あ
る
。
か
ら
だ
の
復
活
の
象
徴
が
個
人
的
で
あ
る

の
は
、
現
実
の
自
己
に
真
に
関
わ
ら
な
い
何
ら
か
の
非
人
格
的
ヌ
ー
ス
﹇
理
性
﹈
に
お
い
て
で
は
な
く
、
か
ら
だ
に
お
い
て
存
在
す
る
自
己

に
と
っ
て
永
遠
的
な
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
己
は
、
一
方
に
お
い
て
、
有
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
不

安
感
と
不
安
定
感
を
自
ら
の
内
部
で
担
い
、
他
方
に
お
い
て
、
永
遠
の
領
域
に
触
れ
る
能
力
を
持
つ
。
復
活
の
希
望
は
、
有
限
性
が
究
極
的
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に
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
己
が
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
自
身
を
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

復
活
の
思
想
が
霊
魂
不
滅
よ
り
も
社
会
的
で
あ
る
の
は
、
人
間
存
在
の
構
造
、
文
化
と
文
明
、
帝
国
と
国
家
な
ど
、
最
終
的
に
は
歴
史
の

全
過
程
が
、
個
人
の
生
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
の
諸
条
件
と
自
然
を
超
え
る
自
由
と
の
間
の
緊
張
の
所
産
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
復
活
の
思

想
は
、
創
造
の
豊
か
さ
の
歴
史
的
な
入
念
な
展
開
が
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
性
に
お
い
て
、
歴
史
の
完
成
に
参
与
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
復
活
の
思
想
は
、
人
間
が
文
明
を
維
持
し
、
歴
史
に
お
い
て
善
を
成
就
す
る
こ
と
に
従
事
す
る
際
の
苦
闘
を
、
変
わ
る
こ
と
な

く
意
味
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
永
遠
の
中
に
何
の
反
響
も
起
こ
さ
な
い
よ
う
な
無
意
味
の
絶
え
間
な
い
変
化
に
人
間
を
追
い
や
る
も
の
で

は
な
い
）
34
（

。

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
成
就
の
概
念
も
、
純
粋
に
彼
岸
的
な
成
就
の
概
念
も
、
い
ず
れ
も
、
歴
史
過
程
と
個
人
の
逆
説
的
な
関
係
を
正
当
に

扱
っ
て
い
な
い
。
個
人
は
、
そ
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
と
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
お
い
て
永
遠
な
る
も
の
と
対
峙
し
、
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
歴
史

の
終
わ
り
と
直
面
す
る
。
個
人
の
自
由
の
次
元
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
現
実
を
超
越
す
る
。
個
人
の
精
神
は
、
歴
史
の
最
高
の
達
成
に
お
い

て
も
成
就
さ
れ
な
い
。
個
人
の
良
心
は
、
歴
史
上
の
法
廷
に
お
け
る
最
も
明
確
な
無
罪
判
決
に
よ
っ
て
も
和
ら
げ
ら
れ
な
い
が
、
歴
史
上
の

有
罪
宣
告
に
よ
っ
て
最
終
的
に
お
び
え
さ
せ
ら
れ
る
必
要
も
な
い
。
他
方
、
個
人
の
生
は
、
歴
史
的
な
共
同
体
や
責
任
や
義
務
に
対
す
る
有

機
的
な
関
係
に
お
い
て
初
め
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

親
で
あ
る
こ
と
と
生
の
意
味
の
関
係
は
、
個
人
の
生
の
こ
の
二
重
の
次
元
を
表
す
さ
さ
や
か
な
格
好
の
例
で
あ
る
。
ど
の
親
も
、
子
ど
も

た
ち
と
の
関
係
の
中
で
自
分
の
生
の
意
味
を
完
全
に
満
た
す
こ
と
は
な
い
。
親
で
あ
る
こ
と
の
召
命
に
あ
ま
り
関
連
し
な
い
意
味
の
相
は
無

数
に
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
生
の
意
味
を
、
親
で
あ
る
こ
と
の
召
命
か
ら
引
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
親
は
、
そ
の
子
ど

も
た
ち
の
生
に
お
い
て
「
義
と
さ
れ
る
」
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
は
、
未
来
に
囚
わ
れ
て
い
る
人
質
で
あ
る
。
両
親
の
生
の

成
就
は
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
お
け
る
品
性
の
実
現
次
第
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
は
、
そ
の
最
終
的
な
成
就
の
た
め
に
は
将
来
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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3
．
歴
史
の
統
一
性

「
上
か
ら
」、
す
な
わ
ち
、
意
味
の
永
遠
的
な
源
泉
や
目
的
と
の
直
接
的
な
関
係
の
視
点
か
ら
正
当
に
評
価
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
型
や
形
態

を
持
つ
個
人
や
集
団
に
お
い
て
、
生
が
ど
れ
ほ
ど
有
意
味
で
あ
ろ
う
と
、
歴
史
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
究
極
的
な
テ
ロ
ス
の
視
点
か
ら
把
握
さ

れ
る
こ
と
を
求
め
る
一
貫
性
を
持
つ
領
域
の
総
体
で
あ
る
。

た
と
え
、
い
か
な
る
明
白
な
認
識
原
理
も
適
切
な
歴
史
哲
学
や
歴
史
神
学
も
な
い
よ
う
な
最
も
い
い
加
減
な
歴
史
評
価
で
さ
え
、
何
ら
か

の
一
貫
性
の
片
鱗
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
し
、
統
一
性
と
の
最
低
限
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
徹
底
し
た
多
元
的
歴
史
概

念
は
、
支
持
で
き
な
い
し
妥
当
で
も
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
歴
史
の
経
過
の
中
で
、
芸
術
は
、
繰
り
返
し
失
わ
れ

て
は
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
文
明
の
よ
う
な
文
明
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
社
会
的
基
準
の
達
成
を
参
考
に
し
た

り
そ
れ
ら
に
頼
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
一
定
の
社
会
的
基
準
を
全
く
「
新
た
に
」（de novo

）
実
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

他
方
で
、
一
つ
の
文
明
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
他
の
文
明
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
、
社
会
的
文
化
的
経
験
の
最
小
限
の
残
余
と
い
う
も
の
は
常

に
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
祭
司
た
ち
の
数
学
と
天
文
学
か
ら
始
め
ず
に
、
科
学
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
西
洋
文
明
の
科
学
と
哲

学
が
ギ
リ
シ
ャ
を
土
台
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
西
洋
の
政
治
世
界
は
、
そ
の
ロ
ー
マ
時
代
の
ス
ト
ア
哲
学
の
前
提
な
し
に
説

明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
本
書
で
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
、
歴
史
の
ヘ
ブ
ラ
イ―

キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
の
源
泉
は
、
バ
ビ

ロ
ニ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
ペ
ル
シ
ャ
等
の
形
態
の
メ
シ
ア
信
仰
に
あ
る
。
要
す
る
に
、
歴
史
に
は
累
積
的
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
で
さ
え
、
新
し
い
文
明
が
古
い
文
明
の
廃
墟
の
上
に
立
て
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
文
明
の
特
徴
は
部
分
的
に
は
、
新
た
な
命

が
古
い
廃
墟
を
吸
収
し
、
そ
れ
に
適
応
し
、
そ
の
周
辺
で
発
展
す
る
と
い
う
か
た
ち
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る

を
え
な
い
。
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継
続
す
る
諸
文
明
の
内
的
相
互
関
係
は
、「
長
さ
に
お
け
る
統
一
性
」
す
な
わ
ち
時
間
に
お
け
る
統
一
性
と
表
現
で
き
、
同
時
代
に
お
け

る
諸
文
明
の
内
的
相
互
関
係
は
、「
広
さ
に
お
け
る
統
一
性
」
す
な
わ
ち
空
間
に
お
け
る
統
一
性
と
表
現
で
き
よ
う
。
前
者
の
統
一
性
は
後

者
の
統
一
性
よ
り
も
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
洋
文
明
の
歴
史
は
、
そ
れ
と
同
時
代
の
中
国
と
の
関
係
よ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
と

の
関
係
の
ほ
う
が
は
る
か
に
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
広
さ
」
に
お
い
て
も
、
最
小
限
の
相
互
依
存
は
存
在
す
る
。
西
洋

世
界
は
、
科
学
や
技
術
を
東
洋
世
界
よ
り
も
は
る
か
に
発
展
さ
せ
て
き
た
が
、
東
洋
の
種
々
の
科
学
的
発
見
が
西
洋
の
科
学
的
発
展
に
果
た

し
た
貢
献
を
理
解
し
な
い
で
、
わ
れ
わ
れ
西
洋
の
発
展
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
）
35
（

。

お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
時
代
の
最
も
重
要
な
展
開
は
、
歴
史
の
《
長
さ
に
お
け
る
統
一
性
》
の
蓄
積
さ
れ
た
効
果
が
そ
の
《
広
さ

に
お
け
る
統
一
性
》
を
絶
え
ず
増
大
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
技
術
文
明
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
と
文
化
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る

帝
国
と
国
家
の
間
に
、
相
互
の
よ
り
密
接
な
並
置
関
係
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
り
大
き
な
親
密
性
と
近
接
性
が
、
文
化
の
何
ら
か
の
単
純

で
緩
や
か
な
相
互
浸
透
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
度
に
わ
た
る
悲
劇
的
な
「
世
界
戦
争
」
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
事
実
の
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ

れ
は
、「
普
遍
的
な
文
化
」
や
「
世
界
政
府
」
を
、
歴
史
的
過
程
全
体
を
意
味
づ
け
る
、
自
然
で
不
可
避
的
な
テ
ロ
ス
と
見
な
す
こ
と
を
断

念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
、
明
ら
か
な
こ
と
は
、
近
代
世
界
の
技
術
的
相
互
依
存
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
親
密
性
と

相
互
依
存
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
政
治
的
手
段
を
入
念
に
作
り
上
げ
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
新
し
く
差
し
迫
っ
た
責
務
は
そ
れ
自
体
、
歴
史
の
蓄
積
さ
れ
た
効
果
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
の
責
務
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

徐
々
に
困
難
さ
を
増
す
さ
ま
ざ
ま
な
責
務
と
直
面
さ
せ
ら
れ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
の
生
き
残
り
は
、
そ
う
し
た
責
務
の
解
決
に
左
右
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、《
広
さ
に
お
け
る
統
一
性
》
は
、
歴
史
に
お
け
る
《
長
さ
に
お
け
る
統
一
性
》
の
一
側
面
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
十
分
に
明
ら
か
で
あ
る
ゆ
え
に
、
た
と
え
そ
れ
ら
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
て
い
る
前
提
が
多
様
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

こ
に
何
ら
か
の
合
意
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
歴
史
が
、
成
長
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
合
意
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
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た
と
え
、
そ
の
成
長
の
型
が
文
明
の
興
亡
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
で
あ
る
。
一
つ
の
時
代
が
、
以
前
の
時
代
が

知
り
ま
た
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
再
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
歴
史
は
明
ら
か
に
、
よ
り
包
括
的
な
終
わ

り
に
向
か
っ
て
、
ま
た
、
よ
り
複
雑
な
人
間
関
係
に
向
か
っ
て
、
さ
ら
に
、
人
間
の
力
の
技
術
的
な
強
化
と
知
識
の
蓄
積
に
向
か
っ
て
動
い

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
、「
成
長
」
の
概
念
の
持
つ
多
様
な
意
味
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
き
、
人
間
の
運
命
を
め
ぐ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
と
近
代

的
解
釈
と
の
間
に
は
決
定
的
な
相
違
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
世
俗
文
化
（
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠
す
る
近

代
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
）
は
全
体
と
し
て
、
成
長
が
進
歩
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
文
化
は
、
成
長
の
概
念
に
道
徳

的
意
味
を
賦
与
す
る
。
こ
の
文
化
は
、
歴
史
が
そ
れ
に
内
在
す
る
力
に
よ
っ
て
カ
オ
ス
﹇
混
沌
﹈
か
ら
コ
ス
モ
ス
﹇
調
和
﹈
へ
と
動
く
も
の

で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
結
論
が
歴
史
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
自
然
の
調

和
と
安
全
に
基
づ
い
て
人
間
の
自
由
が
構
築
す
る
、
い
っ
そ
う
高
度
で
複
雑
な
秩
序
の
陰
に
は
、
そ
れ
だ
け
明
白
な
無
秩
序
の
危
険
が
潜
ん

で
い
る
。「
文
明
化
し
た
」
紛
争
に
お
け
る
精
神
的
憎
悪
と
致
死
効
果
は
、
部
族
間
の
武
力
衝
突
や
動
物
世
界
の
闘
争
と
比
べ
て
、
新
た
な

成
熟
段
階
の
上
に
生
じ
る
多
く
の
新
た
な
悪
の
一
例
で
あ
る
。

歴
史
の
こ
の
局
面
に
つ
い
て
、
他
に
二
つ
の
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
成
熟
し
た
健
全
な
個
人
は
、
精
神
的
な
複
雑
さ
や
緊
張
を
、
幼
児
の

単
純
な
統
一
性
よ
り
は
る
か
に
豊
か
で
洗
練
さ
れ
た
あ
る
程
度
の
統
一
性
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
成
熟
し
た
個
人
は
ま
た
、
子

ど
も
に
は
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
倒
錯
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
は
正
常
で
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
通
常
、

狂
気
に
支
配
さ
れ
て
は
い
な
い
。
大
き
な
国
家
や
帝
国
と
い
っ
た
共
同
体
の
政
治
的
な
凝
集
性
に
は
、
原
始
部
族
の
凝
集
性
を
超
え
た
広
さ

や
規
模
が
あ
る
。
そ
の
上
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
は
、
部
族
的
共
同
体
が
知
ら
な
い
よ
う
な
社
会
的
な
複
雑
さ
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
複
雑

性
の
内
部
に
お
け
る
統
一
性
の
達
成
は
、「
成
熟
」
へ
の
成
長
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
政
治
的
秩
序
の
そ
の
よ
う
な
領
域
は
す
べ
て
、
注

意
深
く
「
管
理
さ
れ
」
な
け
れ
ば
あ
か
ら
さ
ま
な
紛
争
に
な
り
か
ね
な
い
緊
張
関
係
に
満
ち
て
い
る
。
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
体
は
政
治
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の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
自
然
の
保
証
が
な
く
、
人
間
的
な
過
ち
や
人
間
の
自
由
の
逸
脱
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
考
え

ら
れ
う
る
い
か
な
る
歴
史
的
発
展
も
、
将
来
の
世
界
政
府
を
国
家
共
同
体
の
秩
序
の
よ
う
に
安
定
し
た
安
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
国
家
共
同
体
も
、
家
族
や
部
族
と
同
様
、
無
秩
序
の
影
響
を
免
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

歴
史
的
現
実
の
こ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
善
の
あ
ら
ゆ
る
新
た
な
段
階
に
お
け
る
悪
の
こ
の
新
し
い
危
険
を
表
す
新
約
聖
書
の
象
徴
は
、

《
反
キ
リ
ス
ト
》
な
る
人
物
で
あ
る
。
反
キ
リ
ス
ト
は
、
歴
史
の
終
わ
り
を
告
げ
る
エ
ス
カ
タ
す
な
わ
ち
「
最
後
の
事
物
」
に
属
す
る
。
歴

史
の
規
範
に
つ
い
て
の
最
も
あ
か
ら
さ
ま
な
拒
絶
は
、
歴
史
の
最
も
究
極
的
な
展
開
の
中
に
予
期
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
）
36
（

。
歴
史
の
終
わ
り
に

お
け
る
最
終
的
な
悪
に
つ
い
て
の
こ
の
概
念
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
の
過
程
に
お
け
る
全
般
的
な
悪
の
予
測
で
あ
る
。
信
仰

者
は
こ
の
予
測
を
理
解
し
て
い
る
が
、
世
界
は
そ
れ
に
よ
っ
て
虚
を
突
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

反
キ
リ
ス
ト
と
い
う
新
約
聖
書
の
象
徴
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
、
教
会
の
強
力
な
反
対
者
を
特
定
す
る
目
的
に
使
用

さ
れ
た
。
こ
の
象
徴
を
そ
の
よ
う
に
論
争
に
用
い
る
の
は
、
究
極
的
な
悪
が
究
極
的
な
真
理
の
拒
否
で
は
な
く
そ
の
堕
落
で
あ
る
と
い
う

事
実
を
曖
昧
に
し
た
。
こ
の
点
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
が
、
教
会
そ
れ
自
体
に
逆
ら
う
反
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
の
非
難
を
浴
び
せ

ら
れ
た
と
き
、
そ
の
非
難
に
反
論
す
る
際
に
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
宗
教
改
革
も
、
反
キ
リ
ス
ト
の
象
徴

を
一
般
的
な
歴
史
解
釈
の
原
理
と
し
て
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
近
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
、
こ
の
象
徴

の
意
義
を
理
解
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
象
徴
は
、
主
と
し
て
直
解
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
用
い
ら

れ
、
ま
た
、
誤
用
さ
れ
て
き
た
。
か
れ
ら
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
や
ヒ
ト
ラ
ー
や
カ
エ
サ
ル
の
よ
う
な
当
代
人
気
の
人
物
が
反
キ
リ
ス
ト
の
預
言

と
一
致
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
ら
の
人
物
が
、
六
百
六
十
六
の
数
字
を
強
引
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
文
字
を
そ
の
名
に
持
っ

て
い
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
）
37
（

。

現
代
の
何
ら
か
の
悪
の
化
身
を
反
キ
リ
ス
ト
と
見
な
す
現
代
の
千
年
王
国
的
直
解
主
義
の
傾
向
は
、
す
べ
て
の
黙
示
文
学
に
お
い
て
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
傾
向
と
調
和
し
て
い
る
。
一
つ
の
時
代
が
、
そ
の
時
代
に
闘
っ
て
い
る
悪
の
こ
と
を
悪
の
最
終
形
態
と
考
え
る
の
は
、
お
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そ
ら
く
、
あ
る
時
代
が
具
現
化
す
る
善
を
究
極
的
な
善
と
見
な
す
間
違
い
を
犯
す
こ
と
と
同
様
に
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
）
38
（

。
一
つ
の
時
代
が

歴
史
の
終
わ
り
に
到
達
し
て
い
る
と
確
信
す
る
こ
と
は
、
理
解
で
き
る
と
は
い
え
哀
れ
で
あ
る
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
幻
想
を

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
黙
示
的
な
説
明
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
利
点
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
を
、
頂
点
に
向

か
っ
て
動
い
て
い
る
も
の
と
し
て
描
き
、
単
に
そ
の
究
極
的
完
成
を
悪
に
対
す
る
善
の
勝
利
と
し
て
明
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
善
と
悪
の
間

に
は
死
に
物
狂
い
の
戦
い
が
あ
る
と
見
な
す
と
い
う
利
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
適
正
な
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
哲
学
は
、
反
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
を
、
直
解
主
義
的
な
幻
想
に
散
在
す
る
、
同
時
代
の
敵
に
対
す
る

論
争
の
武
器
と
し
て
、
あ
る
い
は
不
用
意
な
洞
察
の
伝
達
者
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
よ
り
、
も
っ
と
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
を
要
求
し
て

い
る
。
新
約
聖
書
に
お
い
て
、
反
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
は
、
ま
と
ま
り
を
持
つ
一
貫
し
た
歴
史
観
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
観
に

よ
れ
ば
、
未
来
は
、
決
し
て
、
現
在
よ
り
は
る
か
に
安
全
な
領
域
や
高
い
徳
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
キ
リ
ス
ト
が
歴
史
の
終
わ
り

に
立
つ
の
は
、
歴
史
が
、
人
間
存
在
の
本
質
的
問
題
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ

る
。こ

の
こ
と
は
、
悪
が
、
反
キ
リ
ス
ト
と
い
う
最
終
的
な
偶
像
や
神
聖
冒
瀆
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
悪
独
自
の
歴
史

を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
キ
ヴ
ィ
タ
ス
・
デ
イ
」﹇
神
の
国
﹈
と
「
キ

ヴ
ィ
タ
ス
・
テ
レ
ナ
」﹇
地
の
国
﹈
は
、
双
方
と
も
に
歴
史
の
中
で
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
歴
史
を
持

つ
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
の
終
わ
り
に
現
れ
る
悪
は
、
最
終
的
な
善
の
堕
落
か
、
そ
れ
と
も
、
善
と
並
置
さ
れ
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
よ
う

な
、
最
終
的
な
善
の
あ
か
ら
さ
ま
な
否
定
と
公
然
の
無
視
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
悪
は
、
た
と
え
そ
の
悪
の
影
響

が
確
か
で
、
そ
の
力
が
緩
慢
な
抵
抗
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
元
来
、
否
定
的
で
寄
生
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
専

制
政
治
は
、
古
代
の
専
制
政
治
が
、
現
在
の
徹
底
し
た
悪
に
向
か
っ
て
意
識
的
に
洗
練
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
長
い
専
制
政
治
の
歴
史
の
最
終

的
な
生
成
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
近
代
の
専
制
政
治
は
、
産
業
技
術
の
手
段
が
、
そ
の
体
制
の
目
的
を
果
た
す
た
め
道
具
と
し
て
よ
り
効
果
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を
表
し
て
き
た
そ
の
成
熟
し
た
文
明
に
特
有
の
堕
落
で
あ
る
。
自
分
自
身
へ
の
宗
教
的
礼
拝
を
要
求
す
る
「
獣
」﹇
黙
示
一
三
章
﹈
や
、「
選

ば
れ
た
人
々
を
も
惑
わ
そ
う
と
す
る
」「
偽
メ
シ
ア
」﹇
マ
タ
イ
二
四
・
二
四
等
﹈
と
い
っ
た
象
徴
と
完
全
に
一
致
す
る
近
代
の
偶
像
礼
拝
的

な
宗
教
は
、
偶
像
礼
拝
独
自
の
歴
史
の
最
終
的
な
結
果
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
自
分
よ
り
高
い
宗
教
的
道
徳
的
規
範
に
故
意
に
挑
戦
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
力
を
獲
得
す
る
自
己
崇
拝
の
あ
か
ら
さ
ま
な
形
態
で
あ
る
。
現
代
の
国
際
的
な
政
治
的
混
乱
は
、
無
政
府
状
態
の

長
い
歴
史
の
結
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
秩
序
の
制
度
が
堕
落
し
崩
壊
し
た
姿
で
あ
る
。
そ
う
し
た
混
乱
は
、
そ
れ
が
潜
在
的
な
い
し
現
実

的
な
大
規
模
な
相
互
性
を
前
提
と
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
の
諸
文
明
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
よ
り
は
る
か
に
悲
惨
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
39
（

。

こ
の
よ
う
に
、
最
終
的
悪
は
最
終
的
善
に
左
右
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
悪
は
、
故
意
に
ま
た
あ
か
ら
さ
ま
に
キ
リ
ス
ト
を
拒
否

す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
究
極
的
な
善
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
比
較
的
小
さ
な
善
で
あ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
キ

リ
ス
ト
を
引
き
立
て
役
と
し
て
必
要
と
し
、
後
者
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
を
口
実
と
し
て
必
要
と
す
る
。
一
方
は
、
罪
人
た
ち
の
反
キ
リ
ス
ト

で
あ
り
、
他
方
は
、
宗
教
的
な
者
た
ち
の
反
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
反
キ
リ
ス
ト
の
力
は
、
元
来
、
寄
生
的
で

否
定
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
明
白
な
効
果
と
あ
ま
り
に
も
頑
迷
な
目
的
を
持
つ
た
め
、
そ
れ
を
打
倒
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
、
歴
史
に
内
在
す
る
力
は
な
い
。
歴
史
の
終
わ
り
に
現
れ
る
反
キ
リ
ス
ト
は
、
歴
史
を
終
わ
ら
せ
る
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
初
め
て

打
倒
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

歴
史
の
知
ら
れ
て
い
る
事
実
は
す
べ
て
、
新
約
聖
書
の
終
末
論
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
人
間
の
運
命
の
解
釈
を
立
証
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
歴
史
哲
学
は
、
古
代
も
近
代
も
、
聖
書
の
終
末
論
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
歴
史
の
特
徴
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
曖

昧
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
古
代
の
歴
史
哲
学
は
、
歴
史
の
有
意
味
性
を
全
く
否
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
反
復
す
る

と
さ
れ
る
歴
史
の
循
環
に
一
定
の
限
定
さ
れ
た
意
味
だ
け
を
見
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
近
代
の
諸
歴
史
哲
学
は
、
歴
史
の
統
一
性

と
歴
史
が
蓄
積
さ
れ
る
傾
向
を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
哲
学
は
、
歴
史
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
危
険
と
悪
を
曖
昧
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に
し
、
否
定
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
哲
学
は
、
歴
史
そ
れ
自
体
を
《
救
済
神
》
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
な
さ
れ
た
か
、
そ
の
理
由
を
さ
ら
に
綿
密
に
尋
ね
る
と
し
た
ら
、
人
間
の
運
命
の
終
わ
り
に
つ
い
て
の
考
察

は
、
わ
れ
わ
れ
を
最
初
の
問
題
﹇
人
間
の
本
性
の
問
題
（
第
一
巻
）﹈
へ
と
引
き
戻
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
最
も
妥
当
な
説
明
が
、
そ
う
し

た
誤
解
は
、
人
間
の
運
命
を
完
結
さ
せ
る
道
す
な
わ
ち
人
間
の
終
わ
り
を
人
間
自
ら
の
支
配
と
力
の
も
と
に
置
こ
う
と
す
る
道
を
見
出
そ
う

と
す
る
欲
求
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
古
代
世
界
は
、
そ
の
欲
求
を
、
人
間
の
精
神
を
有
限
性
の
過
程

か
ら
解
放
す
る
か
、
あ
る
い
は
人
間
の
自
由
を
そ
の
過
程
に
従
属
さ
せ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
満
た
そ
う
と
し
た
。
一
方
、
近
代

世
界
は
、
歴
史
そ
れ
自
体
の
過
程
を
人
間
の
生
の
成
就
の
保
証
人
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
を
探
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
人
間
の
傲
慢
の
「
む
な
し
い
思
い
」﹇
ロ
ー
マ
一
・
二
一
﹈
が
古
代
世
界
や
近
代
世
界
が
抱
い
た
予
測
に
入
り
込
み
、

そ
の
結
果
を
決
定
し
た
。「
素
朴
な
」
誤
解
が
何
ら
か
の
混
乱
の
原
因
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
の
自
由
は
、
精
神
を
自
然
と
い
う
外
皮

か
ら
完
全
に
切
断
す
る
と
い
う
希
望
が
当
然
幻
想
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
で
、
自
然
の
流
動
性
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
代

の
誤
り
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
過
程
が
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
る
ゆ
え
に
、
発
展
を
進
歩
と
混
同
し
て
し
ま
う
誤

り
は
、
不
可
避
的
な
間
違
い
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
間
違
い
は
い
ず
れ
も
、
何
ら
か
の
明
白
な
証
拠
を
意

図
的
に
無
視
す
る
こ
と
に
依
存
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
明
白
な
こ
と
は
、
人
間
に
は
、
古
代
の
理
想
主
義
者
や
神
秘
主
義
者
さ
ら
に
は
近

代
世
界
が
信
じ
た
よ
う
な
、
自
分
自
身
を
流
動
性
や
有
限
性
か
ら
解
放
す
る
よ
う
な
力
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
明
白
な
こ
と

は
、
歴
史
は
、
人
間
存
在
の
基
本
的
な
問
題
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
問
題
の
徐
々
に
新
た
に
現
れ
る
層
を
顕
わ
に
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
自
ら
の
問
題
を
、
歴
史
か
ら
の
逃
避
か
、
歴
史
的
過
程
そ
れ
自
体
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る

と
い
う
信
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
汚
染
の
中
で
最
も
普
遍
的
な
汚
染
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
特
定
の
人
間
や
文
化
の
傲

慢
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
間
そ
の
も
の
の
傲
慢
に
よ
っ
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ゆ
え
に
、
人
間
の
傲
慢
を
原
理
的
に
否
定
す
る
宗
教
的
信
仰
に
基
づ
い
て
、
人
間
の
運
命
を
よ
り
正
確
に
分
析
す
る
こ
と
は
可
能
で
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あ
る
。
も
っ
と
も
、
ど
の
特
定
の
キ
リ
ス
ト
教
的
分
析
も
、
原
理
的
に
否
定
し
て
き
た
傲
慢
を
実
際
の
場
で
表
に
出
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い

な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
、
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
安
全
や
不
安
を
超
え
る
歴
史
の
究
極
的
な
安
全

を
真
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
真
に
、「
死
も
、
命
も
、
天
使
も
、
支
配
す
る
も
の
も
、
現
在
の

も
の
も
、
未
来
の
も
の
も
、
力
あ
る
も
の
も
、
高
い
所
に
い
る
も
の
も
、
低
い
所
に
い
る
も
の
も
、
他
の
ど
ん
な
被
造
物
も
、
わ
た
し
た

ち
の
主
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
神
の
愛
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
を
引
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
「
確
信
」
す
る
と
し
た

ら
）
40
（

、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
人
々
に
、
生
と
歴
史
に
お
け
る
誤
っ
た
安
全
や
救
済
へ
の
偶
像
礼
拝
的
な
探
究
を
断
念
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
人
間
と
共
に
人
間
の
た
め
に
苦
し
む
ま
さ
に
そ
の
地
点
を
目
指
す
人
間
の
歴
史
的
な
努

力
に
深
く
関
与
す
る
《
存
在
の
永
遠
的
根
拠
》
へ
の
確
信
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
歴
史
的
責
任
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
よ
う
に
人
々
を
鼓
舞
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
歴
史
は
、
歴
史
そ
れ
自
体
を
完
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
無

意
味
で
は
な
い
。
た
と
え
、
人
間
が
い
つ
も
中
途
半
端
に
歴
史
を
完
結
さ
せ
よ
う
す
る
ゆ
え
に
、
歴
史
が
悲
劇
的
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き

な
い
と
し
て
も
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
運
命
に
つ
い
て
の
知
恵
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
知
識
と
力
の
限
界
を
謙
虚
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
に
か
か
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
最
も
信
頼
で
き
る
知
力
は
、「
恵
み
」
の
果
実
で
あ
る
。
こ
の
恵
み
に
お
い
て
、
信
仰
は
、
そ
の
確
か

な
根
拠
を
知
識
と
し
て
所
有
し
て
い
る
と
偽
ら
ず
に
わ
れ
わ
れ
の
無
知
を
満
た
し
、
こ
の
恵
み
に
お
い
て
、
悔
い
改
め
は
、
わ
れ
わ
れ
の
希

望
を
損
な
わ
ず
に
わ
れ
わ
れ
の
傲
慢
を
緩
和
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ニ
ス
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注

（
1
） 

Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
五
・
三
―
六
参
照
。「
人
々
が
『
無
事
だ
。
安
全
だ
』
と
言
っ
て
い
る
そ
の
や
さ
き
に
、
突
然
、
破
滅
が
襲
う
の
で
す
。
ち
ょ
う

ど
妊
婦
に
産
み
の
苦
し
み
が
や
っ
て
来
る
の
と
同
じ
で
、
決
し
て
そ
れ
か
ら
逃
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
兄
弟
た
ち
、
あ
な
た
が
た
は
暗
闇

の
中
に
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
主
の
日
が
、
盗
人
の
よ
う
に
突
然
あ
な
た
が
た
を
襲
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
が
た

は
す
べ
て
光
の
子
、
昼
の
子
だ
か
ら
で
す
…
…
従
っ
て
、
ほ
か
の
人
人
の
よ
う
に
眠
っ
て
い
な
い
で
、
眼
を
覚
ま
し
、
身
を
慎
ん
で
い
ま
し
ょ

う
」。

（
2
） 

マ
タ
イ
二
四
・
三
〇
。

（
3
） 

マ
タ
イ
二
六
・
六
四
お
よ
び
マ
ル
コ
一
三
・
二
六
。

（
4
） 

ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
除
け
ば
唯
一
の
歴
史
的
宗
教
で
あ
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
で
は
、
実
際
に
、
こ
の
二
元
論
的
な
結
論
が
引
き
出
さ
れ
、

歴
史
は
、
善
の
神
と
悪
の
神
の
間
の
同
等
の
戦
い
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
い
て
で
さ
え
、
最
後
に

は
善
の
神
が
勝
利
す
る
。

（
5
） 

以
下
を
参
照
。「
人
の
子
は
、
栄
光
に
輝
い
て
天
使
た
ち
を
皆
従
え
て
来
る
と
き
、
そ
の
栄
光
の
座
に
着
く
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
国
の
民
が
そ

の
前
に
集
め
ら
れ
る
と
、
羊
飼
い
が
羊
と
山
羊
を
分
け
る
よ
う
に
、
彼
ら
を
よ
り
分
け
、
羊
を
右
に
、
山
羊
を
左
に
置
く
」（
マ
タ
イ
二
五
・ 

三
一
以
下
）。

「
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
皆
、
キ
リ
ス
ト
の
裁
き
の
座
の
前
に
立
ち
、
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、
め
い
め
い
体
を
住
み
か
と
し
て
い
た
と
き

に
行
っ
た
こ
と
に
応
じ
て
、
報
い
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
五
・
一
〇
）。

（
6
） 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
の
裁
き
の
座
の
前
に
立
た
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
、
次
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
。「
父
な
る
神
は
、
そ
の
臨
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
何
人
も
裁
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
神
は
、
ご
自
身
の
裁
き
を
御
子
に
委
ね
ら
れ

た
。
御
子
は
、
ご
自
身
を
、
世
を
裁
く
た
め
に
人
と
し
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
御
子
は
、
ご
自
身
を
、
世
を
裁
く
人
と
し

0

0

0
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て0

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（A

ugustine, D
e civitas D

ei, B
ook 19, ch. 27

﹇
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
5
』〈
服
部
英
次
郎
、
藤
本
雄
三
訳
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
一
年
〉
第
一
九
巻
第
二
七
章
﹈）。

（
7
） 
こ
れ
が
、
麦
と
毒
麦
の
た
と
え
の
要
点
で
あ
る
。
麦
と
毒
麦
は
両
方
と
も
収
穫
（
最
後
の
審
判
）
ま
で
成
長
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
い
つ
で
も
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
タ
イ
一
三
・
二
四
―
三
〇
。

（
8
） 『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
、
第
二
章
参
照
。

（
9
） 

後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
最
も
深
遠
な
黙
示
文
学
の
一
つ
で
あ
る
第
四
エ
ズ
ラ
記
で
は
、
絶
滅
の
恐
怖
が
審
判
の
恐
怖
と
比
較
さ
れ
て
い
る
。
審
判
は
、

単
な
る
絶
滅
よ
り
も
好
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
審
判
が
生
の
完
成
の
一
部
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
今
、
ま
た
、
わ
た
し
に

こ
の
夢
の
解
き
明
か
し
を
し
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
が
思
い
ま
す
に
は
、
そ
の
日
ま
で
残
さ
れ
た
人
々
は
不
幸
で
す
が
、
残
さ
れ
な
か
っ
た
人
々

は
も
っ
と
不
幸
で
す
。
残
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
は
、
終
わ
り
の
日
に
備
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
達
し
え
な
い
と
分
か
っ

て
悲
し
み
を
味
わ
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
残
さ
れ
た
人
々
も
、
不
幸
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
夢
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
き
な
危

険
と
多
く
の
苦
し
み
に
遭
う
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
も
、
雲
の
よ
う
に
こ
の
世
か
ら
去
っ
て
行
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
終
わ
り
の
日
に
起
こ
る
こ
と
を
見
な
い
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り
は

0

0

、
危
険
に
遭
い
な
が
ら
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
終
わ
り
の
日
に
至
る
方
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
だ
ま
し
で
す

0

0

0

0

0

0

」（
第
四
エ
ズ
ラ
記
﹇
新
共
同
訳
旧
約
聖
書
続
編
エ
ズ
ラ
記
〈
ラ
テ
ン

語
〉﹈
一
三
・
一
五
以
下
）。

（
10
） 

ジ
ョ
ン
・
ベ
イ
リ
ー
は
、
永
遠
の
命
の
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
に
つ
い
て
の
優
れ
た
研
究
に
お
い
て
、
次
の
事
実
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
プ
ラ
ト
ン
的
概
念
で
あ
る
霊
魂
不
滅
は
、
死
後
の
非
現
実
的
な
命
に
つ
い
て
の
原
始
的
で
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
意
味
を
持
つ
哲
学
的
表
現

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ベ
イ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
き
延
び
る
こ
と
は
、
人
を
納
得
さ
せ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
慰
め
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。John B

aillie, A
nd the Life E

verlasting

﹇『
永
遠
の
生
命
を
』﹈, C

h. 4.

（
11
） 『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
第
三
章
参
照
。

（
12
） 

エ
ノ
ク
書
五
一
・
二
の
例
え
﹇『
聖
書
外
典
偽
典
』4
、
旧
約
偽
典
Ⅱ
「
エ
チ
オ
ピ
ア
語
エ
ノ
ク
書
」
五
一
章
、
村
岡
崇
光
訳
（
教
文
館
、
一
九
七
五
年
）、

二
一
四
頁
﹈。

（
13
） 

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
R
・
ベ
ヴ
ァ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
時
の
経
過
と
と
も
に
、
ま
た
、
宗
教
的
ユ
ダ
ヤ
人
が
円
熟
し
て
い
く
に
従
っ
て
、
地
上

の
生
の
本
質
的
な
条
件
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
神
の
国
は
、
人
間
の
精
神
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ぼ
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（E

dw
yn R

. B
evan, T

he H
ope of the W

orld to C
om

e

﹇『
来
る
べ
き
世
界
の
希
望
』﹈, p. 26.

）。
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R
・
H
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
同
様
の
点
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
確
信
し
た
。
す
な
わ
ち
、
終
末
論
的
思
想
は
徐
々
に
、「
地
は
、
ど
れ
ほ

ど
聖
化
さ
れ
よ
う
と
も
、
永
遠
の
メ
シ
ア
の
国
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
は
な
い
」
と
い
う
確
信
に
譲
る
よ
う
に
な
っ
た
。R

. H
. C

harles, A
 

C
ritical H

istory of the D
octrine of the Future Life in Israel

﹇『
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
来
世
の
教
理
の
批
判
的
歴
史
』﹈, p. 220.

（
14
） 

Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
五
・
五
〇
。

（
15
） 

Ⅱ
コ
リ
ン
ト
五
・
四
。

（
16
） 

Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
三
・
二
。

（
17
） 

こ
こ
で
、
次
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
の
は
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、「
神
の
国
」
に
つ
い
て
の
共
観
福
音
書
の
象
徴
が
、「
永
遠
の

命
」
に
つ
い
て
の
ヨ
ハ
ネ
的
概
念
や
ギ
リ
シ
ャ
的
概
念
よ
り
も
「
実
存
的
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
永
遠
」
と
「
時
間
」
を
並
置
す

る
こ
と
は
、
主
と
し
て
、
過
程
の
経
過
と
そ
の
根
底
に
あ
る
原
理
と
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
神
の
国
」
と
歴
史
を
並
置
す
る
こ
と
は
、
そ

の
関
係
の
よ
り
宗
教
的
で
実
存
的
な
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
意
志
を
超
え
る
神
の
主
権
に
は
、
永
遠

が
時
間
に
対
し
て
持
つ
の
と
同
じ
二
つ
の
関
係
が
あ
る
。
一
つ
は
、
い
か
な
る
瞬
間
に
お
い
て
も
す
べ
て
の
命
を
支
配
す
る
、
命
の
源
泉
を
め

ぐ
る
権
威
で
あ
り
、
二
つ
は
、「
終
わ
り
」
に
お
い
て
、
最
終
的
に
擁
護
さ
れ
る
主
権
で
あ
る
。

（
18
） C

f. Leopold von R
anke, U

eber die E
pochen der N

eueren G
eschichte

﹇
レ
オ
ポ
ル
ド
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
『
世
界
史
概
観
――
近
世
史
の
諸
時
代
』

鈴
木
成
高
、
相
原
信
作
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）﹈。

（
19
） 

ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
歴
史
的
な
も
の
の
二
つ
の
次
元
を
正
当
に
評
価
し
よ
う
と
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、

全
く
そ
れ
自
体
と
の
関
係
の
中
に
あ
り
、
全
く
そ
れ
以
外
の
何
か
と
の
関
係
の
中
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
休
息
地
で
も
あ
り
、
前
進

の
た
め
の
踏
み
石
で
も
あ
る
。
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
歴
史
の
自
己
凌
駕
的
発
展
を
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
」（B

enedetto 

C
roce, H

istory as the Story of Liberty

﹇
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
『
思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史
』
上
村
忠
男
訳
（
未
來
社
、

一
九
八
八
年
）﹈, p. 90

）。
行
為
は
、
そ
れ
自
体
と
の
関
係
の
中
だ
け
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
の
領
域
と
の
関
係
の

中
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
行
為
は
、
歴
史
的
過
程
の
意
味
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
20
） O
sw

ald Spengler, T
he D

ecline of the W
est

﹇1918

―22

﹈.

﹇
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
『
西
洋
の
没
落
――
世
界
史
の
形
態
学
の
素
描
』
全

二
巻
、
村
松
正
俊
訳
（
五
月
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）﹈。A

rnold Toynbee, T
he Study of H

istory

﹇12 vols. 1934

―54, 59, 61

﹈.

﹇
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ

ン
ビ
ー
『
歴
史
の
研
究
』
全
二
五
巻
、「
歴
史
の
研
究
」
刊
行
会
訳
（
経
済
往
来
社
、
一
九
六
六
―
七
二
年
）﹈。
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（
21
） 

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
歴
史
的
有
機
体
の
有
機
的
成
長
と
衰
退
だ
け
を
見
て
い
る
歴
史
の
中
に
、
悲
劇
的
な
運
命
の
こ
の
要
素
を
理
解
し
て
い
る

こ
と
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
偉
大
な
功
績
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
。T

he Study of H
istory, Vol. IV, particularly pp. 260ff.

﹇「
歴
史
の
研
究
」
刊

行
会
訳
『
歴
史
の
研
究
』8
、（
経
済
往
来
社
、
一
九
七
〇
年
）、
特
に
二
八
頁
以
下
﹈。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
創
造
性
の
時
代
に
お
け
る
少
数
者
の
役
割
に

つ
い
て
、
ま
た
、
挫
折
の
時
代
に
お
い
て
、
少
数
者
が
、
抑
圧
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
「
支
配
す
る
」
少
数
者
へ
と
頽
落
し
て
い
く
こ
と
を
、

不
必
要
に
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
少
数
者
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
政
治
的
有
機
体
に
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
失
敗

と
挫
折
が
判
断
と
行
動
に
お
け
る
誤
り
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
失
敗
と
挫
折
は
、
特
に
、
共
同
体
の
意
志
や
精
神
を
明
確
に

示
す
、
共
同
体
の
そ
の
部
分
の
責
任
に
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
挫
折
の
理
由
は
常
に
多
い
。
現
代
﹇
第
二
次
世
界
大
戦
中
﹈
の
フ
ラ
ン

ス
の
衰
退
は
、
特
定
の
少
数
者
だ
け
の
責
任
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
歴
史
は
、
そ
の
よ
う
な
破
綻
に
つ
い
て
は
る
か
に
複
雑
な
源

泉
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
22
） 

こ
の
「
創
造
性
の
ネ
メ
シ
ス
」
に
つ
い
て
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
分
析
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
偶
然
的
な
も
の
と
絶
対
的

な
も
の
の
混
同
を
、「
一
時
的
な
自
己
」
や
「
一
時
的
な
制
度
」
や
「
一
時
的
な
技
術
」
の
「
偶
像
化
」
と
見
な
し
て
い
る
。Ibid., Vol. IV, pp. 

261ff.

﹇
同
8
、
三
一
頁
以
下
参
照
﹈。

（
23
） 

ロ
ー
マ
の
衰
退
期
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
支
配
の
弱
点
は
こ
の
部
類
に
属
す
る
。
ロ
ー
マ
の
皇
帝
た
ち
の
中
で
最
も
「
有
徳

な
」
皇
帝
が
、
ロ
ー
マ
の
衰
退
を
、「
ア
パ
テ
イ
ア
」﹇
非
情
念
性
・
超
然
性
﹈
を
究
極
の
善
と
す
る
ス
ト
ア
的
理
想
主
義
の
影
響
の
下
で
、
加
速

さ
せ
て
も
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
が
衰
退
を
主
導
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
歴
史
の
悲
劇
的
な
事
実
と
問
題
に
全
く
無
関
係
な
神
の
国
を
夢
見
る
、
今
日
の
一
部
の
「
キ
リ
ス
ト
教
理
想
主
義
」
は
、
西
洋
文
化
の

衰
退
に
対
し
て
同
様
の
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
困
難
に
は
他
に
も
っ
と
深
遠
な
原
因
が
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
の
「
理

想
主
義
」
が
、
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
諸
問
題
を
い
っ
そ
う
悪
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
24
） 『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
、
第
七
章
お
よ
び
第
八
章
参
照
。

（
25
） 

同
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
参
照
。

（
26
） 

Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
・
二
八
。

（
27
） 

こ
こ
で
、
帝
国
の
盛
衰
と
帝
国
の
衰
退
が
、
偽
り
の
尊
厳
と
い
う
偽
装
に
対
し
て
神
の
尊
厳
を
擁
護
し
て
い
る
と
の
信
念
に
つ
い
て
、
預
言
者

た
ち
の
思
想
の
妥
当
性
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
以
下
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
二
八
・
一
七
―
一
八
を
参
照
。「
お
前
の
心
は
美
し
さ
の
ゆ
え
に
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高
慢
と
な
り
栄
華
の
ゆ
え
に
知
恵
を
堕
落
さ
せ
た
。
わ
た
し
は
お
前
を
地
の
上
に
投
げ
落
と
し
…
…
わ
た
し
は
見
て
い
る
者
す
べ
て
の
前
で
お

前
を
地
上
の
灰
に
し
た
」。
さ
ま
ざ
ま
な
帝
国
の
破
滅
に
つ
い
て
の
こ
の
預
言
や
同
様
の
多
く
の
預
言
の
後
に
は
い
つ
も
次
の
よ
う
な
反
復
句
が

付
け
ら
れ
て
い
る
。「
そ
の
と
き
彼
ら
は
、
わ
た
し
が
彼
ら
の
神
、
主
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
」﹇
エ
ゼ
キ
エ
ル
二
八
・
二
四
な
ど
﹈。

（
28
） 

民
族
主
義
的
メ
シ
ア
信
仰
へ
の
傾
向
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
あ
る
時
点
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
、
メ
シ
ア
信
仰
的
な
偽
装
を
露
呈
し
、
そ

の
文
化
自
体
を
普
遍
的
共
同
体
の
中
心
に
据
え
る
野
望
を
抱
い
て
い
る
。
こ
の
メ
シ
ア
信
仰
は
、
特
定
の
人
間
共
同
体
す
べ
て
に
隠
さ
れ
て
い

る
傲
慢
の
あ
か
ら
さ
ま
な
形
態
で
あ
る
。
時
に
、
こ
の
メ
シ
ア
信
仰
は
、
衰
退
す
る
世
界
に
あ
っ
て
、
生
の
最
終
的
な
把
握
と
も
な
る
。
文
化

は
、
こ
の
偽
装
に
よ
っ
て
そ
の
道
徳
的
宿
命
を
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
極
端
な
メ
シ
ア
信
仰
的
帝
国
的
偽
装
を
引
き
起
こ
し

た
の
は
、
衰
退
期
の
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
国
家
（
紀
元
前
一
六
〇
〇
年
以
降
）
で
あ
っ
た
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
つ
い
て
の
ダ
ン
テ
の
夢
は
、
ギ

ベ
リ
ー
ニ
党
（
皇
帝
派
）
帝
国
主
義
の
終
わ
り
を
告
げ
る
歌
で
あ
っ
た
。「
キ
リ
ス
ト
を
負
う
者
」
と
し
て
の
ロ
シ
ア
民
族
の
理
想
の
メ
シ
ア
信

仰
的
偽
装
は
、
ロ
シ
ア
教
会
が
、
国
家
の
政
治
的
権
力
意
志
を
適
切
に
抑
制
す
る
こ
と
を
止
め
て
か
ら
表
面
化
し
た
が
、
ロ
シ
ア
は
、
そ
の
失

敗
を
無
意
識
に
隠
そ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
他
方
、
き
わ
め
て
若
々
し
く
創
造
的
な
ア
メ
リ
カ
文
化
は
、
神
の
国
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
展
望
を
「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
と

混
合
さ
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
文
化
が
、
ア
メ
リ
カ
の
地
に
お
け
る
歴
史
の
成
就
を
望
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
頽
廃
的
な
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
軽

蔑
の
念
を
表
現
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
前
半
（
一
八
〇
〇
―
四
〇
年
頃
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
若
者
の
偽
装
と
老
人
の
偽
装
の
間
に
、
大
英
帝
国
を
「
神
の
国
」
と
同
一
視
す
る
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
カ
ー
テ
ィ
ス
の
見
解
（cf. C

urtis, 

C
ivitas D

ei

﹇『
神
の
国
』﹈）
の
よ
う
な
倒
錯
が
あ
っ
た
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
帝
国
主
義
の
メ
シ
ア
信
仰
的
偽
装
（
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
、
英
国

よ
り
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
）
が
、
滅
び
ゆ
く
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
世
界
の
最
後
の
作
品
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
世
界
共
同
体

を
組
織
す
る
と
い
う
こ
の
世
界
の
創
造
的
な
働
き
に
お
け
る
利
己
主
義
的
堕
落
な
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
歴
史

的
な
視
点
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

（
29
） 

わ
れ
わ
れ
は
今
、
西
欧
文
明
史
上
、
死
の
断
末
魔
の
苦
し
み
の
中
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
新
し
い
命
の
産
み
の
苦
し
み
の
中
に
あ
る
の
か
、

い
ま
だ
不
確
実
で
あ
る
よ
う
な
時
代
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
文
明
の
生
と
死
に
つ
い
て
書
く
に
は
、
人
間
の
運
命
を
め
ぐ
る
キ

リ
ス
ト
教
的
解
釈
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
状
況
へ
の
妥
当
性
に
特
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
は
、
文
明
の
試
練

や
混
乱
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
無
責
任
な
平
静
さ
で
眺
め
る
こ
と
も
、
生
の
意
味
を
わ
れ
わ
れ
の
文
化
と
文
明
を
維
持
す
る
こ
と
と
同
一
視
す
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る
こ
と
も
で
き
な
く
す
る
特
質
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
目
下
、
有
毒
な
堕
落
形
態
﹇
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
﹈
が
わ
れ
わ
れ
の
文
明
の
残
り
の
者
に
挑
ん
だ
こ
と
か
ら
生
じ
た
大
き
な
危
険
を

回
避
す
る
と
い
う
限
定
的
な
責
務
に
従
事
し
て
い
る
。
こ
の
毒
と
、
こ
の
毒
を
は
び
こ
ら
せ
た
固
定
さ
れ
た
堕
落
状
態
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

理
解
の
鈍
さ
、
こ
の
危
険
へ
の
対
応
の
遅
さ
、
共
通
す
る
危
険
に
対
す
る
一
致
し
た
行
動
を
困
難
で
不
完
全
な
も
の
に
す
る
国
内
の
不
協
和
や

民
族
主
義
的
偏
見
と
い
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
弱
さ
は
、
限
定
的
な
戦
い
の
成
果
を
も
疑
わ
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ

れ
よ
り
も
っ
と
大
き
な
課
題
が
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
疑
わ
し
い
結
末
を
も
た
ら
す
。
果
た
し
て
、
西
欧
文
明
が
、
技
術
時
代
の
相
互
依
存
性
を

用
い
て
世
界
共
同
体
を
形
成
す
る
た
め
に
、
民
族
主
義
的
狭
量
さ
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
十
分
な
手
段
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か

ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
文
明
が
、
技
術
的
に
進
歩
し
た
生
産
過
程
を
原
動
力
と
し
て
国
内
経
済
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
、
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
文
明
の
内
部
に
い
る
わ
れ
わ
れ
の
責
任
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
国
の
兄
弟
愛
に
い
っ
そ
う
ふ
さ
わ
し
く
な
る

た
め
に
、
共
同
的
生
の
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
な
義
務
か
ら
あ
え
て
眼
を
そ
ら
せ
る
よ
う
な
、「
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
あ

る
歴
史
観
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
失
敗
す
る
と
し
て
も
、
ま
た
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、

そ
の
失
敗
を
キ
リ
ス
ト
教
的
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
失
敗
を
理
解
す
る
限
り
、
そ
の
失
敗
に
完
全
に
巻
き
込

ま
れ
る
こ
と
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
失
敗
を
超
え
る
視
点
を
手
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
理
解
す
る
失
敗
の
悲
劇
的

な
性
格
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
失
敗
を
無
意
味
な
も
の
と
見
な
す
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
30
） 

エ
ズ
ラ
の
黙
示
（
第
四
エ
ズ
ラ
記
）
は
、
個
人
の
生
の
こ
の
問
題
を
明
白
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
主
よ
、
終
わ
り
の
時
に

0

0

0

0

0

0

居
合
わ
せ
る
人
々
に

と
っ
て
、
あ
な
た
は
主
人
と
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
前
の
人
々
や
わ
た
し
た
ち
自
身
、
あ
る
い
は
、
わ
た
し
た
ち
の
す
ぐ

後
の
人
々
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
」（
新
共
同
訳
続
編 
エ
ズ
ラ
記
〈
ラ
テ
ン
語
〉
五
・
四
一
）。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。「
わ
た
し
た
ち
に
不
死
の
世
が
約
束
さ
れ
て
い
て
も
、
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
つ
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
死
を
も
た
ら
す
悪
行
を
し
て

い
る
の
で
す
か
ら
。
永
遠
の
希
望
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
最
悪
な
こ
と
に
、
む
な
し
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
」（
同
七
・
一
一
九
―
一
二
〇
）。

（
31
） 

宗
教
改
革
の
神
学
に
は
、
全
体
と
し
て
、
終
わ
り
に
関
す
る
聖
書
の
概
念
を
維
持
し
そ
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
が
、
現
代
の
バ
ル

ト
の
終
末
論
は
こ
の
欠
陥
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
の
神
学
は
、
持
続
体
と
し
て
の
歴
史
が
持
つ
意
味
に
関
心
を
払
わ
ず
、
時
間
の
あ
ら
ゆ
る
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瞬
間
に
突
入
す
る
永
遠
の
観
点
か
ら
終
末
論
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

（
32
） 
一
八
世
紀
の
あ
る
歴
史
家
は
、
一
八
世
紀
思
想
で
は
、
永
遠
の
代
わ
り
に
「
後
世
」
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。「
か
れ
ら
が
、
神
の
愛
を
人
間
の
愛
に
代
え
、
代
償
的
贖
罪
を
自
分
自
身
の
努
力
に
よ
る
人
間
の
完
全
に
な
り
う
る
能
力
に
代
え
、
来

世
に
お
け
る
不
滅
の
希
望
を
将
来
の
世
代
を
憶
え
て
生
き
る
希
望
に
代
え
た
…
…
後
世
と
い
う
思
想
に
は
、
一
八
世
紀
の
哲
学
者
や
革
命
の

指
導
者
た
ち
か
ら
、
高
度
に
情
緒
的
で
本
質
的
に
宗
教
的
な
応
答
を
導
き
出
す
傾
向
が
あ
っ
た
」。C

arl L. B
ecker, T

he H
eavenly C

ity of 

E
ighteenth-C

entury Philosophers

﹇
カ
ー
ル
・
L
・
ベ
ッ
カ
ー
『
一
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
の
神
の
国
』﹈, p. 130.

こ
の
後
世
の
人
々
に
期
待
す
る
こ
と
の
本
質
的
に
宗
教
的
な
性
格
は
、
次
の
デ
ィ
ド
ロ
﹇
ド
ゥ
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
（
一
七
一
三
―
一
七
八
四
）、
フ
ラ

ン
ス
の
哲
学
者
﹈
の
言
葉
に
完
璧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
あ
あ
、
献
身
し
た
信
心
深
い
後
世
の
人
々
よ
。
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
と
不
幸
な
者
の
支

持
者
よ
。
正
し
い
者
で
あ
る
汝
、
朽
ち
る
こ
と
の
な
い
汝
、
善
人
に
報
い
、
偽
善
者
の
正
体
を
暴
き
、
励
ま
し
に
満
ち
た
確
か
な
思
想
を
明
ら

か
に
す
る
汝
よ
。
わ
た
し
を
見
捨
て
る
な
。
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
後
世
は
、
宗
教
者
に
と
っ
て
の
彼
岸
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
」。

（
33
） 

新
約
聖
書
の
復
活
概
念
が
基
と
し
て
い
る
後
期
黙
示
文
学
に
お
け
る
万
人
の
復
活
の
思
想
は
、
時
々
誤
っ
て
、
生
の
成
就
に
つ
い
て
、
そ
れ

以
前
の
部
族
的
な
い
し
民
族
主
義
的
思
想
に
対
す
る
個
人
主
義
的
宗
教
の
勝
利
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
R
・
H
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
著

作
は
こ
の
点
で
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
そ
れ
さ
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
書
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
信
頼
で
き
る
著
作
で
あ
る
（R

. H
. C

harles, 

E
schatology: T

he D
octrine of a Future Life in Israel, Judaism

 and C
hristianity

﹇『
終
末
論
――
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
死
後
の
生
命
に
つ
い
て
の
教
理
』﹈
参
照
）。
ユ
ダ
ヤ
教
の
黙
示
文
書
で
は
、復
活
に
与
る
最
後
の
勝
利
の
前
に
滅
び
た
者
た
ち
を
受
け
入
れ
る
、

《
万
人
の
復
活
》
と
い
う
思
想
は
、
生
の
社
会
的
意
味
が
成
就
す
る
前
に
死
ぬ
個
人
の
問
題
を
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
こ
の
思
想
は
、

個
人
的
な
成
就
と
社
会
的
な
成
就
の
間
の
相
互
関
係
を
も
意
味
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
依
存
さ
せ
て
も
い
る
。

す
べ
て
の
時
代
の
個
人
が
成
就
の
時
代
に
参
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
字
義
ど
お
り
に
受
け
止
め
る
と
し
た
ら
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
る
が
、

象
徴
的
に
は
深
遠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
間
の
各
瞬
間
を
超
え
る
永
遠
を
、
時
間
の
過
程
が
成
就
さ
れ
る
永
遠
に
関
係
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
34
） 

急
進
的
セ
ク
ト
主
義
が
し
ば
し
ば
、
個
人
的
す
ぎ
る
正
統
主
義
キ
リ
ス
ト
教
に
反
対
す
る
議
論
の
中
で
、
復
活
思
想
の
妥
当
性
と
意
味
を
認

め
た
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
一
七
世
紀
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
指
導
者
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
オ
ー
ヴ
ァ
ト
ン

（R
ichard O

verton

）
の M

an ’s M
ortality, A

m
sterdam

, 1643

﹇『
人
間
の
道
徳
性
』﹈
を
参
照
。

（
35
） Lew

is M
um

ford, Technics and C
ivilization

﹇
ル
イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
『
技
術
と
文
明
』
生
田
勉
訳
（
美
術
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）﹈
参
照
。
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（
36
） 「
反
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
明
確
な
用
語
が
見
出
さ
れ
る
の
は
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
だ
け
で
あ
る
（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
二
・
一
八
、
四
・
三
、
Ⅱ
ヨ
ハ
ネ
七
）。

そ
こ
で
は
、
こ
の
象
徴
は
特
に
終
末
と
一
体
化
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
は
、
多
様
に
表
現
さ
れ
て
い
る
新
約
聖
書
の
全
般

的
な
概
念
を
表
す
明
白
な
用
語
を
用
い
て
い
る
。
終
末
に
つ
い
て
の
イ
エ
ス
の
展
望
に
は
、「
わ
た
し
が
メ
シ
ア
だ
」
と
、「
わ
た
し
の
名
を
名

乗
る
者
」
が
現
れ
る
（
マ
タ
イ
二
四
・
五
）
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
大
き
な
し
る
し
や
不
思
議
な
業
を
行
い
、
で
き
れ
ば
、
選
ば
れ

た
人
た
ち
を
も
惑
わ
そ
う
と
す
る
」「
偽
メ
シ
ア
や
偽
預
言
者
」
た
ち
（
マ
タ
イ
二
四
・
二
四
、
マ
ル
コ
一
三
・
二
二
）
の
出
現
に
つ
い
て
も
言

及
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
明
白
な
傲
慢
の
形
態
だ
け
で
な
く
、
最
終
的
な
争
い
や
戦
争
も
ま
た
歴
史
の
終
わ
り
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
（
マ
タ

イ
二
四
・
六
）。

新
約
聖
書
の
手
紙
の
黙
示
部
分
で
は
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
歴
史
へ
の
洞
察
を
持
っ
て
い
て
、
他
の
人
々
が
「
無
事
だ
、
安
全
だ
」（
Ⅰ
テ

サ
ロ
ニ
ケ
五
・
二
）
と
言
っ
て
い
る
そ
の
や
さ
き
に
、「
突
然
、
破
滅
」
が
来
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
困
難
な
時
期
」
が
到
来
す
る
の
は
、
人
々
が
、「
自
分
自
身
を
愛
し
、
金
銭
を
愛
し
、
ほ
ら
を
吹
き
、
高
慢
に
な
」
る
な
ど
し
て
い
る
時
で
あ

る
と
予
告
さ
れ
て
い
る
（
Ⅱ
テ
モ
テ
三
・
一
、
二
）。
さ
ら
に
、
黙
示
一
六
・
一
六
―
一
八
、
一
九
・
一
九
を
参
照
。

（
37
） 「
賢
い
人
は
、
獣
の
数
字
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
を
考
え
る
が
よ
い
。
数
字
は
人
間
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
数
字
は
六
百
六
十
六
で

あ
る
」（
黙
示
一
三
・
一
八
）
を
参
照
。
黙
示
録
の
「
獣
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
で
は
、
反
キ
リ
ス
ト
の
概
念
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。「
獣
」
は
、
自
分
自
身
を
拝
む
と
い
う
神
聖
冒
瀆
を
要
求
す
る
悪
の
最
終
形
態
の
象
徴
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
黙
示
一
三
・
四
参
照
。

（
38
） 

こ
の
よ
う
に
、
ダ
ニ
エ
ル
書
は
、
次
の
よ
う
な
確
信
か
ら
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
帝
国
を
究
極
的
な
悪
に
位
置
づ
け
て
い
る
。「
そ
の
帝
国
の
邪
悪
さ
が
、

そ
れ
自
体
を
神
格
化
し
、
何
で
あ
れ
そ
の
帝
国
よ
り
高
貴
な
も
の
に
対
す
る
尊
崇
を
す
べ
て
拒
否
す
る
ま
で
に
な
っ
た
時
、
そ
の
邪
悪
さ
は
、

神
の
介
入
を
必
要
と
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
来
ら
せ
る
。
神
が
介
入
す
る
そ
の
《
時
》
は
、
そ
の
《
時
》
に
よ
っ
て
、
世
界
の
救
い
の
時
を
知
ら

せ
た
の
で
あ
る
」（A

dam
 W

elch, V
isions of the E

nd

﹇
ア
ダ
ム
・
ウ
ェ
ル
チ
『
終
末
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
』﹈, p.124

）
と
い
う
確
信
で
あ
る
。

後
期
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
黙
示
文
書
で
は
、
こ
の
好
ま
し
く
な
い
立
場
を
と
る
の
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
帝
国
で
は
な
く
ロ
ー
マ
帝
国
で

あ
る
。
エ
ズ
ラ
の
黙
示
文
書
に
お
け
る
「
鷲
の
幻
」
で
は
、
ロ
ー
マ
の
罪
は
、
そ
れ
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
悪
を
具
現
化
し
倍
加
さ
せ
、
そ
の
よ
う

に
し
て
歴
史
の
終
焉
を
指
し
示
す
も
の
と
見
な
し
て
い
る
（
旧
約
聖
書
続
編
エ
ズ
ラ
記
〈
ラ
テ
ン
語
〉
一
二
・
一
五
参
照
）。

資
本
主
義
が
最
終
的
な
悪
で
あ
り
、
そ
の
敗
北
は
歴
史
に
お
け
る
悪
の
滅
亡
を
意
味
す
る
と
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
黙
示
思
想
は
、
こ
の
同
じ

幻
想
の
世
俗
版
で
あ
る
。
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（
39
） 

パ
ウ
ル
・
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
は
、
そ
の
著
『
最
後
の
事
物
』
で
キ
リ
ス
ト
と
関
連
さ
せ
て
反
キ
リ
ス
ト
の
否
定
的
性
格
を
強
調
し
て
い
る
。Paul 

A
lthaus, D

ie Letzten D
inge

﹇『
最
後
の
事
物
』﹈, p. 273.

（
40
） 
ロ
ー
マ
八
・
三
八
―
三
九
。




