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133 M・L・キングの人間論

M
・
L
・
キ
ン
グ
の
人
間
論

菊　

地　
　

順

は
じ
め
に

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
（M

artin Luther K
ing, Jr.

）
は
、
説
教
「
人
間
と
は
何
か
）
1
（

」
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も

「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
（
人
間
論
）
は
、「
一
つ
の
社
会
の
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
機
構
全
体
」
を
規
定
す
る
「
決
定
的
な
問

い
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
一
六
三
）。
こ
の
こ
と
は
、
キ
ン
グ
自
身
の
思
想
と
活
動
全
般
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
、
キ
ン
グ
研
究
に
お

い
て
も
、
キ
ン
グ
が
人
間
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
キ
ン
グ
の
社
会
運
動
の
取
り
組
み
の
背

景
に
は
明
確
な
人
間
理
解
が
あ
り
、
そ
の
点
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
キ
ン
グ
の
語
る
人
間
理

解
を
い
く
つ
か
の
説
教
等
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
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1
．
人
間
論
（
1
）
――
概
要

そ
こ
で
、
改
め
て
キ
ン
グ
の
説
教
「
人
間
と
は
何
か
」
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
キ
ン
グ
は
ま
ず
一
般
に
流
布
し
て
い
る
人
間
観
を
二
つ

に
大
別
し
て
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
主
義
の
人
間
観
と
民
主
主
義
の
人
間
観
で
あ
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
人
間
観
は

現
代
を
代
表
す
る
人
間
観
で
あ
る
が
、
両
者
は
ま
た
鋭
く
対
立
も
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
人
間
と

は
人
格
（person

）
か
、
そ
れ
と
も
駒
（paw

n

）
か
」、
あ
る
い
は
「
人
間
と
は
国
家
と
い
う
歯
車
の
歯
な
の
か
、
そ
れ
と
も
責
任
を
と
る

こ
と
の
で
き
る
自
由
で
創
造
的
な
存
在
な
の
か
」
と
い
う
対
立
で
あ
る
（
一
六
三
）。
こ
の
基
本
的
な
二
者
択
一
か
ら
言
え
ば
、
キ
ン
グ
は
、

明
ら
か
に
、
人
間
は
「
人
格
」
で
あ
り
、「
責
任
を
と
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
で
創
造
的
な
存
在
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
者
の
間
に
も
異
な
る
人
間
観
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
色
を
持
つ
。
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
の
点
を

確
認
し
て
お
く
と
、
唯
物
主
義
の
立
場
に
立
つ
全
体
主
義
で
は
、
人
間
は
「
動
物
に
過
ぎ
ず
、
自
然
と
い
う
広
大
で
絶
え
ず
変
わ
り
ゆ
く

組
織
の
中
の
ご
く
小
さ
い
物
体
で
あ
り
、
全
く
無
意
識
で
非
人
格
的
な
も
の
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）
2
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
人
間
に
対

す
る
悲
観
主
義
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
民
主
主
義
の
人
間
観
で
、
そ
れ
は
人
間

に
対
す
る
楽
観
主
義
に
立
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
「
神
を
も
、
い
か
な
る
超
自
然
的
な
力
の
存
在
を
も
信
ぜ
ず
、
人
間
が
自
然

的
な
宇
宙
の
中
で
進
化
し
た
最
高
の
型
の
存
在
で
あ
る
」（
一
六
四
）
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
者

の
中
間
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
「
総
合
」
を
主
張
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
で
、
そ
の
特
徴
は
「
人
間
は
悪
漢
で
も
英
雄
で
も
な

い
、
む
し
ろ
悪
漢
と
英
雄
と
の
両
方
だ
」（
一
六
五
）
と
の
主
張
に
見
ら
れ
る
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
全
体
主
義
の
人
間
観
と
民
主
主
義
の
人
間
観
と
い
う
現
代
を
代
表
す
る
二
つ
の
人
間
観
と
共
に
、
そ
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135 M・L・キングの人間論

の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
無
神
論
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
同
じ
範
疇
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
キ
ン
グ
が
擁
護
す
る
の
は
、
聖
書
の

人
間
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
主
主
義
の
人
間
観
に
近
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
い
る
が
、
神
の
視
点
を
持
つ
点
で
根
本
的
に
異
な
る
。

そ
れ
で
は
、
キ
ン
グ
が
語
る
聖
書
の
人
間
観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

ま
ず
キ
ン
グ
が
指
摘
す
る
聖
書
の
人
間
観
は
、
人
間
が
肉
体
と
精
神
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
人

間
は
ま
ず
「
物
理
的
な
身
体
を
持
つ
生
物
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
時
間
と
空
間
の
制
限
」
の
中
に
、
す
な
わ
ち
「
自
然
」
の
中
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
身
体
自
体
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
が
、
悪
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
創
世
記
に
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
善
だ
か
ら
で
あ
る
（
そ
れ
に
対
し
、
キ
ン
グ
は
悪
の
根
源
を
「
意
志
」
に
見
て
い
る
）。

し
た
が
っ
て
キ
ン
グ
は
、
人
間
は
「
肉
体
的
・
物
質
的
な
幸
福
に
つ
い
て
の
関
心
」
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
視
点
か
ら
、
宗
教
に
関
し
て
も
、「
人
々
の
魂
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
い
な
が
ら
、
魂
を
堕
落
さ
せ
る
社
会
的
諸
条
件
や
、

魂
を
損
な
う
経
済
的
諸
条
件
に
つ
い
て
関
心
を
持
た
な
い
宗
教
は
、
怠
惰
な
宗
教
で
あ
り
、
新
し
い
血
液
を
必
要
と
す
る
」（
一
六
七
）
と

の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
扱
う
「
完
全
な
生
命
の
三
次
元
」
で
、
改
め
て
触
れ
た
い
と
思
う
。

し
か
し
ま
た
、
人
間
は
同
時
に
精
神
的
、
霊
的
存
在
で
も
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
人
間
の
二
つ
の
能
力
に
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
は
、
人
間
が
「
自
然
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
自
然
を
超
越
し
て
い
る
」
能
力
で
あ
り
、
第
二
に
は
「
創
造
的
な
事
柄
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
能
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
霊
的
性
質
を
、
キ
ン
グ
は
「
自
由
」（freedom

）
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
由
こ

そ
が
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
は
、
彼
の
運
命
の
枠
内
で
自
由
に
活
動
で
き
る
が
ゆ
え
に

人
間
な
の
で
あ
る
」（
一
六
九
）。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
力
は
「
決
断
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
「
自
由
に

熟
考
し
、
決
断
を
下
し
、
二
つ
の
道
の
間
で
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
、
悪
を
な
す
か
、
善
を
な
す
か
の
自
由
、
高
い
美
の
道
を

歩
く
か
、
醜
い
退
廃
の
低
い
道
を
た
ど
る
か
の
自
由
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
と
区
別
さ
れ
る
」（
一
六
九
）
3
（

）。
そ
し
て
キ
ン
グ
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は
、
こ
の
自
由
を
、
聖
書
が
語
る
「
神
の
像
」（im

ago dei / im
age of G

od

）
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
人
間
を
何
よ
り
も
肉
体
的
・
精
神
的
存
在
と
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
基
本
的
理
解
に
加
え
、
聖
書
の
人

間
観
に
お
い
て
重
要
な
の
は
「
罪
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
記
の
キ
ン
グ
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
低
い
道
」
を
選
ん
で
し
ま
う
「
悪

へ
の
傾
向
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
身
近
な
こ
と
で
言
え
ば
、
本
当
の
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
「
う
そ
」
を
つ
く
こ
と
で
あ
り
、

正
し
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
「
正
義
」
に
悖
る
こ
と
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
個
人
の
み
な
ら
ず
集
団
に
お
い
て
も
生
じ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
罪
深
さ
は
個
人
の
そ
れ
を
遥
か
に
超
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・

ニ
ー
バ
ー
の
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』（R

einhold N
iebuhr, M

oral M
an and Im

m
oral Society, C

harles Scribner ’s Sons, 

1932

）
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
人
間
は
、
グ
ル
ー
プ
や
部
族
、
人
種
、
国
家
な
ど
に
集
団
化
さ
れ

た
場
合
、
し
ば
し
ば
、
下
等
動
物
の
中
で
さ
え
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
程
度
の
野
蛮
さ
に
ま
で
落
ち
て
し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
非
道
徳

的
社
会
の
悲
劇
的
な
表
現
を
、
白
人
優
位
主
義
と
両
世
界
大
戦
の
恐
怖
の
中
に
見
る
。
白
人
優
位
主
義
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
黒
人
を
、

搾
取
の
奈
落
に
放
り
こ
み
、
世
界
大
戦
の
恐
怖
は
、
戦
場
を
血
で
ぬ
ら
し
、
国
家
の
負
債
を
黄
金
の
山
よ
り
も
高
く
し
、
多
数
の
精
神
異
常

者
や
身
体
障
害
者
を
生
み
出
し
、
寡
婦
と
孤
児
の
国
を
残
し
て
い
っ
た
」（
一
七
〇
）。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
は
深
い
罪
の
問
題
が
あ
り
、

そ
れ
が
聖
書
の
人
間
観
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
罪
の
問
題
が
、
上
記
の
引
用
に
も
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
に
お
け
る
よ
り
も
集
団
に
お
い
て
重
く
受
け
止
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
人
種
問
題
と
直
結

し
、
社
会
悪
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幼
い
時
か
ら
不
当
な
人
種
差
別
の
悲
惨
さ
を
味
わ
わ
さ
れ
、
社
会
意
識
に

目
覚
め
た
時
か
ら
人
種
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
避
け
難
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
キ
ン
グ
に
お
い
て
は
個
人
の
罪
の
問
題
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
り
、

そ
こ
に
キ
ン
グ
の
問
題
点
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
改
め
て
扱
い
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
罪
の
問
題
に
対
し
て
聖
書
が
語
る
の
は
、
神
の
「
救
済
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
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137 M・L・キングの人間論

は
「
罪
を
赦
す
神
の
恩
寵
を
必
要
と
し
て
い
る
罪
人
」（
一
七
〇
）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
救
済
は
、
罪
人
が
神
に
立
ち
返
る
こ
と

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
に
記
さ
れ
た
放
蕩
息
子
の
た
と
え
話
を
引
用
し
な
が

ら
、
父
親
の
家
を
離
れ
遠
い
国
で
放
蕩
に
身
を
持
ち
崩
し
た
放
蕩
息
子
が
父
親
の
家
に
帰
っ
た
よ
う
に
、
神
へ
立
ち
返
る
こ
と
の
必
要
性
を

語
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
個
人
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
文
明
に
対
し
て
も
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
に
対
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
と

言
う
（
こ
こ
で
も
、
キ
ン
グ
は
集
団
と
し
て
の
罪
を
重
視
し
て
い
る
）。
因
み
に
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
、
キ
ン
グ
は
神
の
呼
び
か
け
と

し
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
隔
離
と
差
別
待
遇
と
い
う
遠
い
国
で
、
あ
な
た
が
た
は
一
千
九
百
万
人
に
の
ぼ
る
黒
人
同
胞
を
抑
圧
し
、
経
済

的
に
拘
束
し
、
隔ゲ

ッ

ト

ー

離
地
域
に
追
い
や
っ
て
き
た
。
ま
た
あ
な
た
が
た
は
、
彼
ら
か
ら
自
尊
心
と
威
厳
を
奪
い
、
彼
ら
が
取
る
に
足
ら
な
い
も

の
で
あ
る
と
思
わ
せ
た
。
神
に
あ
る
父
の
資
格
と
兄
弟
愛
と
民
主
主
義
と
い
う
あ
な
た
が
た
の
本
当
の
家
に
も
ど
れ
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
も

あ
な
た
が
た
を
受
け
い
れ
、
真
に
偉
大
な
国
家
と
な
る
新
し
い
機
会
を
与
え
よ
う
」（
一
七
二
）。
こ
こ
で
キ
ン
グ
は
、
集
団
と
し
て
の
罪
を

語
り
、
集
団
の
神
へ
の
立
ち
返
り
を
訴
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
現
す
る
の
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
罪
を
赦
す
神
の
恩
寵
」

が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
慈
愛
に
満
ち
た
父
親
が
両
手
を
広
げ
、
い
い
つ
く
せ
な
い
喜
び
に
満
た
さ
れ
て
待
ち
受
け
て
い

る
」（
一
七
二
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
神
の
恩
寵
を
前
提
と
し
て
初
め
て
こ
の
立
ち
返
り
は
可
能
な
の
で
あ
り
、
こ
の
立
ち
返

り
こ
そ
が
、
個
人
的
に
も
集
団
的
に
も
、
人
間
の
行
く
べ
き
道
な
の
で
あ
る
）
4
（

。

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
、
一
点
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
に
対
す
る
キ
ン
グ
の
肯
定
的
理
解
で
あ
る
。
今
見
た
よ
う

に
、
キ
ン
グ
も
、
他
の
神
学
者
た
ち
と
同
じ
く
、
人
間
を
罪
の
中
に
い
る
存
在
と
見
て
い
る
が
、
そ
の
罪
の
程
度
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か

で
は
相
違
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
ン
グ
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
の
罪
を
非
常
に
厳
し
く
見
つ

め
た
が
、
キ
ン
グ
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
似
た
よ
う
な
相
違
は
、
こ
の
人
間
理
解
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
神
へ
の
立
ち
返
り
に
つ
い
て
も
、
キ
ン
グ
は
神
の
恩
寵
と
同
時
に
人
間
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
語
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン

グ
は
二
つ
の
点
に
お
い
て
、
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。
一
つ
は
人
間
の
「
気
づ
き
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
人
間
の
立
ち
返
る
力
で
あ
る
。
前
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者
に
つ
い
て
は
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
人
間
は
と
も
す
れ
ば
、
品
位
を
落
と
す
よ
う
な
低
い
平
面
で
生
き
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と
は

い
え
、
何
か
が
、
彼
に
、
自
分
は
そ
の
た
め
に
造
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
だ
。
彼
は
、
屈
辱
を
受
け
て

ほ
こ
り
の
中
を
よ
た
よ
た
歩
い
て
い
る
時
で
も
、
自
分
は
天
の
星
の
よ
う
に
仰
が
れ
る
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
ら

れ
る
も
の
だ
。
人
間
は
同
僚
に
愚
行
を
は
た
ら
く
時
で
も
、
口
や
か
ま
し
い
内
な
る
声
が
、
彼
は
永
遠
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
語

る
も
の
で
あ
る
。
神
が
わ
れ
わ
れ
を
し
っ
か
り
と
捕
え
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
間
違
っ
た
こ
と
を
す
る
時
で
も
正
し
い
と
思
い
、
不

自
然
な
こ
と
を
す
る
場
合
で
も
自
然
な
よ
う
に
思
う
こ
と
を
決
し
て
許
さ
な
い
だ
ろ
う
」（
一
七
一
）。
こ
れ
を
「
良
心
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
が
、
キ
ン
グ
は
そ
う
し
た
「
内
な
る
声
」
が
人
間
の
中
に
は
あ
っ
て
、
悪
の
中
に
あ
っ
て
も
人
間
に
そ
れ
を
気
づ
か
せ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
キ
ン
グ
は
、「
個
人
個
人
と
し
て
、
ま
た
世
界
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
高
く
、
尊
く
、
善

良
な
こ
と
の
た
め
に
造
ら
れ
て
」
い
る
と
語
る
（
一
七
二
）。
す
な
わ
ち
、
神
へ
と
立
ち
返
る
べ
く
造
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
力
を

持
つ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
に
つ
い
て
の
肯
定
的
考
え
は
、
キ
ン
グ
の
人
間
論
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
個

人
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
集
団
に
お
い
て
も
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
．
人
間
論
（
2
）
――
完
全
な
生
命
の
三
次
元

以
上
に
お
い
て
、
キ
ン
グ
の
人
間
論
の
概
要
を
検
討
し
た
が
、
次
に
キ
ン
グ
の
人
間
論
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
側
面
に
注
目
し
た
い
と
思

う
。
そ
れ
は
人
間
の
「
完
全
な
生
命
の
三
次
元
」
と
い
う
キ
ン
グ
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
ン
グ
が
繰
り
返
し
行
っ
た
同
名
の
説
教

の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
主
張
で
、
こ
れ
は
キ
ン
グ
の
社
会
活
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
考
え
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
キ
ン
グ
は
、
一
九

歳
で
牧
師
に
な
り
三
九
歳
で
暗
殺
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
〇
年
の
牧
師
生
活
の
中
で
、
こ
の
「
完
全
な
生
命
の
三
次
元
」
と
い
う
説
教
を
少
な
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く
と
も
一
〇
回
前
後
行
っ
て
い
る
。
し
か
も
重
要
な
時
期
に
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
。
最
初
に
行
っ
た
の
は
一
九
五
三
年
九
月
で
、
父
親
が

牧
会
す
る
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
数
ヵ
月
後
の
一
九
五
四
年
一
月
に
、
デ
ク
ス
タ
ー
・
ア

ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
、
い
わ
ゆ
る
「
お
見
合
い
」
説
教
に
お
い
て
も
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
将
来
の
招
聘
の
可
能
性
を
前
提

と
し
た
説
教
で
、
そ
の
説
教
の
如
何
に
よ
っ
て
招
聘
の
是
非
が
ほ
ぼ
決
定
す
る
重
要
な
説
教
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
キ
ン
グ
は
、
自
分
の

取
っ
て
置
き
の
最
も
自
信
の
あ
る
説
教
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
説
教
が
こ
の
「
完
全
な
生
命
の
三
次
元
」
で
あ
っ
た
。
キ
ン
グ

は
ま
た
、
六
年
後
の
一
九
六
〇
年
二
月
に
、
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
父
親
の
共
同
牧
師
と
し
て
再
出
発
す
る
時
、
改
め
て
こ
の

説
教
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
六
四
年
一
二
月
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
す
る
た
め
オ
ス
ロ
に
向
か
う
途
中
立
ち
寄
っ
た
ロ
ン
ド

ン
の
聖
パ
ウ
ロ
大
聖
堂
で
も
こ
の
説
教
を
行
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
こ
の
説
教
は
キ
ン
グ
に
と
っ
て
お
気
に
入
り
の
説
教
で
あ
っ
た
が
）
5
（

、
そ

れ
は
何
よ
り
も
自
分
の
理
念
と
す
る
と
こ
ろ
を
最
も
端
的
に
、
し
か
も
印
象
深
く
語
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
）
6
（

。
そ
の
意
味
で

も
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
完
全
な
生
命
の
三
次
元
」
と
い
う
主
張
は
、
キ
ン
グ
の
重
要
な
考
え
で
あ
る
と
言
え
る
）
7
（

。

キ
ン
グ
は
、
こ
の
説
教
に
お
い
て
、
初
め
に
、
人
間
の
生
活
に
は
個
人
生
活
に
お
い
て
も
集
団
生
活
に
お
い
て
も
「
悲
し
む
べ
き
不
完
全

さ
と
痛
ま
し
い
不
公
平
」（
一
二
八
）
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
こ
に
は
偉
大
な
個
人
や
国
家

や
文
明
が
存
在
し
て
き
た
が
、
し
か
し
そ
の
多
く
に
は
同
時
に
「
し
か
し
」
と
言
っ
て
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悲
惨
や
邪
悪
や
不
正
が

あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
の
最
も
偉
大
な
文
明
も
、
そ
の
多
く
は
、
た
だ
あ
る
面
で
偉
大
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
偉
人

た
ち
の
多
く
も
、
た
だ
あ
る
方
面
で
偉
い
だ
け
で
、
ほ
か
の
点
で
は
低
級
で
下
劣
な
人
た
ち
な
の
で
あ
る
」（
一
三
〇
）
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
た
同
時
に
、
そ
う
し
た
不
完
全
さ
・
悲
惨
さ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
キ
ン
グ
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
二
一

章
一
六
節
の
言
葉
、「（
天
に
あ
る
聖
都
エ
ル
サ
レ
ム
の
）
長
さ
と
幅
と
高
さ
と
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
」（
口
語
訳
、
以
下
同
）
に
基

づ
い
て
、
生
命
の
持
つ
完
全
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
完
全
な
生
命
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
聖
句
に
示
さ
れ
て
い

る
三
つ
の
次
元
――
長
さ
、
幅
、
高
さ
の
三
次
元
を
持
っ
て
い
る
。
生
命
の
『
長
さ
』
と
は
、
人
間
の
個
人
的
目
標
と
野
望
を
達
し
よ
う
と
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す
る
内
面
的
衝
動
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
繁
栄
と
功
績
に
対
す
る
内
面
的
関
心
で
あ
る
。
生
命
の
『
幅
』
と
は
、
他
の
人
々
の
幸
福
に
対
す

る
外
向
き
の
関
心
で
あ
る
。
生
命
の
『
高
さ
』
と
は
、
神
に
む
か
う
上
へ
の
ひ
ろ
が
り
で
あ
る
」（
一
三
〇
）。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、
生

命
は
自
分
と
他
者
と
神
と
い
う
三
つ
の
次
元
が
そ
れ
ぞ
れ
十
分
に
充
足
す
る
仕
方
に
お
い
て
初
め
て
完
全
な
も
の
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
人
間
に
つ
い
て
の
こ
の
見
方
が
、
キ
ン
グ
が
説
教
し
、
牧
会
し
、
そ
し
て
社
会
運
動
を
展
開
す
る
時
、
絶
え
ず
そ
の
土
台
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
語
ら
れ
る
「
長
さ
」、「
幅
」、「
高
さ
」
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
の
語
る
と
こ
ろ
に
耳
を

傾
け
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
生
命
の
「
長
さ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
人
間
の
個
人
的
目
標
と
野
望
を
達
し
よ
う
と
す
る
内

面
的
衝
動
」
で
あ
り
、「
自
分
自
身
の
繁
栄
と
功
績
に
対
す
る
内
面
的
関
心
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
自
己
の
内
な
る
力
を
発
展
さ
せ
る

こ
と
に
た
い
す
る
個
人
的
関
心
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
言
で
言
え
ば
、「
生
命
の
利
己
的
次
元
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ

ン
グ
は
、「
健
全
な
仕
方
で
」
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
自
己
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
」
こ
と
の
大
切
さ
を
指
摘
す
る
。
し
か

し
、
同
時
に
、「
自
分
の
生
涯
の
使
命
を
見
出
す
責
任
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
あ
る
目
的

を
果
た
す
能
力
」
を
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
使
命
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
人
間
の
責
任
で
も
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
キ
ン
グ
は
、
人
間
は
一
人
ひ
と
り
、「
自
分
は
何
の
た
め
に
造
ら
れ
て
い
る
か
」
を
知
り
、「
気
高
い
目
的
意
識
と
強
固
な
決

意
」
を
持
っ
て
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
全
力
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
教
す
る
（
一
三
〇
―
一
三
一
）。
す
な
わ
ち
、「
自
己
達
成
」

に
向
か
っ
て
の
こ
の
「
前
進
」
こ
そ
、
人
間
の
生
命
の
「
長
さ
」
な
の
で
あ
る
（
一
三
五
）。

次
に
生
命
の
「
幅
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
他
者
の
幸
福
へ
の
関
心
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
人
間
が
利
己
主
義
に

と
ど
ま
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
本
質
的
な
あ
り
方
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
人
間

は
本
質
的
に
、
こ
の
幅
を
必
要
と
し
て
い
る
し
、
ま
た
求
め
ら
れ
て
も
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
ま
ず
、
聖
書
が
語
る
最
後
の

審
判
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
五
章
）
に
つ
い
て
言
及
し
、
最
後
の
審
判
で
の
羊
（
救
い
に
至
る
者
）
と
山
羊
（
滅
び
に
至
る
者
）
を
選
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別
す
る
基
準
は
、「
ど
れ
だ
け
多
く
の
こ
と
を
ほ
か
の
人
々
の
た
め
に
し
た
か
」
に
あ
る
と
語
る
。
キ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
「
創
造
的
な
愛
他

主
義
（altruism

）」（
一
三
六
）
と
呼
ぶ
が
、
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
「
生
命
の
主
」
で
あ
る
神
の
審
判
の
基
準
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
人
間
一
人
ひ
と
り
に
求
め
ら
れ
て
い
る
生
き
方
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
他
者
へ
の
関
心
は
、
さ
ら
に
社
会
学
的
に
見
て
も
人
間
の
生
命
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「『
我
』
は
『
汝
』
な
し
に
は
完
成
の
域
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
は
ほ
か

の
も
ろ
も
ろ
の
自
己
な
し
に
は
自
己
で
す
ら
あ
り
え
な
い
。
社
会
心
理
学
者
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ほ
か
の
人
格
と
互
い
に
影
響
し
あ
わ
な
い
か

ぎ
り
、
ほ
ん
と
う
に
人
格
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
す
べ
て
の
生
命
は
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
は
す
べ

て
お
互
い
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
」（
一
三
六
）。
ま
た
他
の
説
教
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
本
当
の
意
味
で
、
す
べ
て

の
生
命
が
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
、
相
互
関
係
と
い
う
網
の
目
に
し
っ
か
り
と
捕
え
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
一
枚
の

運
命
の
衣
に
く
る
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
あ
る
一
人
の
人
に
直
接
影
響
す
る
も
の
は
何
で
も
、
す
べ
て
の
人
に
間
接
的
な
影
響
を
与

え
る
。
君
が
当
然
な
る
べ
き
も
の
に
な
っ
て
く
れ
な
い
う
ち
は
、
私
も
私
が
当
然
な
る
べ
き
も
の
に
な
れ
な
い
し
、
私
が
当
然
な
る
べ
き
も

の
に
な
ら
な
い
う
ち
は
、
君
も
君
と
し
て
当
然
の
も
の
に
な
れ
な
い
の
だ
」（
一
〇
四
）
8
（

）。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
人
間
は
社
会
的
意
味

に
お
い
て
も
倫
理
的
意
味
に
お
い
て
も
相
互
依
存
的
で
あ
る
と
語
る
。
そ
し
て
、
特
に
キ
ン
グ
の
取
り
組
ん
だ
社
会
正
義
を
求
め
る
闘
い
に

お
い
て
は
、
人
格
の
相
互
形
成
と
い
う
倫
理
的
意
味
の
重
要
性
は
大
き
い
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
キ
ン
グ
は
、
個
々
人
の
人
格
の
形
成
に
お
い
て
も
、
ま
た
社
会
の
形
成
に
お
い
て
も
、
人
々
は
相
互
依
存
的
で
あ
る
こ
と
を

語
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
人
種
問
題
や
国
際
関
係
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
人
種
問
題
に
関
し
て
は
、「
人
種
関
係

に
お
け
る
緊
張
は
、
わ
れ
わ
れ
の
白
人
の
兄
弟
た
ち
の
多
く
が
、
生
命
の
『
長
さ
』
――
つ
ま
り
彼
ら
の
経
済
上
の
特
権
的
地
位
、
政
治
勢

力
、
社
会
的
地
位
、
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
『
生
活
様
式
』
な
ど
に
必
要
以
上
に
関
心
を
持
ち
過
ぎ
て
い
る
結
果
で
あ
る
」（
一
三
七
）
と
言
っ

て
断
罪
し
て
い
る
。
ま
た
国
際
関
係
に
関
し
て
も
、
ど
の
国
も
相
互
依
存
の
中
に
あ
り
、「
国
家
も
個
人
も
、
孤
独
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
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は
で
き
な
い
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
改
め
て
こ
う
結
論
づ
け
る
。「
人
類
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
の
認
識
と
、
ほ
か
の
人
々
の
幸
福

に
対
す
る
兄
弟
と
し
て
の
積
極
的
な
配
慮
と
が
、
人
間
の
生
命
の
『
幅
』
な
の
で
あ
る
」（
一
三
九
）。

最
後
に
生
命
の
「
高
さ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
へ
の
関
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
高
さ
へ
の
関
心
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
人
間
が

抱
く
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
多
く
の
者
は
神
へ
の
関
心
な
し
に
生
き
て
い
る
。
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
、
一
部
は

明
確
な
理
性
的
懐
疑
か
ら
無
神
論
者
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
「
実
践
的
無
神
論
者
」
だ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
彼
ら
は
あ
ま
り

に
も
こ
の
世
の
事
柄
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
る
の
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
唯
物
主
義
の
風
潮
に
押
し
流
さ
れ
た
り
、
世
俗
主
義
の
混
濁
し
た

流
れ
の
中
で
足
踏
み
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
」（
一
四
〇
）
人
々
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
は
、
人
間
に
は
唯
物
論
で
は

説
明
で
き
な
い
「
霊
的
経
験
」
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
目
に
見
え
る
世
界
を
超
え
て
、
世
界
を
世
界
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ

は
人
間
に
関
し
て
言
え
ば
「
人
格
」
で
あ
り
、
宇
宙
に
関
し
て
言
え
ば
「
神
」（
人
格
神
）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
深
く
対
応
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
前
者
に
関
し
て
は
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
諸
君
は
決
し
て
、
私
を
私
た
ら
し
め
て
い
る
『
私
』
を
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
私
は
、
諸
君
を
諸
君
た
ら
し
め
て
い
る
『
諸
君
』
を
ど
う
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
人
格

（personality

）
と
呼
ん
で
い
る
見
え
な
い
何
も
の
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が
肉
体
的
に
見
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
て
い
る
」（
一
四
一
―
一
四
二
）。

ま
た
後
者
に
関
し
て
は
、
こ
の
宇
宙
に
神
が
存
在
す
る
と
断
言
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
知
的
・
客
観
的
に
認
識
で
き
る
の
で
は
な
く
、
キ

ン
グ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
「
わ
れ
わ
れ
の
生
命
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
を
通
し
て
の
み
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
を
知
る
の
だ
。
キ
リ
ス
ト
が
神
で
あ
る
ば
か
り
か
、
神
が
キ
リ
ス
ト
で
も
あ
り
給

う
。
キ
リ
ス
ト
は
肉
と
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
時
間
と
い
う
言
葉
に
翻
訳
さ
れ
た
永
遠
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
わ

れ
わ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
道
に
完
全
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
を
知
り
ま
つ
る
と
い
う
信
仰
上
の
驚
く
べ
き
行
為
に
あ
ず

か
る
わ
け
で
あ
る
」（
一
四
四
）。
こ
の
よ
う
に
キ
ン
グ
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
知
ら
さ
れ
る
神
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
を

求
め
る
よ
う
に
、
し
か
も
「
最
優
先
的
に
」
求
め
る
よ
う
に
と
説
教
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
神
の
救
い
の
力
を
人
々
に
与
え
、
完
全
な
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生
命
を
形
作
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
諸
君
の
人
生
と
い
う
船
が
最
後
の
港

に
た
ど
り
つ
く
ま
で
に
は
、
長
い
逆
巻
く
嵐
、
吠
え
た
け
る
風
、
そ
し
て
荒
れ
狂
う
波
が
心
を
萎
え
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
諸
君
は
、
神
に

た
い
す
る
深
く
忍
耐
強
い
信
仰
を
持
た
な
け
れ
ば
、
遅
延
や
失
望
や
避
け
ら
れ
な
い
浮
き
沈
み
に
直
面
し
て
無
力
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
神
な

し
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
も
灰
燼
に
帰
し
、
わ
れ
わ
れ
の
日
の
出
も
暗
黒
の
夜
に
変
わ
っ
て
し
ま
お
う
。
神
を
ぬ
き
に
し
た
生

活
は
、
決
定
的
な
シ
ー
ン
の
欠
け
た
無
意
味
な
劇
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
神
と
一
緒
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
緊
張
に
満
ち
た
谷
間
か
ら
は

い
出
し
て
、
内
面
的
平
和
の
雄
大
な
高
み
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
人
生
の
最
も
憂
鬱
な
夜
の
間
と
は
対
照
的
な
輝
く
希
望
の
星

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」（
一
四
二
―
一
四
三
）。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
生
命
の
三
つ
の
次
元
で
あ
る
「
長
さ
」、「
幅
」、「
高
さ
」
に
つ
い
て
語
る
が
、
こ
れ
は
、
キ
ン
グ
自
身
が
語
る

よ
う
に
、
イ
エ
ス
が
語
っ
た
二
つ
の
戒
め
、
す
な
わ
ち
「
心
を
つ
く
し
、
精
神
を
つ
く
し
、
思
い
を
つ
く
し
て
、
主
な
る
あ
な
た
の
神
を
愛

せ
よ
」
と
の
第
一
の
戒
め
と
、「
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
あ
な
た
の
隣
り
人
を
愛
せ
よ
」
と
の
第
二
の
戒
め
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
二

章
三
七
―
三
九
節
）
を
語
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
に
対
す
る
愛
、
他
者
に
対
す
る
愛
、
神
に
対
す
る
愛
を
生
き

る
こ
と
が
「
完
全
な
生
命
」
を
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
最
終
的
に
目
指
さ
れ
て
い
る
「
神
の
子
」
と
な
る
こ
と
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
完
全
さ
に
達
し
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
真
の
神
の
子
ら
（sons of G

od

）
と
な
れ
る
の
で
あ
る
」（
一
四
五
）。

3
．
人
格
論
（
1
）
――
神
学
的
考
察
：
「
神
の
像
」
と
し
て
の
自
由

以
上
見
た
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
基
本
的
に
は
聖
書
に
基
づ
く
伝
統
的
な
人
間
観
に
立
ち
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
全
人
的
に
そ
れ
を
理
解
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
つ
の
痛
烈
な
批
判
と
反
省
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
た
ち
は
あ
ま
り
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に
も
長
い
間
社
会
的
偏
見
と
経
済
的
搾
取
の
下
に
置
か
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
き
た
救
済
が
、
し
ば
し
ば
黒
人
の
教
会
に
お
い
て

も
、
死
後
の
世
界
に
の
み
求
め
ら
れ
、
現
実
に
対
す
る
真
剣
な
取
り
組
み
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
ン

グ
は
、
そ
う
し
た
批
判
と
反
省
の
中
で
、
特
に
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ラ
ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
（W

alter R
auschenbusch

）
の
社
会
的
福
音
に
大

い
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
こ
う
し
た
全
人
的
視
点
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
視
点
が
、
キ
ン
グ

た
ち
の
運
動
を
強
力
に
突
き
動
か
す
原
動
力
に
な
っ
た
の
は
、
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
キ
ン
グ
の
人
間
理
解
に
お
い
て
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
人
間
を
「
人
格
」
と
し
て
理
解
し
て
い

る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
理
解
は
、
上
述
の
内
容
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
ン
グ
は
こ
の
人
格

に
こ
そ
人
間
の
最
高
の
価
値
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
を
改
め
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

キ
ン
グ
は
、
特
に
ク
ロ
ー
ザ
ー
神
学
校
で
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
出
身
の
教
授
陣
た
ち
を
通
し
て
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
脈
打
つ
人
格
主
義
思
想
に

出
会
い
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
ボ
ス
ト
ン
大
学
大
学
院
へ
の
進
学
の
大
き
な
動
機
と
も
な
り
、
ま
た
そ
こ

で
仕
上
げ
た
博
士
論
文
「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
・
ウ
ィ
ー
マ
ン
の
思
想
に
お
け
る
神
観
念
の
比
較
」
は
、
二
人

の
神
学
者
の
思
想
を
批
判
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
同
時
に
「
人
格
神
」
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
）
9
（

。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ

に
は
一
貫
し
て
人
格
主
義
に
対
す
る
深
い
関
心
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
後
、
期
せ
ず
し
て
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
で

の
バ
ス
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
闘
争
や
そ
の
後
の
公
民
権
運
動
に
お
い
て
、
キ
ン
グ
の
重
要
な
価
値
基
準
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が

ら
、
キ
ン
グ
は
し
ば
し
ば
人
格
に
つ
い
て
言
及
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
述
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
、
や

む
を
得
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
ン
グ
は
そ
も
そ
も
そ
う
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
神
学
的
著
述
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
、
も
う
一
つ
大
き
な
理
由
は
、
そ
し
て
こ
ち
ら
の
方
が
も
っ
と
本
質
的
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
人
格
論
自
体
が
直
接
的
・
客
観
的
に
論
じ
る
こ
と
が
困
難
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
格
と
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宇
宙
を
宇
宙
た
ら
し
め
る
も
の
が
神
で
あ
る
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よ
う
に
、
直
接
的
・
客
観
的
に
は
把
握
困
難
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
通
常
の
認
識
を
超
え
て
い
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
は

神
と
同
様
に
神
聖
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
隔
離
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、「
隔
離
は
人
格
の
神
聖
さ
（sacredness of hum

an 

personality
）
を
否
定
し
て
い
る
」
と
語
り
、
ま
た
人
間
を
「
非
人
格
化
す
る
」（depersonalize

）
こ
と
は
「
人
間
本
来
の
神
聖
性
を
汚

す
こ
と
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
が
）
10
（

、
そ
う
し
た
神
聖
さ
を
持
つ
の
が
人
格
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
、
本
質
的
に
は
、
む
し
ろ

間
接
的
・
主
観
的
（
経
験
的
）
に
把
握
さ
れ
る
も
の
と
言
え
る
。
キ
ン
グ
は
、
博
士
論
文
に
お
い
て
、
存
在
論
的
立
場
に
立
つ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

と
実
証
主
義
的
立
場
に
立
つ
ウ
ィ
ー
マ
ン
と
を
批
判
す
る
仕
方
で
、
人
格
神
に
つ
い
て
間
接
的
・
否
定
媒
介
的
に
語
っ
た
が
、
本
質
的
に
は

そ
う
い
う
仕
方
で
し
か
語
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人
間
の
人
格
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
キ
ン
グ
の
表

現
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
そ
の
両
方
の
視
点
か
ら
キ
ン
グ
が
語
る
と

こ
ろ
の
人
格
論
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
人
格
に
つ
い
て
の
よ
り
直
接
的
・
客
観
的
言
及
で
あ
る
が
、
キ
ン
グ
は
何
よ
り
も
、
人
格
を
人
格
神
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
聖
書
が
語
る
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
像
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
何
よ
り
も
神
の
像
と
し
て
人
格
神
に
似
せ

て
創
造
さ
れ
た
人
格
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
掛
け
替
え
の
な
い
価
値
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
こ
う

語
っ
て
い
る
。「『
神
の
像
』
は
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
平
等
の
分
け
前
で
、
普
遍
的
に
分
か
ち
合
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈

す
べ
て
の
人
間
は
、
そ
の
人
格
の
な
か
に
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
創
造
主
の
刻
印
を
刻
み
こ
ん
で
い
る
の
だ
。
す
べ
て
の
人
間
は
、
神
が
愛

し
給
う
が
ゆ
え
に
尊
敬
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
中
略
﹈
人
間
の
価
値
は
、
神
と
の
関
係
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。
個
々
の
人
間
は
、

神
に
対
す
る
価
値
を
抱
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
価
値
が
あ
る
）
11
（

」。
キ
ン
グ
は
、「
神
の
像
」
が
す
べ
て
の
人
間
の
人
格
に
刻
み
込
ま
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
価
値
が
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
に
人
間
の
尊
厳
を
見
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
人
間
の
人
格
を
人
格
神
に
対
応
す
る
神
の
像
と
い
う
視
点
か
ら
語
る
が
、
ま
ず
初
め
に
確
認
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
人
格
」
概
念
は
有
限
な
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
れ
を
神
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る

ky6015キン�人間論cB.indd   145 16.1.26   11:42:34 PM



146

こ
と
で
あ
る
）
12
（

。
し
か
し
、
キ
ン
グ
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
人
格
そ
の
も
の
は
決
し
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
神
は
人
格
的
で
あ
る
と
語
る
こ
と
は
、
神
を
他
の
諸
対
象
と
並
ぶ
有
限
な
一
対
象
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
人
間
の
人
格
の
諸
限
定

を
神
に
帰
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
最
も
卓
越
し
た
気
高
い
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
中
に
取
り
入
れ
、
そ
れ
が
神
に
お
い
て

完
全
に
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
な
の
だ
。
人
間
の
人
格
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
人
格
そ
の

も
の
は
如
何
な
る
必
然
的
な
限
界
を
も
持
た
な
い
。
そ
れ
は
自
己
意
識
と
自
己
方
向
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
）
13
（

」。
キ
ン
グ
研
究
者
の
ル
フ

ス
・
バ
ロ
ウ
（R

ufus B
urrow

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
キ
ン
グ
の
言
及
は
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
恩
師
ボ
ー
デ
ン
・
バ
ウ
ン
（B

orden P. B
ow

ne

）

の
思
想
に
依
拠
し
て
い
て
、
こ
の
最
後
の
「
そ
れ
は
自
己
意
識
と
自
己
方
向
（self-consciousness and self-direction

）
を
意
味
す
る
に

過
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
人
格
に
は
「
身
体
性
と
か
依
存
的
限
界
と
い
っ
た
意
味
」
は
全
く
な
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
限
界
を
持
た
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
14
（

。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
人
格
と
は
、
神
の
無
限
の
豊
か
さ
に
開
か
れ
、
そ
れ
へ
と
方
向
づ
け
ら

れ
、
ま
た
そ
れ
を
意
識
す
る
主
体
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
仕
方
で
神
に
応
答
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

「
神
の
像
」
と
し
て
キ
ン
グ
が
語
る
人
間
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
神
の
像
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
何
を
語
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
て

き
た
が
、
キ
ン
グ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
「
自
由
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
は
、「
こ
の
『
神
の
像
』

に
つ
い
て
、
ほ
か
の
思
想
家
た
ち
は
、
交
わ
り
、
応
答
性
、
理
性
、
良
心
な
ど
か
ら
解
釈
し
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
キ
ン
グ
自
身
は
、

「
人
間
の
よ
り
高
い
霊
的
性
質
を
永
続
的
に
表
現
す
る
も
の
は
、
彼
の
自
由
で
あ
る
」
と
語
る
）
15
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
由
こ
そ
、
人
間
を
人

間
た
ら
し
め
て
い
る
本
質
な
の
で
あ
る
）
16
（

。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
が
語
る
人
格
と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
自
由
の
主
体
で
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
自
由
の
主
体
と
し
て
、
人
格
は
決
定
的
な
特
質
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
決

し
て
「
手
段
」
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
キ
ン
グ
は
、「
す
べ
て
の
人
間
は
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
ね
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ば
な
ら
ず
、
た
ん
に
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
語
り
、
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
教
え
を
継
承
す
る
）
17
（

。
す
な
わ
ち
、
自
由

の
主
体
と
し
て
、
人
間
は
あ
く
ま
で
も
「
目
的
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
他
者
や
社
会
や
国
家
に
よ
っ
て
手
段
と
し
て

扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
共
産
主
義
に
対
す
る
批
判
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
人
間
は
神
の
子
供
で

あ
る
か
ら
そ
れ
自
身
で
目
的
で
あ
る
」。「
人
間
は
決
し
て
国
家
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
は
い
な
い
。
逆
に
国
家
こ
そ
人
間
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
て
い
る
の
だ
。
人
間
か
ら
自
由
を
う
ば
う
こ
と
は
、
彼
を
人
間
の
状
態
に
ま
で
た
か
め
な
い
で
、
物
の
状
態
に
つ
き
お
と
す
こ
と
だ
。
人

間
は
断
じ
て
国
家
の
目
的
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
彼
は
、
つ
ね
に
彼
自
身
が
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
）
18
（

」。
ま
た
、
こ
の
引
用
文
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
が
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、

キ
ン
グ
は
そ
の
こ
と
も
否
定
す
る
。
特
に
キ
ン
グ
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
『
我
と
汝
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
我
と
汝
」
の

正
し
い
関
係
か
ら
「
我
と
そ
れ
」
と
い
う
誤
っ
た
関
係
に
陥
れ
、
人
間
を
物
と
し
て
扱
っ
て
き
た
の
が
人
種
隔
離
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の

よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
人
種
的
隔
離
は
、
隔
離
す
る
も
の
と
隔
離
さ
れ
る
も
の
の
魂
を
同
時
に
お
び
や
か
す
。
つ
ま
り
、
隔
離
す
る
も

の
は
隔
離
さ
れ
る
も
の
を
尊
敬
す
べ
き
人
間
と
は
み
な
さ
な
い
で
、
利
用
す
べ
き
物
と
み
な
す
の
だ
。
人
種
的
隔
離
は
、『
わ
た
し
と
あ
な

た
』
の
関
係
を
『
わ
た
し
と
そ
れ
』
の
関
係
に
よ
っ
て
お
き
か
え
る
の
だ
）
19
（

」。

4
．
人
格
論
（
2
）
――
経
験
的
考
察
：
人
間
の
尊
厳

以
上
、
キ
ン
グ
の
論
じ
る
人
格
論
の
概
要
を
検
討
し
た
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
人
格
の
特
質
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
、
人
格
そ
の
も
の

に
つ
い
て
語
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
人
格
そ
の
も
の
が
直
接
的
に
は
語
り
得
る
も
の
で
は
な
い
聖
な
る
も

の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
ン
グ
に
は
、
む
し
ろ
経
験
的
に
人
格
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
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は
し
ば
し
ば
人
格
の
崩
壊
の
危
機
と
し
て
否
定
媒
介
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人

間
と
し
て
の
尊
厳
で
あ
り
、
そ
の
尊
厳
を
通
し
て
人
間
の
人
格
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
の
語

る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
キ
ン
グ
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
パ
ウ
ロ
の
手
紙
」
と
い
う
説
教
の
中
で
、
隔
離
を
人
格
の
観
点
か
ら
こ
う
語
っ
て

い
る
。「
そ
れ
は
魂
を
傷
つ
け
、
人
格
を
退
化
さ
せ
る
（It scars the soul and degrades the personality.

）。
そ
れ
は
差
別
さ
れ
た
者
を

誤
っ
た
劣
等
感
で
苦
し
め
、
一
方
、
差
別
す
る
側
に
対
し
て
は
、
彼
自
身
の
優
越
性
に
関
す
る
誤
っ
た
評
価
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
）
20
（

」。

キ
ン
グ
は
、
隔
離
は
「
人
格
を
退
化
さ
せ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
退
化
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
経
験
に
お
い
て
人
格
を
知
ら

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
、
否
定
媒
介
的
仕
方
に
お
い
て
、
人
格
は
経
験
的
に
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
方
が
、
人

格
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
発
言
と
並
ん
で
、
キ
ン
グ
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今
触
れ

た
よ
う
に
、
人
間
の
尊
厳
（dignity

）
で
あ
る
。
キ
ン
グ
に
は
、
上
記
の
発
言
と
同
様
の
発
言
で
、
そ
れ
を
よ
り
分
析
的
に
語
る
文
章
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
黒
人
の
「
教
育
の
な
い
人
た
ち
の
消
極
的
な
態
度
」
の
根
底
に
あ
る
「
劣
等
感
」
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「
自
尊
心
」
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
な
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。「
だ
が
、

お
そ
ら
く
そ
こ
に
働
い
て
い
る
も
っ
と
基
本
的
な
力
は
、
彼
ら
が
い
だ
く
、
わ
れ
と
わ
が
身
を
腐
ら
せ
る
よ
う
な
劣
等
感
な
の
だ
。
そ
し
て

こ
う
し
た
劣
等
感
は
し
ば
し
ば
彼
ら
に
自
尊
心
が
欠
け
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
示
さ
れ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
自
分
た

ち
が
本
当
に
よ
り
い
い
条
件
を
う
け
と
る
資
格
が
あ
る
の
か
ど
う
か
疑
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
心
は
人
種
的
隔
離
の
制
度
に
余
り
に
も
つ
よ
く

影
響
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
ひ
た
す
ら
お
と
な
し
く
現
状
に
適
応
し
よ
う
と
ば
か
り
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
人
種
的
隔
離
の

最
大
の
悲
劇
な
の
だ
。
そ
れ
は
た
ん
に
彼
ら
を
肉
体
的
に
傷
つ
け
る
ば
か
り
で
な
く
精
神
的
に
も
傷
つ
け
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
精
神
を
お
び

や
か
し
人
格
を
退
化
さ
せ
る
。
そ
れ
は
隔
離
さ
れ
る
人
た
ち
を
誤
っ
た
劣
等
感
で
く
る
し
め
、
他
方
で
は
隔
離
す
る
人
た
ち
に
自
分
た
ち
が

優
越
し
て
い
る
と
い
う
誤
っ
た
評
価
を
確
信
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
た
え
ず
『
お
ま
え
た
ち
は
…
…
以
下
だ
』、『
お
ま
え
た
ち
は
…
…
と
平
等
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で
は
な
い
』
と
い
っ
て
隔
離
さ
れ
る
人
々
の
顔
を
ま
正
面
か
ら
に
ら
み
つ
け
る
制
度
な
の
だ
。
そ
も
そ
も
人
種
的
隔
離
の
制
度
自
体
が
、
モ

ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
の
ニ
グ
ロ
の
消
極
的
な
態
度
の
大
部
分
を
う
み
だ
し
た
責
任
を
お
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ
）
21
（

」。

こ
の
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
、
人
種
差
別
と
人
種
隔
離
の
中
で
、
黒
人
が
劣
等
感
と
い
う
歪
め
ら
れ
た
自
画
像
を
植
え
付
け
ら
れ
、
そ
れ
に

自
ら
も
順
応
し
、
不
安
と
怯
え
の
中
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
人
格
の
「
退
化
」
を
見
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
う
し
た
「
退
化
」
の
中
に
、

す
な
わ
ち
否
定
さ
れ
毀
損
さ
れ
る
人
間
と
し
て
の
尊
厳
の
中
に
、
人
格
の
存
在
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
否
定
媒
介
的

人
格
理
解
は
、
キ
ン
グ
に
お
い
て
、
黒
人
社
会
が
経
験
す
る
最
も
痛
ま
し
い
経
験
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
明
に
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ

れ
は
、
黒
人
の
親
が
、
幼
い
我
が
子
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
存
在
す
る
人
種
差
別
の
こ
と
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
経
験
す
る
悲
惨

さ
で
あ
る
。
そ
の
時
、
子
ど
も
も
親
も
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け
ら
れ
ず
済
む
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
繰
り
返

し
、
こ
の
悲
惨
な
経
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
最
初
は
、
自
分
自
身
が
子
ど
も
と
し
て
経
験
し
た
悲
惨
さ
と
し
て
、
次
に
親
と
し
て
経
験

し
た
悲
惨
さ
と
し
て
、
そ
し
て
最
後
に
す
べ
て
の
黒
人
が
持
つ
苦
し
み
と
し
て
、
こ
の
悲
惨
な
経
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
悲
惨
な
経
験
を
経
験
す
る
度
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
尊
厳
の
否
定
に
、
キ
ン
グ
は
何
よ
り
も
人
格
の
存
在
を
見
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ

で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
の
証
言
に
耳
を
傾
け
た
い
と
思
う
。

ま
ず
キ
ン
グ
は
、
子
ど
も
と
し
て
、
初
め
て
人
種
差
別
の
現
実
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

物
心
が
つ
い
て
い
ら
い
、
ぼ
く
は
人
種
的
隔
離
を
に
く
ん
で
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
両
親
に
急
所
を
つ
い
た
鋭
い
質
問

を
な
げ
か
け
て
い
た
。
ま
だ
学
校
へ
も
通
っ
て
い
な
か
っ
た
頃
か
ら
す
で
に
、
ぼ
く
は
人
種
差
別
に
つ
い
て
何
事
か
を
知
っ
て

い
た
。
当
時
三
、四
年
の
間
、
ぼ
く
は
二
人
の
白
人
の
少
年
と
と
て
も
親
し
く
し
て
い
た
が
、
こ
の
少
年
た
ち
の
両
親
は
ア
ト

ラ
ン
タ
で
街
路
を
へ
だ
て
た
ぼ
く
の
家
の
向
側
で
商
店
を
経
営
し
て
い
た
。
そ
の
頃
、
何
事
か
が
お
こ
り
は
じ
め
た
の
だ
。
ぼ

く
が
、
街
路
を
こ
え
て
遊
び
に
で
か
け
る
と
、
少
年
た
ち
の
両
親
は
い
つ
で
も
「
遊
べ
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
だ
っ
た
。
少
年
た
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ち
は
別
に
ぼ
く
に
敵
意
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
口
実
を
つ
く
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
つ
い
に
、
ぼ
く
は

母
に
理
由
を
た
ず
ね
た
。

ど
こ
の
両
親
で
も
、
い
つ
か
は
子
供
た
ち
に
、
人
生
の
こ
う
し
た
事
実
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
に
ぶ
つ
か
る
も
の
だ
。

ニ
グ
ロ
の
両
親
に
と
っ
て
は
、
あ
た
か
も
の
が
れ
が
た
い
運
命
の
よ
う
に
、
子
供
た
ち
に
人
種
的
隔
離
と
い
う
事
実
を
説
い
て

き
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
く
る
の
だ
。
母
は
ぼ
く
を
膝
に
だ
い
て
、
ま
ず
奴
隷
制
に
つ
い
て
、
つ
い
で
南
北
戦
争
に
よ
っ
て
ど

う
し
て
そ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
話
し
は
じ
め
た
。
つ
づ
い
て
彼
女
は
、
白
人
と
ニ
グ
ロ
の
二
つ
に
分
か
れ
た
南
部
の

制
度
に
つ
い
て
、
白
人
か
ら
隔
離
さ
れ
た
学
校
や
レ
ス
ト
ラ
ン
や
劇
場
や
住
宅
に
つ
い
て
、
喫
茶
店
や
待
合
室
や
ト
イ
レ
に
か

け
て
あ
る
「
白
人
用
」「
黒
人
用
」
と
か
か
れ
た
掲
示
板
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
自
然
の
秩
序
と
し
て
で
は
な
く
社
会
的
な
条

件
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
彼
女
は
、「
お
ま
え
は
誰
に
も
劣
ら
ず
い
い
子
な
の
だ
よ
」
と
い
っ
た
。
こ
の
言
葉

は
、
こ
う
し
た
言
葉
を
必
要
と
す
る
不
平
等
な
制
度
の
こ
と
を
ま
だ
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
に
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
ニ
グ
ロ
が
き
か
さ
れ
る
言
葉
な
の
だ
）
22
（

。

キ
ン
グ
は
、
小
学
校
に
入
る
少
し
前
に
、
上
記
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
。
子
ど
も
と
し
て
、
人
種
差
別
の
現
実
に
直
面
し
、
そ
し
て
そ
の

理
由
を
母
か
ら
聞
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
別
の
文
章
で
、
そ
の
時
、
白
人
に
対
す
る
激
し
い
憎
し
み
が
湧
き
上

が
っ
て
き
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
黒
人
の
親
に
と
っ
て
も
子
ど
も
に
と
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
人
種
差
別
が
あ
る
こ
と
を
語
り
、
ま
た
聞
か

さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
人
格
が
最
も
深
く
傷
つ
け
ら
れ
る
「
運
命
」
の
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
キ
ン
グ
は
、
成
長
す
る
中
で
、
も
っ
と
直
に
人
種
隔
離
制
度
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
経
験
は
よ
り
一
層
深
く
キ

ン
グ
の
人
格
を
傷
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
キ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
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ま
だ
十
代
の
頃
す
で
に
ぼ
く
は
、
バ
ス
に
の
れ
ば
後
ろ
の
席
に
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
汽
車
に
の
れ
ば
白
人
か
ら
隔
離
さ
れ
た

区
割
に
座
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
実
を
決
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
は
じ
め
て
食
堂
車
の
な
か
で
カ
ー
テ
ン

の
う
し
ろ
に
座
ら
さ
れ
た
と
き
、
ぼ
く
は
あ
た
か
も
こ
の
カ
ー
テ
ン
が
ぼ
く
自
身
の
上
に
お
ち
か
か
っ
て
く
る
も
の
の
よ
う
な

感
じ
に
お
そ
わ
れ
た
。
ぼ
く
も
ふ
つ
う
の
成
長
期
の
少
年
の
よ
う
に
映
画
が
す
き
だ
っ
た
が
、
ア
ト
ラ
ン
タ
で
下
町
の
映
画
館

へ
行
っ
た
こ
と
は
た
っ
た
一
度
し
か
な
か
っ
た
。
後
ろ
の
扉
か
ら
入
っ
て
汚
い
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
が
ち
ら
か
っ
て
い
る
二
階
席
に
座

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
経
験
は
と
て
も
不
愉
快
で
、
到
底
映
画
を
た
の
し
む
こ
と
な
ん
か
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
ぼ
く
は
、
白

人
か
ら
隔
離
さ
れ
た
待
合
室
や
食
堂
や
休
憩
室
に
お
ち
つ
い
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
隔
離
は
つ
ね
に
不

平
等
を
と
も
な
っ
て
い
た
し
、
隔
離
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
が
、
ぼ
く
自
身
の
尊
厳
と
自
尊
心
と
を
ひ
ど
く
き
ず
つ
け
た
か
ら

だ
）
23
（

。

こ
の
よ
う
に
キ
ン
グ
は
、
自
分
が
子
ど
も
と
し
て
受
け
た
人
種
差
別
の
経
験
を
語
っ
て
い
る
が
、
何
よ
り
も
「
隔
離
」（segregation

）

と
い
う
制
度
そ
の
も
の
が
、
キ
ン
グ
の
人
格
形
成
に
深
い
傷
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
キ
ン
グ
が
親
と
な
っ
た

時
、
改
め
て
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
痛
み
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
娘
の
ヨ
ラ
ン
ダ
が
六
歳
に
な
っ
た
時
に
起
き
た
。
そ
の
時
の

状
況
に
つ
い
て
、
妻
の
コ
レ
ッ
タ
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

ア
ト
ラ
ン
タ
に
おフ
ァ
ン
タ
ウ
ン

と
ぎ
の
国
と
い
う
新
し
い
娯
楽
施
設
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
が
大
々
的
に
宣
伝
さ
れ
た
。
子
供
た
ち
は
、
テ

レ
ビ
を
と
お
し
て
お
と
ぎ
の
国
の
宣
伝
を
何
度
も
見
た
た
め
、
そ
の
歌
の
歌
詞
を
覚
え
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た

ち
は
連
れ
て
行
っ
て
と
懇
願
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
テ
レ
ビ
の
招
き
が
黒
人
の
子
ど
も
た
ち
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
告
げ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
言
い
訳
を
し
た
。
マ
ー
チ
ン
は
、「
今
週
は
だ
め
だ
。
外
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
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と
か
、
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
毎
週
言
っ
た
。
し
か
し
、
終
に
、
当
時
六
歳
に
な
っ
て
い
た
ヨ
キ
﹇
ヨ
ラ
ン
ダ
の
愛
称
﹈
は
、

「
わ
た
し
を
お
と
ぎ
の
国
に
連
れ
て
行
き
た
く
な
い
だ
け
な
ん
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
わ
た
し
は
彼
女
の
目
の
中
に
浮
か
ん

だ
傷
つ
い
た
表
情
を
残
念
に
思
っ
た
。
そ
し
て
、
言
っ
た
。「
ヨ
ラ
ン
ダ
、
お
と
ぎ
の
国
は
黒
人
た
ち
が
そ
こ
に
来
て
ほ
し
く

な
い
と
決
め
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
の
。
そ
の
人
た
ち
は
い
い
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
わ
。
分
か
る
わ
ね
、
わ
た
し

た
ち
は
黒
人
な
の
」。
娘
は
泣
き
始
め
た
。
そ
し
て
わ
た
し
は
、
あ
の
古
い
言
葉
が
響
き
渡
る
の
を
聞
い
た
。「
ヨ
キ
、
だ
か
ら

と
言
っ
て
、
あ
な
た
が
あ
の
人
た
ち
よ
り
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
よ
。
知
っ
て
る
わ
よ
ね
、
神
さ
ま
は
わ
た
し
た

ち
す
べ
て
を
造
ら
れ
た
の
、
わ
た
し
た
ち
は
神
さ
ま
の
子
ど
も
な
の
。
神
さ
ま
は
あ
る
人
を
白
人
に
、
あ
る
人
を
黒
人
に
、
あ

る
人
を
褐
色
人
に
、
あ
る
人
を
黄
色
人
に
造
ら
れ
た
の
。
神
さ
ま
は
、
た
く
さ
ん
の
有
色
人
種
の
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
考
え

ら
れ
た
に
違
い
な
い
わ
。
だ
っ
て
、
と
て
も
た
く
さ
ん
造
ら
れ
た
の
だ
か
ら
。
泣
か
な
い
で
、
そ
の
う
ち
お
と
ぎ
の
国
に
行
け

る
よ
う
に
な
る
か
ら
。
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
は
、
あ
な
た
が
お
と
ぎ
の
国
や
、
あ
な
た
が
行
き
た
い
と
こ
ろ
に
行
け
る
よ
う

に
、
働
い
て
い
る
の
よ
」。
こ
れ
は
、
彼
女
が
、
白
人
世
界
に
黒
人
が
い
る
こ
と
を
感
覚
的
に
初
め
て
理
解
し
、
学
ん
だ
時
で

あ
っ
た
）
24
（

。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
あ
の
古
い
言
葉
」
と
は
、
黒
人
の
親
た
ち
が
繰
り
返
し
語
っ
て
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
キ
ン
グ
自
身
も
語
ら

れ
た
、「（
差
別
は
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
）
お
ま
え
は
誰
に
も
劣
ら
ず
い
い
子
な
の
だ
よ
」
と
い
う
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
時
に
黒
人
の
子
ど
も
が
経
験
し
た
ぼ
ん
や
り
と
し
た
劣
等
感
を
払
拭
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
は
歳
を
重

ね
る
に
つ
れ
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
明
確
な
意
識
と
し
て
定
着
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
悲
惨
な
親
と
し

て
の
経
験
に
つ
い
て
、
黒
人
た
ち
が
広
く
経
験
す
る
差
別
の
現
実
に
触
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
の
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
、
神
聖
な
諸
権
利
を
三
百
四
十
年
以
上
も
待
ち
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。﹇
中

略
﹈
生
身
を
刺
す
よ
う
な
隔
離
の
痛
み
を
実
感
し
た
こ
と
の
な
い
ひ
と
び
と
が
、「
待
て
」
と
い
う
こ
と
ば
を
口
に
す
る
の
は

や
さ
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
毒
々
し
げ
な
暴
徒
ど
も
が
、
意
の
ま
ま
に
自
分
の
父
や
母
を
リ
ン
チ
し
、
兄
弟
や
姉
妹

を
気
ま
ぐ
れ
に
溺
死
さ
せ
る
の
を
見
ら
れ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ま
た
憎
悪
に
た
け
る
警
官
が
、
あ
な
た
が
た
の
黒
い
同
胞
を
の

の
し
り
、
蹴
と
ば
し
、
殺
害
さ
え
す
る
の
を
見
、
あ
な
た
が
た
の
同
胞
二
千
万
の
大
多
数
が
、
豊
富
の
社
会
の
ま
っ
た
だ
な
か

に
あ
っ
て
、
貧
困
と
い
う
密
閉
の
檻
の
な
か
で
窒
息
し
か
け
て
い
る
の
を
見
、
あ
な
た
が
た
の
六
つ
に
な
る
娘
に
、
い
ま
し
が

た
テ
レ
ビ
に
映
っ
た
ば
か
り
の
公
共
遊
園
地
に
ゆ
け
な
い
理
由
を
説
明
し
か
け
て
、
突
然
、
舌
が
も
つ
れ
、
口
ご
も
る
の
が
意

識
さ
れ
る
と
き
、
そ
し
て
、
おフ
ァ
ン
タ
ウ
ン

と
ぎ
の
国
遊
園
地
に
は
黒
人
の
子
ど
も
は
入
れ
て
も
ら
え
な
い
と
聞
か
さ
れ
て
、
そ
の
娘
の
瞳

に
涙
が
湧
き
で
る
の
を
見
、
彼
女
の
小
さ
な
脳
裏
に
陰
鬱
な
劣
等
感
の
も
や
も
や

0

0

0

0

が
生
じ
は
じ
め
る
の
を
見
、﹇
中
略
﹈
五
つ

に
な
る
息
子
に
「
と
う
ち
ゃ
ん
、
ど
う
し
て
白
人
は
、
黒
人
を
こ
ん
な
に
い
じ
め
る
の
」
と
き
か
れ
て
、
こ
と
ば
を
に
ご
し
て

そ
の
返
答
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
ま
た
遠
乗
り
の
自
動
車
旅
行
に
出
か
け
て
、
ど
の
モ
ー
テ
ル
も
泊
め
て
く
れ
な
い

の
で
、
毎
晩
、
寝
心
地
の
悪
い
車
の
片
隅
で
眠
る
よ
り
仕
方
が
な
い
と
わ
か
っ
た
と
き
、
明
け
て
も
暮
れ
て
も
執
拗
に
目
に
つ

く
「
白ホ
ワ
イ
ト

人
用
」
と
「
黒カ
ラ
ー
ド

人
用
」
と
記
さ
れ
た
標
示
に
侮
辱
さ
れ
ど
お
し
で
あ
る
な
ら
、
自
分
の
最フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム

初
の
名
が
「
黒ニ

ガ

ー
ん
ぼ
」
で
、

中ミ
ド
ル
・
ネ
ー
ム

間
の
名
が
「
小ボ
ー
イ僧
」（
何
歳
に
な
っ
て
も
）
で
、
そ
し
て
最ラ
ス
ト
・
ネ
ー
ム

後
の
名
が
「
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
こ
と
﹇
呼
び
捨
て
で
呼
ば
れ
る

と
い
う
こ
と
﹈
に
な
れ
ば
、
そ
し
て
自
分
の
妻
や
母
親
に
は
決
し
て
ミ
セ
ス
の
敬
称
が
つ
け
ら
れ
な
い
な
ら
、
つ
ぎ
に
は
な
に

が
く
る
の
か
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
い
つ
も
こ
そ
こ
そ
歩
き
の
状
態
で
生
活
し
、
心
の
な
か
の
恐
怖
と
外
部
の
敵
意
に

逃
げ
場
を
な
く
し
た
黒
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
、
昼
は
悩
み
、
夜
も
悪
夢
に
う
な
さ
れ
る
な
ら
、「
とノ

ー

ボ

デ

ィ

ネ

ス

る
に
足
ら
ぬ
者
」
と

い
っ
た
自
堕
落
な
意
識
と
い
つ
も
た
た
か
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
――
そ
の
と
き
、
は
じ
め
て
、
あ
な
た
が
た
は
、
わ
れ
わ
れ
が

な
ぜ
待
て
な
い
と
感
じ
る
か
を
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
）
25
（

。（
傍
点
は
訳
書
に
よ
る
）
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少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
差
別
さ
れ
て
き
た
黒
人
た
ち
の
長
年
の
無
念
さ
を
語
る
キ
ン
グ
の
言
葉
は
、
正
に
人
間
の
尊
厳
に
根
ざ
し

た
叫
び
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
屈
で
説
明
さ
れ
る
以
上
に
、
こ
う
し
た
叫
び
に
お
い
て
、
そ
の
厳
然
た
る
存
在
を
語
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
キ
ン
グ
た
ち
の
闘
い
は
、
正
に
こ
の
尊
厳
の
た
め
の
闘
い
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
尊
厳
こ
そ
、
何
よ
り
も

人
間
の
人
格
性
を
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

5
．
人
格
と
法

以
上
、
人
格
を
め
ぐ
る
キ
ン
グ
の
考
え
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
も
う
一
つ
の
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
人
格
と

い
う
価
値
が
法
の
理
解
の
基
準
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

キ
ン
グ
た
ち
の
闘
い
は
、
し
ば
し
ば
州
法
や
市
の
条
例
に
反
す
る
側
面
が
あ
り
、
そ
の
点
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
糾
弾
さ
れ
た
。
ま
た

キ
ン
グ
自
身
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
自
問
自
答
し
、
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
自
ら
確
信
を
得
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
の

バ
ス
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
闘
争
を
始
め
る
時
に
も
、
そ
の
こ
と
が
キ
ン
グ
自
身
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
の

市
条
例
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
事
実
、
闘
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
市
は
条
例
違
反
と
し
て
キ
ン
グ
た
ち
を
訴
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
始
め
る
に
先
立
ち
、
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
自
問
自
答
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
キ
ン
グ
は
特
に
二
つ
の
点
で
自
問
自
答
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
道
徳
的
に
正
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト

の
教
え
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
人
種
差
別
制
度
の
維
持
を
目
指
す
白
人
市
民

会
議
の
や
り
方
と
同
じ
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
白
人
市
民
会
議
は
、「『
干
渉
』
や
『
取
消
し
』
な
ど
の
合
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法
的
な
運
動
」
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
、
表
向
き
に
は
キ
ン
グ
た
ち
が
行
お
う
と
し
て
い
た
ボ
イ

コ
ッ
ト
と
似
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
し
か
し
、
実
際
に
は
、
暴
力
や
脅
迫
、
経
済
的
報
復
な
ど
の
手
段
を
用
い
て
い
た
）。
こ
う
し
た
自
問

自
答
の
結
果
下
し
た
結
論
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
ぼ
く
た
ち
が
こ
う
し
た
手
段
に
訴
え
る
の
は
、
正
義
と
自
由
を
生
み
だ

し
、
人
々
を
う
な
が
し
て
こ
の
国
の
法
律
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
だ
。
と
こ
ろ
が
、
白
人
市
民
会
議
の
連
中
は
、
こ
う
し
た
手
段
を
用
い
て
、

不
正
と
奴
隷
状
態
の
支
配
を
永
久
化
し
よ
う
と
し
、
人
々
を
う
な
が
し
て
こ
の
国
の
法
律
を
や
ぶ
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
た
ち

が
提
案
し
た
行
動
を
『
ボ
イ
コ
ッ
ト
』
と
い
う
言
葉
で
よ
ぶ
の
は
誤
っ
て
い
る
、
と
ぼ
く
は
結
論
し
た
）
26
（

」。
こ
こ
で
キ
ン
グ
は
、
手
段
や
行

動
の
形
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
を
問
題
と
し
て
い
る
。
キ
ン
グ
た
ち
は
、
国
の
法
律
が
保
証
す
る
「
正
義
と
自
由
」
を
目
指
し
て
い
る
の
に

反
し
、
白
人
市
民
会
議
は
「
不
正
と
奴
隷
制
度
」
を
永
久
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
国
の
法
律
を
破
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。
国

の
法
律
と
は
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
条
項
第
一
三
条
、
一
四
条
、
一
五
条
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
奴

隷
制
の
廃
止
、
す
べ
て
の
国
民
の
平
等
な
市
民
権
、
そ
し
て
平
等
な
投
票
権
を
謳
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
は
独
立
宣
言

に
謳
わ
れ
た
す
べ
て
の
者
の
自
由
と
平
等
が
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
そ
の
理
念
に
沿
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
自
分
た
ち
が
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
理
念
を
目
指
す
も
の
で
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
肯
定
的
」
な
関
心
で
あ
っ

て
、
白
人
市
民
会
議
が
目
指
し
て
い
る
よ
う
な
「
否
定
的
」
な
関
心
で
は
な
い
と
断
言
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
し
た
否
定
的
な
関
心
を

目
指
す
の
が
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
行
動
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
呼
ぶ
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
キ

ン
グ
は
、
自
分
た
ち
の
運
動
を
「
大
衆
的
非
協
力
行
動
」（an act of m

assive noncooperation

）
と
呼
ぶ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
語
る
。
な

ぜ
な
ら
、
キ
ン
グ
た
ち
が
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、「（
人
種
隔
離
と
い
う
）
悪
し
き
制
度
へ
の
協
力
か
ら
手
を
引
く
こ
と
」、「
根
本

的
な
目
的
は
、
悪
と
の
協
力
を
根
絶
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
人
種
隔
離
制
度
に
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
隔
離
さ

れ
た
バ
ス
に
乗
り
続
け
る
こ
と
は
、
悪
に
加
担
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
抑
圧
さ
れ
た
人
々
が
、
自
分
た
ち
に
た
い
す
る
抑

圧
を
喜
ん
で
う
け
い
れ
る
と
き
は
、
彼
ら
は
、
抑
圧
者
に
た
い
し
て
彼
ら
の
行
為
を
う
ま
く
正
当
化
す
る
口
実
を
あ
た
え
る
に
役
立
つ
ば
か

ky6015キン�人間論cB.indd   155 16.1.26   11:42:40 PM



156

り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
27
（

。
そ
の
た
め
、
ま
ず
取
り
得
る
行
動
、
そ
し
て
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
動
は
、
悪
と
の
非
協
力
な
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
良
心
と
神
と
に
忠
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
正
義
を
愛
す
る
人
々
は
、
悪
し
き
制
度
と
協
力
す
る
こ
と
を
絶
対
に
拒

否
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
キ
ン
グ
は
、
こ
の
悪
と
の
非
協
力
こ
そ
自
分
た
ち
の
「
行
動
の
本
質
」
で
あ

る
と
感
じ
た
の
で
あ
る
）
28
（

。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
議
論
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
そ
れ
で
は
法
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、

キ
ン
グ
は
ど
う
よ
う
に
考
え
た
の
か
、
次
に
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
キ
ン
グ
は
ま
ず
、
法
に
は
二
種
類
の
法
が
あ
る
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、「
正
し
い
法
」
と
「
不
正
な
法
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
し
い
法
に
は
従
う
べ
き
「
法
律
上
の
責
務
」
と
「
道
徳
的
な

責
任
」
が
あ
る
が
、
不
正
な
法
に
は
、
逆
に
従
わ
な
い
「
道
義
的
な
責
任
」
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
キ
ン
グ
は
、「
悪
法
も

法
な
り
」
と
言
っ
て
毒
杯
を
仰
い
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
で
は
な
く
、「
正
義
に
も
と
る
法
は
い
や
し
く
も
法
に
あ
ら
ず
」
と
す
る
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
に
従
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
両
者
を
区
分
す
る
基
準
と
は
何
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
キ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
に
語

る
。「
正
し
い
法
と
は
、
道
徳
律
な
い
し
は
神
の
掟
に
合
致
す
る
、
人
間
が
作
っ
た
法
典
で
す
。
不
正
な
法
と
は
、
道
徳
律
と
は
相
容
れ
な

い
ち
ぐ
は
ぐ
な
法
規
類
で
す
」。
ま
た
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
主
張
を
用
い
て
、「
不
正
な
法
と
は
、
永
久
不
変
の
法
則
や
自
然
の
法

則
に
根
ざ
さ
な
い
人
間
の
法
」
で
あ
る
と
も
語
る
。
す
な
わ
ち
、
正
し
い
法
と
は
、
カ
ン
ト
が
語
っ
た
道
徳
律
や
教
会
で
語
ら
れ
て
き
た
神

の
法
、
あ
る
い
は
自
然
法
に
合
致
す
る
法
の
こ
と
で
、
不
正
な
法
と
は
、
そ
れ
に
反
す
る
法
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
ン
グ

は
、
こ
う
し
た
基
準
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
根
幹
に
「
人
格
」
を
見
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
格
を

高
揚
す
る
法
律
は
、
ど
れ
も
正
し
い
も
の
で
す
。
人
格
を
退
化
さ
せ
る
法
律
は
ど
れ
も
不
正
な
も
の
で
す
）
29
（

」（A
ny law

 that uplifts hum
an 

personality is just. A
ny law

 that degrades hum
an personality is unjus

）
30
（t.
）。
し
た
が
っ
て
、
キ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
正
し
い
法
と
不

正
な
法
と
を
区
別
す
る
根
源
的
基
準
は
「
人
格
」
に
あ
る
。
人
格
を
高
揚
さ
せ
る
も
の
が
正
し
い
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
退
化
さ
せ
る
も
の
は

不
正
な
法
な
の
で
あ
る
）
31
（

。
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と
こ
ろ
で
、
キ
ン
グ
に
と
っ
て
、
人
格
を
損
な
う
不
正
な
法
の
最
た
る
も
の
が
、「
人
種
隔
離
」
と
い
う
制
度
で
あ
た
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
黒
人
の
人
格
を
最
も
深
く
傷
つ
け
損
な
う
の
は
、
隔
離
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た
。
キ
ン

グ
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ブ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
、
隔
離
は
「『
わ
た
し
と
あ
な
た
』
の
関
係
を
『
わ
た
し
と
そ
れ
』
の
関
係

に
お
き
換
え
、
そ
し
て
人
間
を
事
物
の
位
置
に
貶
め
て
し
ま
う
」
と
語
り
、
そ
の
反
人
格
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
ま
た
「
人
種
隔
離
は
、

悲
劇
的
な
人
間
分
離
の
、
恐
ろ
し
い
人
間
疎
外
の
、
恐
ろ
し
い
人
間
の
罪
業
の
実
在
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
語
り
、
そ

の
罪
深
さ
を
も
糾
弾
し
て
い
る
）
32
（

。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
改
め
て
公
立
学
校
で
の
人
種
隔
離
制
度
を
憲
法
違
反
と
し
た
一
九
五
四

年
の
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
の
正
当
性
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
決
に
見
ら
れ
る
精
神
は
、
こ
の
キ
ン
グ
の
指
摘
に
深
く
共
鳴
し
て
い
た
と
言

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
キ
ン
グ
た
ち
の
運
動
が
、
最
終
的
に
法
律
上
の
勝
利
を
得
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
キ

ン
グ
た
ち
の
主
張
と
最
高
裁
の
判
断
が
深
く
か
み
合
い
、
共
鳴
し
合
う
歩
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
人
格
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
キ
ン

グ
の
主
張
の
重
要
性
が
改
め
て
際
立
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

お
わ
り
に

い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
キ
ン
グ
の
人
間
論
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
伝
統
的
な
聖
書
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
何
よ

り
も
「
神
の
像
」
が
そ
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
キ
ン
グ
は
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
者
の
平
等
を
見
る
と
共
に
、
人
間
の
尊
厳
を
見

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
尊
厳
の
主
体
で
あ
る
人
格
に
最
大
の
価
値
を
置
い
て
い
る
。
加
え
て
、
キ
ン
グ
は
、
人
間
を
全
人
的
に
捉
え
て
い

る
が
、
そ
れ
は
聖
書
の
教
え
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
深
く
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
の
置
か
れ
た
歴
史
的
、
社
会
的
状
況
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
キ
ン
グ
の
確
固
と
し
た
人
間
観
は
、
キ
ン
グ
た
ち
が
展
開
し
た
社
会
的
闘
争
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
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に
、
そ
こ
に
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
面
と
、
ま
た
同
時
に
、
そ
の
陰
と
な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
特
に
、

キ
ン
グ
の
罪
理
解
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
本
論
中
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
キ
ン
グ
の
罪
理
解
は
、
個
人

に
お
け
る
よ
り
も
む
し
ろ
集
団
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
に
と
っ
て
は
避
け
難
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
ま
た
、
そ
こ
に
問
題
が
な
い
と
も
言
え
な
い
。
ま
ず
、
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
キ
ン
グ
の
人
間
に
対
す
る
肯
定
的

理
解
は
、
非
暴
力
を
手
段
と
す
る
キ
ン
グ
た
ち
の
運
動
を
神
と
の
共
働
と
し
て
捉
え
、
人
間
に
積
極
的
な
役
割
を
見
て
お
り
、
そ
の
点
は
大

い
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）
33
（

。
特
に
キ
ン
グ
は
、
暴
力
に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
人
々
の
良
心
に
訴
え
、
人
々
を
「
説

得
」
す
る
た
め
に
非
暴
力
を
用
い
た
が
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
非
暴
力
が
「
説
得
の
最
後
の
形
式
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
は
法
律
と
い
う
規
制
を
超
え
て
、「
人
間
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
手
段
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
34
（

。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
人

間
の
よ
り
肯
定
的
理
解
に
基
づ
く
人
間
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
問
題
が
な
い
と
も
言
え
な
い
。
キ
ン
グ
た
ち
の

公
民
権
を
求
め
る
闘
い
は
、
最
終
的
に
は
一
九
六
四
年
と
六
五
年
の
一
連
の
公
民
権
法
の
成
立
に
よ
っ
て
勝
利
し
た
と
言
え
る
が
、
法
の
平

等
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
人
種
問
題
の
一
応
の
決
着
を
見
た
と
い
う
雰
囲
気
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
出
現
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

人
種
問
題
の
根
は
も
っ
と
深
い
。
そ
の
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
後
の
キ
ン
グ
た
ち
の
闘
い
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
根
深
さ
は
、
改
め
て
人
間
の
罪
の
問
題
を
抉
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
状
況
に
、
キ
ン
グ

の
罪
理
解
は
十
分
対
応
で
き
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
キ
ン
グ
は
、
非
暴
力
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、
非
暴
力
の
攻
撃
目
標
は

「
た
ま
た
ま
悪
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
人
間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悪
そ
の
も
の
の
力
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
種
差
別
と
い
う
悪

を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
白
人
は
「
悪
の
犠
牲
者
」
で
あ
る
と
も
語
っ
て
い
る
）
35
（

。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
う
し
た
悪
を
生
み
出
し
た
の
は
個
人

の
罪
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
た
だ
の
犠
牲
者
と
は
言
え
な
い
面
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
面
は
非
常

に
重
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
キ
ン
グ
に
は
、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
議
論
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
白
人
に
対
し
て
の
み
な

ら
ず
黒
人
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
キ
ン
グ
の
肯
定
的
人
間
論
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
あ
る
種
の
懸
念
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
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の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
キ
ン
グ
の
非
暴
力
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
同
時
に
、
キ

ン
グ
は
ニ
ー
バ
ー
の
罪
理
解
に
基
づ
く
人
間
論
は
悲
観
主
義
に
過
ぎ
る
と
言
っ
て
批
判
し
た
が
、
そ
の
批
判
の
妥
当
性
が
測
ら
れ
る
こ
と
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
注

（
1
） 

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
著
、
蓮
見
博
昭
訳
『
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
五
年
）（M

artin Luther K
ing, Jr., 

Strength to Love, H
arper &

 R
ow

, 1963
）
に
所
収
。
以
下
、
引
用
文
の
頁
数
は
本
文
の
中
に
示
す
。
ま
た
、
本
書
に
限
ら
ず
、
訳
が
不
適
切
な

と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
一
貫
し
て
同
じ
訳
語
を
用
い
た
い
と
こ
ろ
は
随
時
変
更
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
々
言
及
し
な
い
。
な
お
、
こ
の
説

教
は
、
元
々
は
冊
子
『
人
間
の
尺
度
』（M

artin Luther K
ing, Jr., T

he M
easure of a M

an, C
hristian E

ducation Press, 1959

）
に
収
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
は
、
キ
ン
グ
が
一
九
五
八
年
八
月
に
パ
デ
ュ
ー
（Purdue

）
大
学
で
開
催
さ
れ
た
合
同
キ
リ
ス
ト
教
会
の
キ
リ

ス
ト
教
教
育
全
国
協
議
会
で
行
っ
た
二
つ
の
説
教
（「
人
間
と
は
何
か
」
と
「
完
全
な
人
生
の
諸
次
元
」）
を
収
録
し
た
も
の
で
、
そ
の
出
版
は
、

こ
の
二
つ
の
説
教
に
感
動
し
た
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
出
版
委
員
会
の
事
務
長
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
I
・
シ
ー
ダ
ー
が
、
協
議
会
の
出
席

者
か
ら
の
要
請
も
あ
り
、
キ
ン
グ
に
要
望
し
た
こ
と
か
ら
実
現
し
た
。
ま
た
、
こ
の
冊
子
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
蓮
見
訳
『
汝
の
敵
を
愛

せ
よ
』
の
も
の
と
は
少
し
異
な
り
、
後
者
に
は
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
蓮
見
訳
は
一
九
六
三
年
版
を
用
い
て
い
て
、
こ
の
版
に
は
上
記

の
二
つ
の
説
教
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
八
一
年
度
版
や
二
〇
一
〇
年
の
最
新
版
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
2
） 

キ
ン
グ
は
し
ば
し
ば
唯
物
主
義
思
想
を
批
判
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
愚
か
だ
っ
た
男
」
と
い
う
説
教
に
お
い
て
は
、
唯
物
主
義
思
想
は
、「
現

実
は
、
物
質
の
運
動
と
い
う
形
で
説
明
で
き
、
生
命
は
、『
生
理
学
的
な
意
味
を
持
っ
た
生
理
過
程
』
で
あ
り
、
人
間
は
、
盲
目
的
に
運
動
す
る

陽
子
と
電
子
の
、
一
瞬
の
偶
発
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
」
と
主
張
し
、
さ
ら
に
「
歴
史
上
の
出
来
事
は
、
必
然
の
原
理
に
よ
っ
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て
動
く
物
質
と
運
動
の
相
互
作
用
で
あ
る
」
と
言
い
張
る
と
し
、
こ
う
し
た
考
え
は
、「
神
を
も
永
遠
の
理
念
を
も
受
け
い
れ
る
余
地
を
持
た
ず
、

有
神
論
と
理
想
主
義
の
両
方
に
反
対
す
る
」
と
言
っ
て
批
判
し
て
い
る
（
同
上
、
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
）。

（
3
） 
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
熟
考
し
、
決
断
（
選
択
）
す
る
能
力
以
外
に
も
う
一
つ
、
自
由
の
大
切
な
要
素
と
し
て
「
責
任
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
人

間
が
も
し
自
分
の
決
定
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
ら
、
返
答
を
す
る
義
務
」
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
他
の
何
人
に
よ
っ
て
も
代
わ
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
（
マ
ー
チ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
著
、
猿
谷
要
訳
『
黒
人
の
進
む
道
』
明
石
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
五
頁
。

M
artin Luther K

ing, Jr., W
here D

o W
e from

 H
ere: C

haos or C
om

m
unity, B

eacon Press, 1968.

）。

（
4
） 

集
団
の
立
ち
返
り
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
ニ
ー
バ
ー
は
か
な
り
悲
観
的
で
あ
っ
た
が
、
キ
ン
グ
は
、
こ
の
説
教
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
を
十
分
可
能
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
考
え
に
基
づ
き
、
非
暴
力
の
闘
争
が
展
開
さ
れ
た
と
言
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ

う
し
た
可
能
性
を
見
た
ゆ
え
に
、
非
暴
力
の
闘
争
を
推
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
え
る
。
両
者
の
判
断
の
相
違
は
、
以
下
で
論
じ
る
、

人
間
に
つ
い
て
の
キ
ン
グ
の
よ
り
楽
観
的
な
見
方
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
5
） 

妻
コ
レ
ッ
タ
は
、
こ
の
説
教
が
「
彼
の
お
気
に
入
り
の
説
教
の
一
つ
」
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
の
説
教
を
、「
ノ
ー
ベ
ル
賞
の

授
賞
式
そ
の
も
の
を
除
け
ば
、
こ
れ
が
こ
の
旅
で
の
最
高
の
瞬
間
だ
っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。C

oretta Scott K
ing, M

y Life w
ith M

artin 

Luther K
ing, Jr., H

olt, R
inehart and W

inston, 1969, p. 6.

（
6
） 

こ
れ
以
外
に
も
、
一
九
五
五
年
七
月
三
一
日
に
は
タ
ス
キ
ー
ギ
学
校
チ
ャ
ペ
ル
で
、
ま
た
一
九
五
八
年
八
月
に
は
パ
デ
ュ
ー
大
学
で
開
催
さ
れ

た
合
同
キ
リ
ス
ト
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
全
国
協
議
会
で
、
ま
た
一
九
六
〇
年
二
月
二
八
日
に
は
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
・
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
、

ま
た
一
九
六
〇
年
一
一
月
一
三
日
に
は
コ
ー
ネ
ル
大
学
セ
イ
ジ
・
チ
ャ
ペ
ル
で
、
ま
た
一
九
六
〇
年
一
二
月
一
一
日
に
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

の
ジ
ャ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
会
な
ど
で
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
説
教
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、「
完
全
な
生
命
の
三
次
元
」（“T

he 

T
hree D

im
ensions of a C

om
plete Life ”

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た
の
は
、
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
す
る
と
一
九
五
五
年
七
月
の
タ
ス
キ
ー

ギ
学
校
チ
ャ
ペ
ル
の
時
が
最
初
で
、
そ
の
前
ま
で
は
「
完
全
な
生
命
の
諸
次
元
」（“T

he D
im

ensions of a C
om

plete Life ”

）
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
そ
の
後
も
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
実
際
の
礼
拝
で
用
い
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
と
残
さ
れ
て
い
る
資
料
の
タ
イ
ト
ル

と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
四
年
一
月
に
デ
ク
ス
タ
ー
・
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト

教
会
で
行
っ
た
説
教
は
、
地
元
の
新
聞
に
は
「
完
全
な
生
活
の
三
次
元
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
教
会
で
も
そ
う
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い

（T
he Papers of M

artin Luther K
ing, Jr.

（
以
下
、 PO

M
LK

J

と
略
記
）V

I, 1994, p. 150
）。
な
お
、
余
談
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
初
め
て
キ
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ン
グ
の
説
教
を
聞
い
た
教
会
員
は
、
深
い
感
銘
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
時
流
行
し
て
い
た
「
3
D
」
映
画
を
思
い
起
こ
し
た
と
記
し
て
い
る

（R
ev. W

ally G
. Vaughn, ed., R

eflections on O
ur Pastor: D

r. M
artin Luther K

ing, Jr., at D
exter A

venue B
aptist C

hurch, 1954

―1960, 

M
ajority Press, 1999, p. 72

）。

（
7
） 

た
だ
し
、
キ
ン
グ
の
博
士
論
文
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
説
教
に
も
剽
窃
の
問
題
が
あ
る
。
キ
ン
グ
は
、
こ
の
説
教
を
、
一
九
四
九
年
に
出
版

さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
（W

illiam
 Scarlet

）
編
の
『
説
教
選
集
』（Selected Serm

ons

）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
（Phillips B

rooks

）
の
説
教
「
生
命
の
調
和
」（T

he Sym
m

etry of Life

）
か
ら
「
主
題
、
構
造
、
い
く
つ
か
の
言
葉
」
を

引
き
出
し
て
い
る
（PO

M
LK

J, V
I, p. 152

）。
特
に
、
こ
の
説
教
の
要
と
な
っ
て
い
る
文
章
は
、
ほ
ぼ
ブ
ル
ッ
ク
ス
か
ら
の
文
章
を
そ
の
ま
ま

用
い
て
い
る
。
キ
ン
グ
と
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（ibid, p. 133

）。
た
だ
し
、
本
論
で
は
、
こ

う
し
た
剽
窃
の
問
題
に
は
触
れ
ず
、
キ
ン
グ
が
こ
の
説
教
を
通
し
て
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
に
注
目
す
る
。
な
お
、
キ
ン
グ
の
剽
窃
の

問
題
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
M
・
L
・
キ
ン
グ
の
神
観
念
と
人
格
主
義
思
想
――
博
士
論
文
を
中
心
と
し
て
」（
以
下
「
キ
ン
グ
の
神
観
念
」
と

略
記
）、『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
四
六
号
、 

二
〇
〇
九
年
、
参
照
。

 
K

ing: “T
here are then three dim

ensions of the com
plete life to w

hich w
e can fitly give the three nam

es of our text, Length, 

B
reath and H

eight. T
he Length of Life, as w

ell shall use it, is, of course, not its duration. It is rather the push of a life forw
ard to 

its ow
n personal ends and am

bitions. It is the inw
ard concern for achieving our ow

n personal end and am
bitions. T

he B
readth 

of life is the outw
ard concern for the w

elfare

﹇of?
﹈others. T

he H
eight of life is the upw

ard reach tow
ard G

od. T
hese are the 

three dim
ensions of life, and w

ithout the due developm
ent of all no life becom

es com
plete. ”

 
B

rooks: “T
here are, then, three directions or dim

ensions of hum
an life to w

hich w
e m

ay fitly give these three nam
es, Length 

and B
readth and H

eight. T
he Length of a life, in this m

eaning of it, is, of course, not its duration. It is rather the reaching on 

and out of a m
an, in the line of activity and thought and self-developm

ent, w
hich is indicated and prophesied by the character 

w
hich is natural w

ithin him
, by the special am

bitions w
hich spring up out of his special pow

ers. It is the push of a life forw
ard 

to its ow
n personal ends and am

bitions. T
he B

readth of a life, on the other hand, is its outreach laterally, if w
e m

ay say so. It is 
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the constantly diffusive tendency w
hich is alw

ays draw
ing a m

an outw
ard into sym

pathy w
ith other m

en. A
nd the H

eight of a 

life is its reach upw
ard tow

ards G
od; its sense of childhood; its consciousness of the D

ivine Life over it w
ith w

hich it tries to live 

in love, com
m

union and obedience. T
hese are the three dim

ensions of a life, 

―its length and breadth and height, 

―w
ithout the 

due developm
ent of all of w

hich no life becom
es com

plete. ”

（
8
） 「
愚
か
だ
っ
た
男
」、
前
掲
『
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
』
に
所
収
。

（
9
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
キ
ン
グ
の
神
観
念
」
参
照
。

（
10
） 

前
掲
『
黒
人
の
進
む
道
』、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
。M

artin Luther K
ing, Jr., W

here D
o W

e from
 H

ere, p. 97.

（
11
） 

同
上
。
な
お
、
猿
谷
訳
で
は
「
神
の
か
た
ち
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
一
貫
し
て
「
神
の
像
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。

（
12
） 

キ
ン
グ
が
博
士
論
文
で
扱
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
う
し
た
主
張
の
持
ち
主
で
あ
り
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
も
キ
ン
グ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
批
判

し
て
い
る
。
拙
論
「
キ
ン
グ
の
神
観
念
」
参
照
。

（
13
） 

前
掲
『
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
』、
二
六
二
頁
。M

artin Luther K
ing Jr., Strength to Love, pp. 154

―155.

（
14
） R

ufus B
urrow

, Jr., G
od and H

um
an D

ignity, U
niversity of N

otre D
am

e Press, 2006, p. 95.

（
15
） 

前
掲
『
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
』、
一
六
九
頁
。

（
16
） 

キ
ン
グ
は
、「
人
間
の
生
活
の
真
の
性
格
は
、
自
由
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
人
間
は
自
由
で
あ
る
た
め

に
人
間
な
の
だ
」
と
い
う
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
葉
に
言
及
し
て
い
る
（
以
上
、
前
掲
『
黒
人
の
進
む
道
』、
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
）。

（
17
） 

同
上
書
、
一
〇
四
頁
。

（
18
） 

M
・
L
・
キ
ン
グ
著
、
雪
山
慶
正
訳
『
自
由
へ
の
大
い
な
る
歩
み
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
一
〇
九
頁
。M

artin Luther K
ing, Jr., 

Stride tow
ard Freedom

, H
arper &

 B
rothers, 1958.

（
19
） 

同
上
書
、
二
六
八
頁
。

（
20
） 

前
掲
『
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
』、
二
四
三
頁
。
な
お
、“degrade ” 

は
、
訳
者
に
よ
っ
て
訳
語
が
異
な
る
が
、
本
論
で
は
一
貫
し
て
「
退
化
す
る
」

と
訳
し
た
。

（
21
） 

前
掲
『
自
由
へ
の
大
い
な
る
歩
み
』、
三
二
―
三
三
頁
。
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（
22
） 

同
上
書
、
六
―
七
頁
。

（
23
） 
同
上
書
、
九
頁
。

（
24
） C

oretta Scott K
ing, M

y Life w
ith M

artin Luther K
ing, Jr., p. 213.

（
25
） 

マ
ー
チ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
著
、
中
島
和
子
・
古
川
博
巳
訳
『
黒
人
は
な
ぜ
待
て
な
い
か
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
九
八
―
九
九

頁
。M

artin Luther K
ing, Jr., W

hy W
e C

an ’t W
ait, N

ew
 A

m
erican Library, 1964.

（
26
） 

前
掲
『
自
由
へ
の
大
い
な
る
歩
み
』、
五
二
頁
。

（
27
） 

以
上
、
同
上
書
、
五
三
頁
。
な
お
、
こ
の
悪
し
き
制
度
へ
の
非
協
力
と
い
う
考
え
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ソ
ロ
ー
の
『
市
民
的
不
服
従
』（H

enry 

D
avid T

horeau, R
esistance to C

ivil G
overnm

ent, 1849

）
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
キ
ン
グ
自
身
、
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

（
28
） 

以
上
、
同
上
書
、
五
四
頁
。

（
29
） 

前
掲
『
黒
人
は
な
ぜ
待
て
な
い
の
か
』、
一
〇
〇
頁
。

（
30
） M

artin Luther K
ing, Jr., W

hy W
e C

an ’t W
ait, p. 70.

（
31
） 

キ
ン
グ
は
、
こ
の
基
準
に
基
づ
き
、
改
め
て
正
し
い
法
と
不
正
な
法
を
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
不
正
な
法
と
は
、
多
人
数
派

な
い
し
権
力
派
集
団
が
弱
小
集
団
に
服
す
る
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
が
、
自
身
に
た
い
し
て
は
拘
束
力
を
持
た
な
い
掟
な
の
で
す
。
こ
れ
は
合

法
化
さ
れ
た
差
別
で
す
」。
そ
れ
に
対
し
、「
正
し
い
法
と
は
、
多
数
集
団
が
少
数
集
団
に
し
た
が
う
よ
う
に
強
い
て
は
い
る
が
、
み
ず
か
ら
も

進
ん
で
し
た
が
っ
て
い
る
掟
で
す
。
こ
れ
は
合
法
化
さ
れ
た
平
等
で
す
」（
同
上
書
、
一
〇
一
頁
）。

（
32
） 

以
上
、
同
上
書
、
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
33
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
M
・
L
・
キ
ン
グ
の
神
人
共
働
論
」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
五
九
号
、
二
〇
一
五
年
、
参
照
。

（
34
） 

前
掲
『
自
由
へ
の
大
い
な
る
歩
み
』、
二
八
三
―
二
八
四
頁
。

（
35
） 

同
上
書
、
一
二
三
頁
。

ky6015キン�人間論cB.indd   163 16.1.26   11:42:47 PM




