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ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
自
由
と
罪
の
ア
イ
ロ
ニ
ー

――
ニ
ー
バ
ー
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
罪
論
の
再
考
――

堺　
　

正　

貴

一　

序

ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
な
見
方
は
、
彼
自
身
の
解
釈
す
る
聖
書
的
人
間
像
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
い

つ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
見
方
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
抱
懐
し
て
い
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
フ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ

ば
、
初
期
の
『
時
代
の
終
焉
に
つ
い
て
の
省
察
』（R

eflections on T
he E

nd of A
n E

ra, 1934

）
の
こ
ろ
か
ら
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
解
釈
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
な
く
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
で
あ
る
と
い
う
）
1
（

。
ま
た
、
ニ
ー
バ
ー
夫
人
、
ア
ー
ス
ラ
は
、
ニ
ー
バ
ー
と
そ
の
友
人
で
あ
る
オ
ー

デ
ン
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
を
用
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
か
を
明
確
に
し
て
い
な

い
）
2
（

。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
自
己
の
キ
リ
ス
ト
教
的
見
方
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
結
合
の
そ
の
真
の
発
見
の
喜
び
を
初
め
て
公
に
し
、
展
開
し

た
の
は
、『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』（T

he Irony of A
m

erican H
istory, 1952

）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
前
作
、

『
信
仰
と
歴
史
』（Faith and H

istory, 1949

）
に
お
い
て
は
、『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
と
同
じ
く
、
悲
哀
、
悲
劇
、
そ
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う

概
念
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
の
解
釈
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
的
見
方
と
は
っ
き
り
と
結
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び
つ
け
ら
れ
て
さ
え
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
信
仰
と
歴
史
』
に
お
い
て
は
、「
近
代
の
経
験
は
、
悲
劇
よ
り
も
む
し
ろ
悲
哀
ま
た
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
範
疇
に
属
す
る
」
が
、

そ
れ
は
、「
近
代
人
の
苦
境
を
理
解
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
」
な
「
信
仰
と
い
う
俯
瞰
の
視
点
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
」
り
、「
ギ
リ
シ
ャ

の
ド
ラ
マ
で
描
か
れ
た
よ
う
な
、
悲
劇
的
な
ま
で
の
運
命
へ
の
反
抗
に
達
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
悲
劇
に
お
け
る
よ
う

に
、
運
命
へ
の
悔
い
改
め
た
服
従
を
通
し
て
、
生
の
更
新
を
実
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
）
3
（

」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い

て
は
、
悲
哀
と
悲
劇
よ
り
も
、「
キ
リ
ス
ト
教
が
好
む
の
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
選
好
は
、」
キ
リ
ス
ト
教

的
人
間
観
か
ら
来
る
だ
け
で
は
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
か
ら
も
来
て
い
る
）
4
（

」
と
明
ら
か
な
立
場
の
転
換
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、『
信
仰
と
歴
史
』
の
前
、
説
教
的
エ
ッ
セ
イ
を
集
め
た
『
時
の
徴
を
見
分
け
る
』（D

iscerning the Signs of the T
im

es, 

1946

）
収
載
の
「
ユ
ー
モ
ア
と
信
仰
」
に
お
い
て
は
、『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
と
様
々
に
重
な
る
理
解
が
あ
る
も
の
の
、「
罪
の
悲
劇
性
）
5
（

」
が
示
さ

れ
、
悪
に
対
す
る
笑
い
に
は
「
寛
容
さ
が
除
去
さ
れ
）
6
（

」
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
に
向
け

ら
れ
た
嘲
笑
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
笑
い
と
さ
れ
、
信
仰
に
依
る
以
外
に
理
解
不
能
な
啓
示
の
次
元
に
対
す
る
コ
モ
ン
セ
ン
ス
か
ら
の
反
応
と

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
7
（

。

一
方
『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い
て
は
、「
人
間
の
歴
史
に
お
け
る
悪
の
性
質
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
は
、
一
貫
し
て
ア
イ
ロ

ニ
ー
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
ナ
チ
ス
よ
り
も
危
険
な
悪
と
判
定
さ
れ
て
い
る
共
産
主
義
に
対
す
る
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
態
度
に
は
「
笑
い
も

ユ
ー
モ
ア
も
な
い
」
こ
と
が
逆
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
一
貫
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
見
方
」
と
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
考
え
は
、

『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い
て
初
め
て
首
尾
一
貫
し
た
形
で
提
示
さ
れ
た
成
熟
し
た
実
り
な
の
で
あ
り
、
ニ
ー
バ
ー
の
中
に
お
い
て
も
一
つ
の

突
破
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い
て
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
見
方
の
枠
組
み
が
定
ま
る
と
と
も
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
観
と
人
間
観
も
ま

た
は
っ
き
り
と
し
た
焦
点
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
本
論
文
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
よ
る
自
由
と
罪
、
と
り
わ
け
原
罪
と
の
関
係
が
、
悲
劇
と
し
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て
よ
り
ニ
ー
バ
ー
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
）
8
（

。

ニ
ー
バ
ー
が
罪
論
を
包
括
的
に
展
開
し
た
の
は
、
神
学
著
作
の
代
表
作
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
・
レ
ク
チ
ャ
ー
『
人
間
の
本
性
と
そ
の
運
命
』

（T
he N

ature and D
estiny of M

an, Vol.1, 1941; Vol.2, 1943

）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
決
し
て
神
学
教
義
を
抽
象
論
理
に

よ
っ
て
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
。
教
義
の
中
核
に
あ
る
啓
示
の
意
味
を
具
体
的
な
人
間
の
実
態
を
示
す
歴
史
と
経
験
を
通
し
て
深
め
更
新
す

る
。
し
か
し
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
・
レ
ク
チ
ャ
ー
当
時
は
人
間
と
そ
の
置
か
れ
た
現
実
の
複
雑
さ
と
矛
盾
を
表
現
す
る
に
際
し
て
、「
弁
証
法
」

と
い
う
哲
学
用
語
に
頻
繁
に
そ
れ
も
い
さ
さ
か
機
械
的
な
仕
方
で
頼
っ
た
。
だ
が
、「
弁
証
法
」
で
は
う
ま
く
掬
い
き
れ
て
い
な
い
現
実
の

内
実
を
、
ニ
ー
バ
ー
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
捉
え
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
悲
劇
的
ジ
レ
ン
マ
に
置
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
人
間

の
現
実
に
対
し
、
あ
る
意
味
、
笑
い
や
ユ
ー
モ
ア
を
含
ん
だ
見
方
を
で
き
る
よ
う
な
視
座
が
確
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ま
で
は
、

ニ
ー
バ
ー
も
し
ば
し
ば
歴
史
の
罪
を
よ
り
悲
劇
的
に
捉
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
9
（

。

ア
イ
ロ
ニ
ー
的
見
方
に
よ
っ
て
、
神
の
笑
い
は
純
粋
な
怒
り
と
同
義
の
厳
し
い
裁
き
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
に
は
愛
を
含
ん
だ

豊
か
さ
を
は
ら
む
よ
う
に
な
っ
た
。「
ユ
ー
モ
ア
と
信
仰
」
に
お
い
て
は
、
旧
約
詩
篇
二
篇
四
節
の
笑
い
は
、「
一
時
の
優
し
さ
の
暗
示
さ
え

も
存
在
」
せ
ず
、「
純
粋
な
裁
き
」
で
あ
る
）
10
（

。
し
か
し
、『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い
て
は
こ
の
詩
篇
を
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

神
の
笑
い
は
嘲
り
で
あ
り
、
虚
栄
に
対
す
る
審
判
の
棘
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
も
し
、
笑
い
が
、
真
に
ア
イ

ロ
ニ
ー
的
な
ら
ば
、
こ
の
笑
い
は
裁
き
だ
け
で
は
な
く
慈
悲
も
象
徴
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
11
（

。

「
ユ
ー
モ
ア
と
信
仰
」
に
お
い
て
ユ
ー
モ
ア
は
信
仰
の
次
元
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
世
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
ユ
ー
モ
ア
と
信
仰
は
あ
る

一
線
を
越
え
て
画
然
と
分
か
た
れ
て
い
る
。『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、「
信
仰
の
次
元
」
に
お
い
て
成
り
立
つ
枠
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組
み
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い
て
、
し
か
し
そ
こ
で
見
通
さ
れ
た
見
方
が
、
信
仰
抜
き
で
も
万
人
の
共
有
財
産
と
な
る
こ
の
世
の
見
方
の
枠
組

み
と
し
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
の
次
元
を
通
し
て
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
お
け
る
笑
い
は
、
審
判
だ
け
で
は
な
く
て
恵
み
を
含
む
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
実
は
世
俗
的
な
次
元
に
お
い
て
も
、
各
人
が
自
己
を
内
省
す
る
う
え
で
役
立
つ
あ
る
種
の
恵
み
の
力
を
含
ん
で
い
る
の

で
あ
る
（
本
論
で
詳
述
で
き
な
い
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
可
能
性
を
一
般
恩
寵
と
呼
ぶ
）。

自
由
と
罪
の
関
係
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
再
考
す
る
に
あ
た
っ
て
、
罪
に
関
し
て
論
考
の
中
心
と
な
る
も
の
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
原
罪

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
傲
慢
の
罪
」
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、
原
罪
と
傲
慢
の
罪
は
同
一
で
あ
る
。
原
罪
と
い
う
罪
の
存
在
の
仕

方
の
、
そ
の
内
容
は
傲
慢
な
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
由
は
罪
で
は
な
く
、
人
間
が
有
限
な
こ
と
も
罪
で
は
な
い
、
し

か
し
、
そ
の
有
限
性
、
依
存
性
を
認
め
な
い
こ
と
が
罪
な
の
で
あ
る
）
12
（

。
ま
た
、
自
己
愛
・
利
己
主
義
は
傲
慢
と
同
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

利
己
主
義
は
、
自
己
に
値
し
な
い
ほ
ど
の
自
己
中
心
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
り
、
究
極
ま
で
突
き
詰
め
る
と
絶
対
者
の
地
位
の
簒
奪
だ
か

ら
で
あ
る
。

傲
慢
に
比
し
て
肉
欲
は
派
生
的
な
罪
で
あ
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
見
な
す
）
13
（

。
肉
欲
と
は
、「
細
々
と
し
た
存
在
の
過
程
、
活
動
、
そ
し
て
関
心

に
我
を
忘
れ
、
自
由
と
霊
の
無
限
の
可
能
性
か
ら
の
逃
避
」・「
限
定
的
な
諸
価
値
へ
の
無
制
約
的
な
献
身
）
14
（

」
で
あ
る
。
傲
慢
が
自
己
絶
対
化

な
ら
ば
、
肉
欲
は
他
の
絶
対
化
と
い
う
点
で
真
の
絶
対
か
ら
の
離
反
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
傲
慢
と
肉
欲
の
関
係
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る

が
）
15
（

、
本
論
で
は
触
れ
な
い
。
た
だ
、「
自
由
か
ら
の
逃
避
」
と
い
う
側
面
の
み
に
注
目
し
、
以
後
「
退
嬰
」
と
呼
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
を

罪
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
半
面
に
「
自
由
の
創
造
性
」
に
対
す
る
肯
定
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
肯
定
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
枠
組
み

は
深
く
関
わ
る
の
で
あ
る
。
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二　

悲
哀
、
悲
劇
、
ア
イ
ロ
ニ
ー

第
一
次
、
第
二
次
大
戦
を
経
験
し
た
後
、
冷
戦
期
に
突
入
し
た
時
代
に
お
い
て
は
、「
悲
劇
的
」
な
そ
し
て
「
悲
哀
的
」
な
状
況
に
つ
い

て
語
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
自
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
「
罪
」
と

そ
の
結
果
演
じ
ら
れ
て
い
る
喜
劇
的
要
素
に
注
意
を
促
す
と
い
う
転
換
を
行
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
な
ら
格
別
め
ず
ら
し
く
も
な
か

ろ
う
。
さ
ら
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
つ
の
枠
組
み
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
の
美
質
も
評
価
し
、
そ
の
担
う
べ
き
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も

同
時
に
行
う
と
い
う
一
種
の
離
れ
業
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
枠
組
み
こ
そ
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
歴
史
の
中
に
ま
ぎ
れ
も
な
く
存
在
す
る
悲
哀
や
悲
劇
と
い
っ
た
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
、
ニ
ー
バ
ー
に
よ
る
、
悲

哀
、
悲
劇
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
区
別
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
、
悲
哀
と
は
、
人
間
が
極
め
て
受
動
的
に
惨
禍
に
巻
き
込
ま
れ
る
状
況
で
あ
っ
て
、
人
間
自
身
の
責
任
と
一
切
関
わ
ら
な
い
。
自
然

災
害
な
ど
が
こ
の
例
に
当
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
憐
れ
み
を
誘
う
が
そ
の
状
況
自
体
に
高
貴
さ
が
備
わ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
災
害
に
巻
き

込
ま
れ
た
際
の
堅
忍
不
抜
さ
な
ど
は
称
賛
に
価
す
る
）
16
（

。

次
に
悲
劇
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
陳
述
に
は
、
当
時
の
状
況
が
色
濃
く
浮
き
出
て
い
る
。

あ
る
人
間
の
状
況
に
お
い
て
悲
劇
的
な
要
素
は
、
善
を
目
的
と
し
て
意
識
的
に
悪
を
選
び
取
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
人
々
や
国
々
が
、
善
き
動
機
に
お
い
て
悪
を
な
す
場
合
、
何
ら
か
の
高
い
責
任
を
果
た
す
た
め
に
罪
を
わ
が
身
に
引
き
受

け
る
場
合
、
あ
る
高
い
価
値
を
、
よ
り
高
い
価
値
か
ま
た
は
同
等
の
価
値
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
場
合
に
は
、
彼
ら
は
悲
劇
的
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な
選
択
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
現
代
の
状
況
に
お
い
て
、
平
和
を
維
持
す
る
手
段
と
し
て
、
原
子
爆
弾
に

よ
る
破
壊
と
い
う
脅
威
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
悲
劇
的
な
要
素
を
成
し
て
い
る
。
悲
劇
は
、
憐
れ
み
と
同
時

に
称
賛
を
誘
う
。
な
ぜ
な
ら
、
悲
劇
は
、
罪
と
と
も
に
高
貴
さ
を
も
併
せ
持
つ
か
ら
で
あ
る
）
17
（

。

こ
こ
に
は
あ
る
歴
史
的
状
況
に
置
か
れ
た
限
り
、
自
ら
の
手
を
汚
し
て
で
も
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
が
あ
る
こ
と
を
厳
粛
に
受
け

止
め
て
い
る
ニ
ー
バ
ー
の
姿
が
あ
る
。
悲
劇
の
意
味
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
考
察
は
、
六
章
に
て
行
う
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
へ
と
移
ろ
う
。

一
見
す
る
と
、
た
ま
た
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
よ
く
よ
く
吟
味
し
て
み
る
と
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
チ
グ
ハ
グ
さ
が
生
に
お
い
て
は
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
そ
ん
な
チ
グ
ハ
グ
さ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

チ
グ
ハ
グ
さ
そ
れ
自
体
は
、
滑
稽
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
笑
い
を
誘
う
。
こ
の
喜
劇
と
い
う
要
素
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
か
ら

は
決
し
て
完
全
に
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
喜
劇
以
上
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
喜
劇
的
状

況
が
、
あ
る
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
と
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
の
チ
グ
ハ
グ
さ
に

中
に
あ
る
種
の
隠
れ
た
関
係
が
発
見
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
美
徳
が
、
そ
の
美
徳
の
中
に
隠
れ
て
い
る
何
ら
か
の
欠
陥
ゆ
え

に
、
悪
徳
に
な
る
場
合
。
強
さ
が
、
強
力
な
人
間
や
国
家
を
自
惚
れ
へ
と
促
し
、
そ
の
自
惚
れ
ゆ
え
に
、
弱
さ
に
な
る
場
合
。

安
全
が
、
そ
の
安
全
に
あ
ま
り
に
も
あ
ぐ
ら
を
か
き
す
ぎ
た
が
ゆ
え
に
、
危
険
へ
と
変
貌
す
る
場
合
。
知
恵
が
、
そ
の
自
ら
の

限
界
を
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
愚
か
さ
に
な
る
場
合
。
こ
の
よ
う
な
場
合
す
べ
て
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
は
ア
イ
ロ

ニ
ー
と
い
う
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
状
況
は
、
悲
哀
と
い
う
状
況
と
は
異
な
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状

況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
当
の
人
物
が
、
そ
の
状
況
に
対
し
て
何
が
し
か
の
責
任
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
異
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
悲
劇
と
も
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
責
任
は
、
意
識
的
な
決
断
と
い
う
よ
り
も
、
意
識
せ
ざ
る
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弱
さ
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
が
、
悲
哀
の
状
況
や
悲
劇
の
状
況
に
自
ら
が
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
に
意
識
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
方
、
人
々
や
国
々
が
、
自
ら
が
そ
の

ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状
況
を
作
り
出
し
た
共
犯
者
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
な
ら
ば
、
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
状
況
は
解
消
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
気
づ
き
は
、
喜
劇
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
変
え
て
し
ま
っ
た
隠
れ
た
虚
栄
ま
た
は
自
惚
れ
に
対
す
る
何
が
し
か
の
理
解
を

引
き
起
こ
す
。
こ
の
理
解
は
、
自
惚
れ
の
鎮
静
へ
と
、
つ
ま
り
、
回
心
へ
と
導
く
か
、
ま
た
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
純
粋
な
悪
に
変

わ
る
極
点
ま
で
絶
望
的
な
ほ
ど
に
虚
栄
を
悪
化
さ
せ
て
い
く
か
、
の
ど
ち
ら
か
に
違
い
な
い
）
18
（

。

こ
の
後
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
状
況
に
今
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
国
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
消
し
純
粋
な
悪
に
ま
で
達
し
た
の
が

共
産
主
義
で
あ
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
続
け
る
。
次
に
ニ
ー
バ
ー
の
右
の
表
現
の
底
に
潜
む
本
質
を
見
つ
め
直
そ
う
。

三　

ア
イ
ロ
ニ
ー
の
構
造

ニ
ー
バ
ー
は
、
美
徳
と
悪
徳
、
強
さ
と
弱
さ
、
安
全
と
危
険
、
知
恵
と
愚
か
さ
と
い
う
対
照
を
揃
え
る
。
こ
う
し
た
対
照
は
そ
れ
だ
け

で
、
実
は
滑
稽
さ
を
生
み
出
す
よ
う
な
チ
グ
ハ
グ
さ
に
な
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
対
照
は
、
何
の
注
釈
も
な
け
れ
ば
あ
る
相
反
す
る

特
質
の
対
照
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
列
挙
さ
れ
た
対
の
特
性
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
方
が
良
性
で
あ
り
、
他
方
が
、
そ
れ
に
相
反
す
る
悪
性

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
長
と
短
の
対
照
が
、
喜
劇
作
家
の
手
を
借
り
な
く
て
も
、
喜
劇
的
な
要
素
を
持
つ
チ
グ
ハ
グ
さ
へ
と
変
容
す
る
法
則

性
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
一
方
の
長
所
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
長
所
ゆ
え
に
自
惚
れ
て
、
そ
の
長
所
を
相
反
す
る
短
所
に
転
化
す
る
と
い
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う
形
で
対
照
が
生
ま
れ
た
と
き
、
こ
こ
に
は
確
か
に
何
か
喜
劇
的
な
チ
グ
ハ
グ
さ
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
生
ま
れ

た
チ
グ
ハ
グ
さ
に
な
ぜ
喜
劇
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
自
惚
れ
」
そ
れ
自
体
に
含
ま
れ
る
滑
稽
さ
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
価
値

を
過
大
評
価
し
て
、
尊
大
に
振
る
舞
う
人
は
、
そ
の
者
の
実
質
的
価
値
を
知
っ
て
い
る
も
の
か
ら
見
れ
ば
ま
こ
と
に
滑
稽
に
映
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
滑
稽
さ
は
た
だ
の
滑
稽
さ
に
終
わ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
思
い
も
か
け
な
い
形
で
、
誇
っ
て
い
た
も
の
が
、
正
反
対
の

悪
徳
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
気
づ
か
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
惚
れ
は
あ
る
種
の
「
落
差
」
で
あ
る
。
こ
の
「
落
差
」
自
体
が
滑
稽
で
あ
り
、
チ
グ
ハ
グ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
人
は
そ
う
意
識

的
な
わ
け
で
は
な
い
。「
自
惚
れ
」
そ
れ
自
体
の
チ
グ
ハ
グ
さ
が
、
長
と
短
の
対
の
チ
グ
ハ
グ
さ
へ
と
転
化
さ
れ
た
と
き
こ
そ
、
そ
の
内
的

な
チ
グ
ハ
グ
さ
が
、
目
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
現
れ
る
と
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
「
自
惚
れ
」
の
滑
稽
な
一
面
は
、
た
だ
の
滑
稽
さ

で
は
済
ま
な
い
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
し
ま
う
。
明
ら
か
な
悪
の
面
が
あ
る
こ
と
が
見
せ
し
め
ら
れ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
常
に
喜
劇
的
な
面

を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
喜
劇
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
人
間
の
罪
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
）
19
（

。
し
か
し
、
結
果
に
よ
っ
て
は
、
こ

れ
は
笑
え
な
い
滑
稽
さ
で
あ
り
、
笑
わ
ざ
る
を
得
な
い
惨
状
と
な
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
笑
い
は
、
絶
望
、
憎

し
み
の
こ
も
っ
た
苦
い
笑
い
や
嘲
り
に
向
か
い
さ
ら
に
悪
を
硬
化
さ
せ
る
可
能
性
も
常
に
あ
る
。
一
方
、
理
想
的
に
は
、
一
つ
の
恩
寵
と

な
っ
て
自
己
の
思
い
上
が
り
の
解
消
へ
と
向
か
う
可
能
性
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
想
が
、
あ
る
程
度
安
定
し
た
可
能
性
と
な
る
条
件
に

は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
力
が
与
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
考
え
る
が
、
信
仰
抜
き
で
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
へ
の
気
づ
き
そ
の
も
の
が
、
そ
う
し
た
転

換
を
促
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
否
定
し
て
い
な
い
（
一
般
恩
寵
）。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
重
要
な
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
惚
れ
の
遠
因
と
な
っ
た
も
の
は
、
自
己
が
所
有
す
る
何
ら
か
の
「
美
質
」
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
美
質
は
美
質
と
し
て
明
確
に
あ
る
。
自
身
の
資
質
に
関
す
る
過
大
評
価
と
し
て
の
「
自
惚
れ
」
は
実
体
な
き

も
の
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
美
質
は
完
全
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
欠
陥
が
あ
る
だ
ろ
う
。
自
惚
れ
は
、
そ
の
欠
陥
に

盲
目
に
な
る
こ
と
で
、
あ
る
範
囲
に
お
い
て
明
確
に
美
質
で
あ
る
も
の
を
悪
質
に
変
え
て
し
ま
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
美
質
」
そ
の
も
の
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の
性
質
が
必
然
的
に
「
自
惚
れ
」
を
生
み
出
し
た
と
は
言
え
な
い
。
あ
く
ま
で
誘
惑
へ
の
動
因
と
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
が
自
由
を
介

し
て
罪
に
関
与
す
る
こ
う
し
た
過
程
に
つ
い
て
は
「
四　

罪
論
」
で
扱
う
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
通
し
て
露
に
な
っ
た
、
こ
う
し
た
チ
グ
ハ
グ
さ
の
状
況
は
、
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
通
常
の
人
間
風
景
を
映
し
た
も
の

と
言
え
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
的
に
言
え
ば
、
原
罪
の
あ
る
人
間
風
景
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
風
景
を
深
刻
に

塗
り
つ
ぶ
さ
ず
、
と
き
に
笑
い
を
誘
う
、
滑
稽
で
チ
グ
ハ
グ
な
相
貌
を
持
つ
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
そ
れ
が
現
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ア
イ
ロ

ニ
ー
を
見
抜
く
観
察
者
の
条
件
と
は
、

ア
イ
ロ
ニ
ー
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
当
事
者
に
あ
ま
り
敵
対
的
で
は
い
け
な
い
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
状
況
の
一
部
を
成

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
美
徳
の
一
面
を
拒
絶
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ま
り
に
同
情
的
で
あ
っ
て
も
い
け
な

い
。
そ
の
状
況
を
成
し
て
い
る
も
う
一
面
、
弱
さ
、
つ
ま
り
虚
栄
と
自
惚
れ
を
度
外
視
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
）
20
（

。

当
事
者
よ
り
も
観
察
者
の
ほ
う
が
、
後
者
の
条
件
を
満
た
す
の
で
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
識
別
し
や
す
い
。
し
か
し
、
前
者
の
条
件
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
、「
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
喜
劇
状
況
を
毒
づ
く
よ
う
に
笑
う
か
も
し
れ
」
ず
、「
あ
ま
り
に
も
喜
劇
的
な
形
で
流
産
に
終
わ
っ
た
諸
意

図
の
中
」
の
「
美
徳
」
を
認
め
得
な
い
だ
ろ
う
）
21
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
批
判
的
観
察
者
は
、
理
解
と
共
感
と
愛
あ
る
批
判
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。ア

イ
ロ
ニ
ー
を
見
抜
く
こ
と
は
批
判
の
た
め
の
批
判
で
は
な
い
。
一
見
す
る
と
喜
劇
的
な
様
相
の
中
に
も
あ
る
、「
虚
偽
」
と
鼻
で
あ
し

ら
え
な
い
美
徳
を
承
認
し
な
け
れ
ば
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
な
ら
な
い
）
22
（

。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
罪
の
要
素
ば
か
り
に
捉
わ
れ
る
と
案
外
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
見
方
こ
そ
完
全
な
善
で
も
な
く
完
全
な
悪
で
も
な
い
我
々
人
間
と
い
う
も
の
の
総
体
に
対
す
る
正
し
い

把
握
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
。
罪
か
ら
免
れ
な
い
私
た
ち
の
生
は
、
そ
れ
を
覆
い
隠
す
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
な
得
心
の
い
く
微
笑
ま
た
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は
微
苦
笑
で
も
っ
て
、
自
己
に
対
し
て
は
内
省
と
回
心
へ
、
他
者
に
対
し
て
は
憎
し
み
よ
り
は
愛
情
と
赦
し
で
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
へ
の
ま
な
ざ
し
に
は
批
判
だ
け
で
は
な
く
愛
と
い
う
温
か
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
人
間
に

対
す
る
あ
り
方
は
、
信
仰
の
次
元
に
お
い
て
、
神
の
人
間
へ
の
対
し
方
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
る
。
元
来
の
美
質
を
明
確
に
肯
定
す
る
に
は
、

世
界
を
罪
の
中
に
埋
没
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
神
が
世
界
を
創
造
さ
れ
た
と
き
に
発
し
た
「
良
い
」
と
い
う
祝
福
を
真
剣
に
受
け
取
る
キ

リ
ス
ト
教
の
見
方
が
前
提
に
あ
る
）
23
（

。
ニ
ー
バ
ー
が
定
義
し
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
見
方
の
根
源
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
的
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
、

神
の
人
間
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
信
仰
が
あ
る
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
悪
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
見
る
こ
と
を
標
準
的
な
も
の
と
定
め
る
傾

向
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
悪
か
ら
の
救
済
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
諸
制
限
を
超
え
た
彼
方
ま
で
行
く

が
、
人
間
の
歴
史
に
お
け
る
悪
の
性
質
に
つ
い
て
の
そ
の
解
釈
は
、
一
貫
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
で
あ
る
。
こ
の
一
貫
性
を
成
し

遂
げ
る
基
礎
に
は
、
次
の
信
仰
が
あ
る
。
人
間
の
歴
史
の
ド
ラ
マ
全
体
は
神
の
裁
き
の
注
意
深
い
監
視
の
下
に
あ
る
。
裁
き
を

行
う
神
は
、
人
間
の
諸
々
の
自
惚
れ
を
笑
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
人
間
の
大
志
に
対
し
て
は
敵
意
を
持
っ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
自
惚

れ
に
対
す
る
笑
い
は
、
神
の
裁
き
で
あ
る
。
こ
の
裁
き
が
自
惚
れ
を
宥
め
、
そ
し
て
人
々
を
自
己
の
空
想
の
虚
し
さ
を
認
識
す

る
回
心
へ
と
促
す
結
果
と
な
る
な
ら
ば
、
裁
き
は
慈
悲
へ
と
そ
の
内
実
の
変
化
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
）
24
（

（
傍
点
筆
者
）。

む
ろ
ん
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
超
え
て
、
そ
の
笑
劇
に
潜
む
罪
が
巨
悪
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
え
ば
も
は
や
笑
え
な
い
。「
意
識
せ
ざ
る
弱
さ
」

で
は
な
く
、
意
思
的
な
悪
と
い
う
も
の
は
、
も
は
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
枠
組
み
に
は
入
ら
な
い
。「
天
か
ら
の
ど
ん
な
笑
い
も
、
共
産
主
義
の

宗
教
に
漲
る
道
徳
的
な
自
画
自
賛
礼
拝
儀
式
を
貫
き
と
お
す
こ
と
な
ど
お
そ
ら
く
で
き
そ
う
も
な
い
）
25
（

」
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
う
。
し
か
し
、
共

産
主
義
も
ま
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
通
過
し
て
そ
こ
に
至
っ
た
。
そ
し
て
共
産
主
義
と
同
じ
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
幻
想
」
と
い
う
罪
を
分
け
持
つ
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ア
メ
リ
カ
が
、
憎
悪
を
燃
や
す
敵
に
対
峙
す
る
に
あ
た
っ
て
似
た
悪
へ
と
結
果
し
な
い
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
注
意
を
促
す
）
26
（

。
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
人
間
の
善
性
、
能
力
を
過
大
評
価
し
、
人
間
が
自
己
と
そ
の
運
命
の
主
で
あ
る
と
す
る
ま
で
高
ぶ
り
、
善

を
表
看
板
に
巨
悪
を
生
む
可
能
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
幻
想
を
抱
く
人
間
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
て
い
る
）
27
（

。
自
分
の
実
態
に
見
合

わ
な
い
よ
う
な
評
価
を
自
己
に
下
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
滑
稽
さ
を
帯
び
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
日
々
の
ア
イ
ロ

ニ
ー
的
な
普
通
の
生
の
あ
り
方
に
、
よ
り
深
刻
な
事
態
も
ま
た
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
罪
論
に
入
る
。
弱
者
の
成
功
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
最
後
に
超
越
の
視
点
か
ら
、
そ
れ
が
失
敗
の
ア
イ
ロ

ニ
ー
と
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

四　

罪
論

ニ
ー
バ
ー
が
、
最
も
入
念
に
織
り
上
げ
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
・
レ
ク
チ
ャ
ー
の
罪
論
で
は
、
上
記
で
示
し
た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
あ
り
方
を
、
し

か
し
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
表
現
に
達
し
な
い
ま
ま
、
綿
密
に
記
述
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
本
章
で
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
に
触
れ
る
前
に
、
そ
の
人
間
構
造
に
つ
い
て
の
理
解
に
つ
い
て
簡
潔
に
素
描
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ー

バ
ー
に
よ
れ
ば
、「
人
間
は
自
然
と
霊
（spirit

）
の
結
節
点
（juncture
）
に
立
つ
。
自
由
と
必
然
性
の
両
方
に
関
わ
る
）
28
（

」。
人
間
は
、
自
ら

の
有
限
性
、
偶
有
性
、
一
過
性
、
依
存
性
を
、
そ
れ
を
超
え
て
は
る
か
に
広
い
視
野
か
ら
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
自
由
の
能
力
を
付
与
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
状
況
が
不
安
を
生
む
。「
一
方
に
お
い
て
、
自
然
の
過
程
の
中
で
の
必
然
性
や
偶
然
性
に
巻
き
込
ま
れ
、
他
方
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
も
の
の
外
側
に
立
っ
て
、
そ
の
気
ま
ま
な
変
動
性
や
危
険
を
予
見
し
、
人
は
不
安
で
あ
る
）
29
（

」。
ニ
ー
バ
ー
は
、
聖
書
に
お
い
て
、

人
間
の
自
由
は
「
神
の
似
姿
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
、
人
間
の
持
つ
有
限
性
と
自
然
と
必
然
性
に
関
わ
る
様
相
は
、
塵
か
ら
作
ら
れ
た
「
被
造
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物
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
）
30
（

。
神
の
似
姿
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
人
間
の
自
由
は
、
単
に
一
般
概
念
を
形
成
で
き
る
理
性
で
も

な
け
れ
ば
世
界
を
吟
味
す
る
能
力
で
も
な
い
）
31
（

。
そ
れ
は
常
に
自
己
を
超
え
出
る
能
力
）
32
（

で
あ
る
。
こ
の
自
己
超
越
的
自
由
ゆ
え
、
絶
対
を
渇
望

す
る
。
こ
の
神
の
似
姿
は
、
人
間
が
神
へ
と
向
か
え
る
能
力
で
あ
る
が
、
神
に
同
化
で
き
る
能
力
で
は
な
い
）
33
（

。
キ
リ
ス
ト
教
人
間
観
に
お
い

て
、
人
間
は
こ
の
神
の
似
姿
と
被
造
物
性
が
分
か
ち
が
た
く
統
一
さ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
り
）
34
（

、
そ
の
構
造
そ
の
も
の
に
不
安
の
源
が
備
わ
っ

て
い
る
。
不
安
は
、
し
か
し
罪
で
は
な
い
）
35
（

。
こ
の
人
間
の
与
え
ら
れ
た
状
況
か
ら
は
必
然
的
に
は
罪
は
生
ま
れ
な
い
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
う
）
36
（

。

そ
れ
で
は
罪
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
人
間
を
汚
染
し
て
い
る
の
か
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
創
世
記
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
堕
落
物
語
の
象
徴
を
そ
の
解
釈
の
手
が
か
り
と
す
る
。
聖
書
の
堕
落
物
語
や
悪
魔
の
起
源

の
物
語
は
、
原
理
主
義
者
で
は
な
い
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
文
字
通
り
の
事
実
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
悪
の
起
源
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
う
し
た
物
語
は
、
な
ぜ
我
々
は
か
く
の
ご
と
く
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
原
因
譚
で
は
な
く
て
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
象

徴
的
に
示
す
、
正
し
い
自
画
像
を
映
し
出
す
説
話
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
聖
書
物
語
に
あ
る
、
人
祖
の
「
堕
落
」
を
歴
史
的
事
件
と
し
て
起
き
た
と
考
え
な
い
。
堕
落
前
、
堕
落
後
と
歴

史
年
代
記
を
真
二
つ
に
分
け
て
そ
れ
を
境
に
人
間
本
性
が
変
化
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
）
37
（

。
現
実
の
人
間
の
あ
り
よ
う
は
太
古
か

ら
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
変
わ
ら
な
い
人
間
存
在
の
、
善
と
悪
の
関
係
を
「
堕
落
前
」
と
「
堕
落
後
」
と
い
う
象
徴
は
開
示
す
る
の
で
あ
る
。

「
堕
落
前
」
が
善
を
象
徴
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
堕
落
後
」
が
示
す
悪
に
先
行
し
て
い
る
。
聖
書
物
語
に
お
い
て
、
神
が
、
自
ら
創
造
し

た
も
の
を
善
い
と
祝
福
し
た
創
造
物
語
が
堕
落
物
語
に
先
行
し
て
い
る
と
い
う
象
徴
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
善
こ
そ
が
人
間
存
在
の
あ

る
べ
き
本
質
を
第
一
に
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
「
堕
落
後
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
現
実
の
人
間
の
状
態
を
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
し
ば
し
ば
「
本
質
の
腐
敗
）
38
（

」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
「
本

質
」
と
は
本
来
人
間
が
あ
る
べ
き
姿
を
意
味
す
る
。
こ
の
表
現
が
意
味
す
る
こ
と
と
は
、
人
間
の
本
来
の
資
質
は
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と

（
自
由
、
肉
体
、
固
有
性
・
有
限
性
も
含
め
）、
あ
る
べ
き
善
に
従
え
な
い
こ
と
）
39
（

、
人
間
の
善
と
悪
は
切
り
離
せ
な
い
形
で
存
在
し
て
い
る
と



375 ラインホールド・ニーバーにおける自由と罪のアイロニー

い
う
こ
と
、
人
間
の
悪
は
、
本
来
善
だ
っ
た
は
ず
の
も
の
が
、
悪
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
形
で
存
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、

所
与
の
も
の
と
し
て
の
人
間
の
自
由
が
自
ら
を
過
信
し
自
ら
を
誤
使
用
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
自
己
の
自
由
を
過
信
し
た
僭
越
か
ら
生
ま
れ

た
悪
は
、
そ
の
過
信
ゆ
え
、
自
由
の
権
能
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
そ
の
誤
用
は
い
っ
そ
う
恐
ろ
し
い
も
の
に
な
り
う
る
。
こ
の
悪
の
あ
り

方
に
対
す
る
警
告
こ
そ
ま
さ
に
ニ
ー
バ
ー
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
の
中
核
な
の
で
あ
る
。

人
間
が
自
己
の
自
由
の
権
能
を
誤
解
釈
す
る
過
程
を
、
ニ
ー
バ
ー
は
聖
書
の
堕
落
物
語
か
ら
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
（
ニ
ー
バ
ー
は
堕

落
の
神
話
（T

he M
yth of the Fall

）
と
呼
び
）
40
（

、
象
徴
的
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
示
す
）。
こ
の
解
釈
に
お
い
て
ほ
ぼ
罪
の
あ
り
方
の
分
析
は

尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
丁
寧
に
議
論
を
追
お
う
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
罪
ど
こ
ろ
か
、
罪
へ
の
誘
惑
さ
え
も
、
人
間
状
況
か
ら
の
み
で
は
出
て
こ
な
い
と
す
る
。
誘
惑
は
、
そ
の
有
限
と
自
由
の

状
況
が
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
た
と
き
起
こ
る
。
聖
書
物
語
に
お
け
る
蛇
に
よ
る
誘
惑
は
、
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
蛇
を
悪
魔
と
す

る
後
世
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
解
釈
は
、
そ
う
的
外
れ
と
は
言
え
な
い
。
悪
魔
と
は
堕
天
使
で
あ
る
。
善
と
し
て
創
造
さ
れ
た
天
使
が
、
そ

の
力
を
過
信
し
て
神
の
地
位
を
簒
奪
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
出
現
し
た
も
の
が
悪
魔
で
あ
る
。
こ
の
悪
魔
が
、
蛇
だ
と
す
る
と
、
悪
魔
の
堕

落
は
人
間
の
堕
落
よ
り
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
蛇
の
そ
そ
の
か
し
に
よ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
置
か
れ
た
状
況
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
と

き
、
初
め
て
誘
惑
さ
れ
る
）
41
（

。
以
上
、
ニ
ー
バ
ー
の
解
釈
の
要
約
で
あ
る
が
、
以
下
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
、
聖
書
悪
魔
学
的
解
釈
に
つ
い
て

ニ
ー
バ
ー
が
考
え
る
要
諦
二
点
を
引
用
す
る
。

（
1
）
悪
魔
は
、
悪
と
し
て
作
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
悪
は
、
自
己
の
生
に
対
し
て
設

け
ら
れ
た
制
限
を
超
え
よ
う
と
す
る
努
力
、
神
に
反
逆
し
よ
う
と
す
る
努
力
か
ら
生
ま
れ
た
。

（
2
）
悪
魔
は
人
間
が
堕
落
す
る
よ
り
も
先
に
堕
落
し
た
。
つ
ま
り
、
人
間
の
神
に
対
す
る
反
逆
は
、
純
粋
な
倒
錯
の
行
為
で

も
な
け
れ
ば
、
人
間
が
置
か
れ
た
状
況
か
ら
避
け
が
た
く
結
果
す
る
も
の
で
も
な
い
と
言
え
る
。
人
間
の
置
か
れ
て
い
る
有
限



376

と
自
由
の
状
況
が
、
誘
惑
の
源
泉
と
な
る
の
は
、
そ
の
状
況
が
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
の
み
で
あ
る
。
こ
の
誤
っ
た
解
釈

は
、
純
粋
に
人
間
的
な
想
像
の
産
物
で
は
な
い
。
誤
っ
た
解
釈
は
、
人
間
自
身
の
罪
に
先
行
す
る
悪
の
力
に
よ
っ
て
、
人
間
に

提
示
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
神
秘
を
最
も
よ
く
描
出
し
、
ま
た
定
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
い
う
る
だ
ろ
う
。

罪
は
自
ら
を
前
提
と
す
る
、
罪
は
人
間
状
況
の
避
け
が
た
い
結
果
で
あ
る
か
、
ま
た
は
罪
は
純
粋
か
つ
邪
悪
な
個
人
の
神
に
対

す
る
拒
絶
と
い
う
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う
な
状
況
は
存
し
な
い
と
）
42
（

。

堕
落
の
説
話
が
示
す
の
は
、
人
間
の
悪
の
巻
き
込
ま
れ
方
は
、
悪
魔
の
正
体
が
堕
天
使
で
あ
っ
た
と
い
う
物
語
と
符
合
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
悪
は
、
善
で
あ
る
天
使
が
悪
魔
に
化
け
る
仕
方
で
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
似
姿
、
本
質
と
し
て
の
自
由
が
、

傲
慢
の
罪
に
よ
っ
て
悪
魔
的
な
も
の
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
こ
の
物
語
は
表
し
て
い
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
自
惚
れ
と
い
う
罪
に
よ
っ
て
、
人
間
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
て
い
る
の
は
、
こ
の
罪
が
徹
底
し
た
意
思
の
貫
徹
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
「
意
識
せ
ざ
る
弱
さ
」
と
し
て
働
く
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
の
弱
さ
は
、
明
確
に
意
識
的
な
も
の
で
は
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
自
己
自
身
が
「
何
が
し
か
の
責
任
」
を
負
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、「
純
粋
な
倒
錯
の
行
為
で
も
」
な

く
、「
人
間
の
置
か
れ
た
状
況
」
か
ら
の
避
け
が
た
い
結
果
で
も
な
い
（
責
任
が
自
己
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
）
と
い
う
説
明
で
ま
さ
に
尽
く

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー
バ
ー
が
聖
書
の
物
語
か
ら
引
き
出
し
て
き
た
「
人
間
の
堕
落
」、「
罪
」
の
あ
り
よ
う
こ
そ
、
後
年
、
ニ
ー

バ
ー
が
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
し
て
解
釈
す
る
人
間
風
景
に
他
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
の
「
有
限
と
自
由
の
状
況
が
、
誘
惑
の
源
泉
と
な
る
の
は
、
そ
の
状
況
が
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
の

み
」
と
い
う
こ
と
で
、
有
限
と
自
由
の
本
質
か
ら
自
惚
れ
と
い
う
罪
が
出
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
あ
く
ま
で
誤
解
釈
か
ら
罪
へ
の

誘
惑

0

0

が
発
生
す
る
と
い
う
。
こ
の
誤
解
釈
の
正
体
と
は
何
か
。
聖
書
の
物
語
は
、
そ
れ
が
「
純
粋
に
人
間
的
な
想
像
の
産
物
」
で
は
な
く
、

「
人
間
自
身
の
罪
に
先
行
す
る
悪
の
力
に
よ
っ
て
、
人
間
に
提
示
さ
れ
る
」
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
捉
え
る
。
そ
し
て
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こ
の
状
況
か
ら
、「
罪
は
自
ら
を
前
提
と
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
罪
は
存
す
る
と
解
釈
を
す
る
。
す
な
わ
ち
文
字
通
り
先
行
し
て
生
ま
れ
た

悪
魔
に
よ
る
誘
惑
と
い
う
解
釈
を
拒
絶
す
る
。

後
に
、「
罪
は
自
ら
を
前
提
と
す
る
」
こ
と
の
内
実
の
意
味
を
「
罪
へ
の
傾
向
性
」（
原
罪
）
43
（

）
と
い
う
表
現
を
通
じ
て
ニ
ー
バ
ー
は
明
ら
か

に
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
当
該
意
味
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
本
人
に
明
白
に
意
識
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
自
己
の
意
志
の
内

0

0

0

0

0

0

0

に
す
で

に
罪
の
根
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
状
況
を
誤
っ
て
解
釈
す
る
の
か
。
そ
う
解
釈
し
よ
う
と
す
る
罪
が
何
ら
か
の
形
で
介
入
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
罪
は
本
人
が
明
確
に
意
識
し
て
追
跡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
質
的
飛
躍
で
あ
る
）
44
（

（
ニ
ー
バ
ー
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
解
釈
と
「
罪
へ
の
傾
向
性
」
と
の
関
係
は
本
注
と
注
48
を
見
よ
）。
生
起
の
瞬
間
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
萌
芽
は
、
む
ろ
ん
純

粋
か
つ
邪
悪
な
神
へ
の
反
逆
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
誤
解
釈
が
「
純
粋
に
人
間
的
な
想
像
の
産
物
」
で
な
い
こ
と
、
即
ち
自
己
の
本
質

か
ら
必
然
的
に
出
た
の
で
も
な
く
、
徹
底
し
た
意
思
か
ら
出
た
の
で
も
な
い
こ
と
が
聖
書
物
語
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
誤

解
釈
が
、
あ
く
ま
で
誘
惑
の
原
因
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
罪
の
「
意
識
さ
れ
ざ
る
弱
さ
」
と
い
う
性
質
を
見
事
に
表
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
人
間
自
身
の
罪
に
先
行
す
る
悪
の
力
」
と
い
う
悪
魔
の
「
神
秘
」
が
象
徴
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
罪
と
い
う
も
の
の
不
合

理
さ
の
謎
で
あ
る
）
45
（

。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
さ
れ
ざ
る
誤
解
釈
の
生
ま
れ
方
は
、
や
は
り
天
使
の
堕
落
を
模
倣
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
罪
の
淵

源
は
い
か
よ
う
に
弱
く
と
も
「
傲
慢
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
悪
魔
に
よ
る
誘
惑
は
す
で
に
誘
惑
さ
れ
た
者
に
よ
る
誘

惑
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
誘
惑
さ
れ
た
自
由
に
よ
る
誘
惑
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
そ
こ
は
か
と
な
い
傾
向
性
は
蛇
と
し
て
現
れ
た

こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
（
情
念
、
生
存
本
能
と
い
う
自
然
を
織
り
込
ん
だ
霊
的
傲
慢
も
象
徴
）。

自
惚
れ
と
自
由
の
関
係
に
つ
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
自
惚
れ
は
、
自
由
と
い
う
贈
り
物
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
も
の

で
は
な
」
く
、「
そ
の
贈
り
物
の
腐
敗
で
あ
る
）
46
（

」。
自
由
そ
の
も
の
か
ら
必
然
的
に
自
惚
れ
は
生
ま
れ
な
い
。
自
惚
れ
は
罪
で
あ
る
。
そ
し

て
、
罪
か
ら
の
自
由
と
い
う
点
で
、
自
由
と
罪
は
、
相
反
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
の
力
が
な
け
れ
ば
ま
た
自
惚
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
自
由
か
ら
必
然
的
に
罪
は
出
な
い
が
、
自
由
は
本
質
に
反
す
る
自
由
も
持
つ
）
47
（

）。
自
由
と
い
う
美
質
に
自
由
自
ら
が
誘
惑
さ
れ
て
、
自
己
に
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対
す
る
過
大
評
価
、
自
惚
れ
と
い
う
自
由
の
腐
敗
を
生
む
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
自
由
は
、
そ
の
大
き
な
権
能
ゆ
え
に
、
己
の
価
値
を
ふ
く
ら

ま
せ
よ
と
そ
そ
の
か
さ
れ
る
可
能
性
が
常
に
あ
る
。
そ
そ
の
か
し
の
端
緒
に
す
で
に
、
過
大
評
価
と
い
う
誤
解
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
誤
解

が
過
大
評
価
と
し
て
現
れ
る
直
前
に
は
す
で
に
う
ず
う
ず
と
し
た
「
自
惚
れ
」
の
萌
芽
が
あ
る
。
美
質
自
体
へ
の
過
度
の
魅
了
に
は
、
不
安

も
関
わ
る
。
不
安
は
罪
で
は
な
い
が
誤
解
に
は
す
で
に
罪
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
自
惚
れ
と
い
う
罪
を
生
む
過
程
に
ま
た
自
惚
れ
が
介
在
し

て
い
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
人
間
に
は
、
何
か
ど
う
し
て
も
振
り
ほ
ど
け
な
い
よ
う
な
形
で
自
惚
れ
を
生
む
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
え
る
。

こ
れ
こ
そ
が
「
罪
へ
の
傾
向
性
」
で
あ
る
。
あ
る
悪
が
生
ま
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
生
ま
れ
る
何
ら
か
の
傾
向
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
傾
向
を
示
す
何
か
で
あ
っ
て
、
悪
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
い
）
48
（

。
そ
し
て
、

そ
の
内
容
は
、
自
惚
れ
・
傲
慢
で
あ
る
。
初
め
は
傾
向
性
と
し
て
の
み
存
す
る
こ
れ
は
自
由
の
本
質
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
）
49
（

、

自
由
が
己
の
美
質
に
誘
惑
さ
れ
る
、
そ
の
さ
り
げ
な
い
起
因
に
な
る
と
い
う
形
で
、
常
に
自
由
を
介
し
て
明
確
な
、
し
か
し
は
っ
き
り
意
識

さ
れ
ざ
る
「
自
惚
れ
」
と
し
て
顔
を
出
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
と
腐
敗
し
た
自
由
の
間
に
は
、
原
罪
を
媒
介
し
て
や
は
り

ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
。
そ
し
て
、
腐
敗
し
た
自
由
が
自
惚
れ
で
あ
り
、
原
罪
も
自
惚
れ
と
い
う
仕
方
で
罪
の
根
源
が
自
惚

れ
に
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
続
け
る
）
50
（

。

こ
う
し
た
傾
向
性
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
か
す
か
に
姿
を
現
し
た
誘
惑
手
と
し
て
の
自
惚
れ
は
、「
意
識
せ
ざ
る
弱
さ
」
と
し
て
常
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
形
で
暴
露
さ
れ
る
。
と
き
に
は
当
人
の
思
い
も
か
け
な
い
悪
が
帰
結
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
は
何
か
自
己
を
超
え
た
運
命
の
力
が
挫
い
た
結
果
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
自
分
が
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー

が
、
こ
れ
を
原
罪
と
呼
ぶ
の
は
、
誰
も
が
持
つ
普
遍
的
性
向
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
免
れ
な
い
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
本
性
か
ら

必
然
に
結
果
し
な
い
（
ゆ
え
に
有
限
、
自
由
と
は
異
な
る
範
疇
「
罪
」
が
不
可
欠
で
あ
る
）
51
（

）。
し
か
し
、
罪
が
入
る
の
は
自
然
的
因
果
を
超

え
た
質
的
飛
躍
と
し
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
必
ず
自
由
が
関
わ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
自
由
の
内
で
、
自
由
に
よ
っ
て
」
罪
は
犯
さ
れ
る
）
52
（

。
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つ
ま
り
自
由
そ
れ
自
体
は
現
実
の
罪
へ
の
必
要
条
件
だ
が
十
分
条
件
で
は
な
い
。
現
実
の
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
、
避
け
が
た
く
自
惚
れ
る

傾
向
が
自
由
に
は
あ
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
自
由
を
深
い
罪
の
根
と
対
照
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
罪
を
自
由
の
範
疇

に
入
れ
て
は
い
け
な
い
。「
欠
陥
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
意
思
の
内
で
あ
り
、
そ
し
て
意
思
は
自
由
を
前
提
に
す
る
）
53
（

」
と
い
う
仕
方
で
自
由

は
こ
の
傾
向
性
に
関
わ
る
（
意
思
の
根
源
に
自
由
が
あ
る
）。
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
意
思
の
欠
陥
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
消
極
的
な

も
の
で
は
な
く
、
積
極
的
な
傾
向
性
で
あ
る
）
54
（

。
こ
こ
で
は
（
注
53
の
引
用
文
の
文
脈
）、「
意
思
の
欠
陥
」
と
い
う
一
つ
の
象
徴
表
現
で
避
け

が
た
い
罪
が
前
提
さ
れ
て
い
る
（
知
っ
て
い
て
も
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
用
い
る
場
合
も
あ
る
。N

D
M

1, 292

）。

ニ
ー
バ
ー
は
分
析
の
果
て
に
、
人
間
が
罪
を
犯
す
過
程
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
有
限
と
自
由
と
い
う
人
間
状
況
か
ら
不
安
が
生
じ

る
。
不
安
は
罪
で
は
な
い
。
不
安
に
さ
ら
に
罪
（
自
惚
れ
と
い
う
罪
に
よ
る
誤
解
釈
）
が
加
わ
る
こ
と
で
、
不
安
か
ら
誘
惑
が
生
じ
る
。
誘

惑
さ
れ
て
も
、
そ
の
誘
惑
の
ま
ま
に
罪
を
犯
す
と
は
限
ら
な
い
。
誘
惑
に
さ
ら
に
罪
が
加
わ
り
、
誘
惑
に
従
う
罪
が
犯
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
）
55
（

。し
か
し
完
全
に
意
識
的
で
も
な
く
、
明
確
に
発
生
の
軌
跡
を
追
え
な
く
と
も
、
誘
惑
し
、
さ
ら
に
誘
惑
に
付
き
従
わ
せ
て
し
ま
う
罪
に
対

し
、
人
間
は
完
全
に
無
意
識
な
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
ニ
ー
バ
ー
は
明
言
す
る
。「
人
間
は
、
自
己
の
弱
さ
、
自
己
の
存
在
と
知
識
の
限
界

が
あ
り
そ
し
て
依
存
的
な
性
格
に
つ
い
て
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
）
56
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
、
自
己
の

存
在
に
つ
い
て
無
知
な
こ
と
か
ら
く
る
過
ち
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
意
識
的
な
罪
が
混
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
無
知
は
、
傲
慢
を
前
提
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
が
自
身
の
制
限
を
認
識
で
き
る
よ
う
な
理
想
的
な
可
能
性
は
常

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
暗
黙
の
傲
慢
が
明
白
な
そ
れ
と
な
る
の
は
、
視
野
の
偏
狭
さ
（
中
略
）
を
曖
昧
に
し
よ
う
と
す
る

意
識
的
な
努
力
に
お
い
て
で
あ
る
）
57
（

。
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暗
黙
の
傲
慢
と
い
う
言
い
方
は
、
確
か
に
「
純
粋
な
倒
錯
の
行
為
」
で
は
な
い
が
、「
意
識
的
な
倒
錯
の
要
素
を
罪
か
ら
除
去
す
る
こ
と

も
罪
を
単
な
る
過
ち
に
還
元
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
）
58
（

」
様
相
を
表
す
。
罪
は
何
ら
か
の
欠
落
や
過
ち
な
ど
の
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
意

志
が
関
わ
る
積
極
的
な
悪
の
要
素
だ
）
59
（

が
、
そ
の
端
緒
は
暗
黙
と
し
て
あ
る
。
人
間
は
「
自
ら
が
思
い
描
い
た
全
体
は
自
己
自
身
）
60
（

」
で
あ
る
と

完
全
に
思
い
込
め
る
存
在
で
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
自
己
を
そ
う
措
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
出
し
て
し
ま

う
。

パ
ウ
ロ
は
、
自
己
欺
瞞
の
盲
目
さ
を
、
無
知
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
罪
の
結
果
と
し
て
の
無
知
と
し
て
見
な
し
た
の
で

あ
っ
た
。（
中
略
）「
彼
ら
の
愚
か
な
心
は
暗
く
さ
れ
た
）
61
（

」。

大
き
な
欺
瞞
へ
と
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
初
発
と
な
る
欺
瞞
は
、
自
ら
目
を
閉
ざ
し
た
心
の
闇
の
中
で
、
不
義
を
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提

示
す
る
一
歩
の
踏
み
出
し
で
あ
る
。
確
か
に
目
を
塞
ぐ
こ
と
に
は
意
思
が
関
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
心
が
暗
く
な
る
瞬
間
は
、
完

全
に
意
識
的
な
操
作
に
よ
っ
て
訪
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
端
緒
と
な
る
欺
瞞
は
、
ま
た
徹
底
し
た
意
思
の
産
物
で
も
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
意
識
と
無
意
識
の
端
境
に
漂
う
欺
瞞
か
ら
、
さ
ら
に
欺
瞞
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
は
じ
ま
り
を
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ

う
に
表
現
す
る
。

罪
の
避
け
が
た
い
混
入
で
あ
る
不
正
直
さ
は
、
純
粋
な
無
知
と
し
て
も
、
個
人
各
々
に
お
け
る
意
識
的
な
嘘
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
も
、
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
欺
瞞
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
の
で
、
純
粋
な
無
知
、
ま
た
は
純
粋

な
不
正
直
さ
、
双
方
の
範
疇
に
収
め
得
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
の
諸
々
の
己
惚
れ
は
、
唯
一
意
思
的
な

欺
瞞
に
よ
っ
て
の
み
維
持
し
う
る
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
こ
の
意
思
的
な
欺
瞞
に
つ
い
て
、「
意
思
的
な
無
知
」
と
非
常
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に
正
確
に
表
現
し
た
。
こ
の
欺
瞞
は
、
各
個
人
の
動
機
に
お
い
て
不
正
を
意
識
的
に
行
う
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
）
62
（

。

し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
過
大
評
価
で
き
る
よ
う
に
自
分
を
欺
く
た
め
に
他
人
を
も
欺
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、「
あ
ら

ゆ
る
混
乱
の
中
で
自
己
と
と
も
に
あ
り
続
け
、
そ
し
て
行
動
で
き
る
前
に
、
自
己
が
な
だ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
真
実
が
残
存
し
て
い
る
こ

と
の
重
い
指
摘
で
あ
る
。
人
間
の
欺
瞞
は
、
こ
う
し
て
人
間
の
完
全
な
堕
落
を
否
定
す
る
興
味
深
い
論
駁
で
あ
る
）
63
（

」
と
い
う
。
つ
ま
り
自
己

欺
瞞
は
、
自
己
が
そ
う
し
た
過
大
評
価
に
値
し
な
い
こ
と
を
内
々
で
知
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
嘘
を
嘘
と
明
確
に
す
る
真
は
嘘
に
よ
る
あ

る
一
定
程
度
の
侵
食
を
過
ぎ
る
と
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
存
立
し
続
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
そ
の
罪
を
隠
そ
う
と
し
て
、
自
己
の
没
頭
し
て
い

る
利
害
を
正
義
の
装
い
で
飾
ろ
う
と
す
る
。
隠
す
行
為
と
は
、
罪
を
知
り
、
そ
れ
を
疚
し
く
感
じ
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。
こ
の
前
提
こ
そ

堕
落
前
で
象
徴
さ
れ
る
本
質
の
姿
で
あ
る
。
隠
す
と
は
ま
さ
に
「
本
質
の
腐
敗
」
と
い
う
罪
と
善
の
入
り
混
じ
り
の
顕
れ
で
あ
る
。
偽
善
の

背
後
に
は
外
見
を
飾
ろ
う
と
す
る
邪
悪
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
己
の
罪
、
ま
た
罪
ほ
ど
で
も
な
い
素
寒
貧
を
恥
じ
て
隠
そ

う
と
す
る
良
心
の
不
安
が
隠
れ
て
い
る
）
64
（

。

こ
の
不
安
、
疚
し
さ
は
、
自
己
超
越
の
際
の
本
質
の
表
出
で
あ
る
）
65
（

。
自
己
は
ど
う
隠
し
よ
う
も
な
く
自
己
の
現
実
の
姿
を
垣
間
見
て
し
ま

う
。
そ
の
瞥
見
さ
れ
た
姿
を
罪
深
い
と
判
断
す
る
に
不
可
欠
な
基
準
で
あ
る
本
質
が
現
れ
る
。
自
己
を
超
え
る
超
越
は
究
極
ま
で
行
か
な
け

れ
ば
安
ん
じ
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
絶
対
」
と
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
出
会
い
の
端
緒
が
良
心
の
疚
し
さ
で
あ
る
）
66
（

。
そ
れ
が
疚
し
さ

で
あ
る
限
り
、
そ
の
「
絶
対
」
に
は
あ
る
べ
き
善
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
自
己
超
越
に
お
け
る
疚
し
さ
は
、
腐
敗
を
貫
い

て
の
本
質
か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
る
と
と
も
に
神
か
ら
迫
ら
れ
問
わ
れ
る
体
験
な
の
で
あ
り
、
そ
う
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ー
バ
ー

は
良
心
の
体
験
と
は
宗
教
的
な
体
験
で
あ
る
と
言
う
）
67
（

。
社
会
慣
習
的
規
範
や
最
高
の
自
分
と
い
う
基
準
に
よ
る
裁
き
と
い
う
解
釈
は
真
の
自

己
と
良
心
体
験
の
誤
解
釈
で
あ
り
自
己
満
足
に
人
を
誘
う
）
68
（

。

人
間
が
完
全
な
本
質
な
ら
ば
、
そ
の
内
在
本
質
と
神
の
呼
び
か
け
と
そ
れ
に
応
じ
る
行
動
は
一
致
す
る
は
ず
だ
）
69
（

。
し
か
し
、
人
は
、
絶
え
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ず
自
由
を
介
し
て
利
己
に
冒
さ
れ
た
己
、「
本
質
の
腐
敗
」
と
し
て
あ
る
）
70
（

。
こ
の
象
徴
が
示
す
の
は
、
内
在
と
超
越
が
疚
し
さ
の
み
で
接
触

し
、
そ
の
疚
し
さ
が
疚
し
さ
で
留
ま
っ
て
し
ま
う
鈍
さ
で
あ
る
。
あ
る
べ
き
善
の
姿
も
完
全
に
は
明
確
で
な
い
）
71
（

。
鮮
烈
に
自
己
の
全
貌
が
把

握
さ
れ
、
隠
す
と
い
う
衝
動
さ
え
打
ち
砕
か
れ
る
よ
う
な
経
験
を
し
た
者
は
、
自
己
を
超
え
た
何
か
が
利
己
を
刺
し
貫
い
た
と
感
じ
る
。
そ

し
て
、
自
己
超
越
を
超
え
た
超
越
と
の
出
会
い
が
明
瞭
に
意
識
さ
れ
、
い
わ
ば
「
恩
寵
」
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
（
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
啓
示
に
お
け
る
利
己
を
裁
く
絶
対
善
は
犠
牲
愛
、
人
祖
の
無
垢
で
は
な
い
）
72
（

）。

「
本
質
」
は
自
己
超
越
の
中
で
姿
を
垣
間
見
せ
る
ゆ
え
、
堕
落
前
・
堕
落
後
は
、
象
徴
と
し
て
も
、
時
系
列
（
水
平
次
元
）
に
考
え
る
の

で
は
な
く
、
垂
直
次
元
（
究
極
的
に
神
と
関
係
す
る
）
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
）
73
（

。
つ
ま
り
他
者
を
騙
し
て
共
犯
者
に
し
て
も
騙
せ
な
い
自
己

を
捉
え
る
に
は
、
絶
対
の
次
元
に
開
か
れ
た
自
己
と
し
て
把
握
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
罪
が
現
実
化
す
る
の
は
こ

の
世
で
あ
る
。
人
間
は
過
去
の
行
為
を
反
省
し
、
次
に
活
か
そ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
行
為
す
る
と
理
想
的
に
は
行

か
ず
後
悔
が
残
る
。
そ
う
い
う
姿
を
象
徴
す
る
意
味
で
「
堕
落
の
前
の
完
全
性
と
は
、
言
い
換
え
る
と
、
行
為
の
前
の
完
全
性
で
あ
る
）
74
（

」
と

ニ
ー
バ
ー
は
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
象
徴
に
過
ぎ
な
い
の
は
、
自
由
を
通
じ
て
人
間
の
生
の
実
存
の
毎
瞬
が
「
本
質
の
腐
敗
」
と
し

て
現
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
反
省
す
る
内
面
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
姿
を
取
っ
て
い
る
）
75
（

。
そ
れ
を
正
し
く
表
現
す
る
た
め
に

は
、
や
は
り
本
質
と
腐
敗
の
関
係
を
時
間
軸
で
は
な
く
垂
直
軸
と
い
う
象
徴
で
示
す
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
実
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
よ
る
「
本
質
の
腐
敗
」
と
い
う
人
間
存
在
の
捉
え
方
は
、
彼
が
批
判
し
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
本

質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
」（Ü

bergang vom
 E

ssens zur E
xistenz

））76
（

に
か
な
り
近
づ
く
。
人
間
と
は
、
各
瞬
間
、
本
質
か
ら
実
存
に
移
行

し
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
で
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
間
と
関
係
な
い
い
わ
ば
永
遠
の
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世

で
刻
々
と
生
き
て
い
る
姿
が
常
に
実
存
へ
と
現
実
化
し
た
（
移
行
を
通
し
て
本
質
と
結
び
つ
き
つ
つ
）
と
い
う
意
味
で
歴
史
時
間
を
生
き
る

人
間
の
あ
り
よ
う
も
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
）
77
（

。
ニ
ー
バ
ー
の
堕
落
前
・
堕
落
後
の
象
徴
も
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
な
の
で
あ
る
）
78
（

。

し
か
し
、
違
う
の
は
実
存
の
内
容
の
捉
え
方
で
あ
る
。
上
記
の
表
現
だ
け
で
は
実
存
が
何
か
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
明
確
で
は
な
い
）
79
（

。
し
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か
し
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
実
存
は
「
本
質
の
腐
敗
」
で
あ
り
、
本
質
と
実
存
の
関
係
性
も
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
偽
の
本
質
を
取
り
込
む

自
由
の
破
壊
性
の
恐
ろ
し
さ
も
含
意
さ
れ
て
い
る
。
堕
落
前
の
本
質
を
原
義
と
し
、
こ
の
自
由
の
腐
敗
の
あ
り
方
に
ニ
ー
バ
ー
は
言
及
し
て

い
る
。
そ
の
象
徴
的
な
解
釈
は
堕
落
の
神
話
に
完
全
に
合
致
す
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
う
）
80
（

。

人
間
の
原
義
は
、
い
わ
ば
、
歴
史
の
外
側
に
立
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
歴
史
の
中
の
人
の
内
に
あ
る
。
そ
し
て
罪
が
来
る
と

き
、
実
際
、
罪
は
こ
の
原
義
を
取
り
込
む
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
罪
は
、
そ
の
行
動
が
歴
史
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

あ
る
公
平
な
行
動
、
永
遠
性
を
持
つ
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、
偽
装
す
る
か
ら
で
あ
る
）
81
（

（
人
間
の
絶
対
に
合
一
し
よ
う
と
す
る
こ

と
に
お
い
て
罪
が
す
で
に
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
。
筆
者
注
）。

自
己
超
越
に
お
い
て
本
質
は
現
れ
る
が
意
識
さ
れ
る
や
す
で
に
罪
に
冒
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
腐
敗
を
か
い
潜
っ
て
本
質
か
ら
来
る
疼

き
は
、
し
ば
し
内
容
が
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
た
め
罪
か
ら
の
転
換
を
促
さ
れ
る
よ
り
は
、
疚
し
さ
ゆ
え
の
不
安
を
増
加

さ
せ
い
っ
そ
う
悪
に
駆
り
た
て
る
力
に
な
る
こ
と
が
あ
る
（
他
方
、
こ
れ
は
他
者
、
社
会
的
正
義
へ
の
義
務
感
も
促
す
）
82
（

）。
人
間
と
い
う
も

の
は
疚
し
い
と
こ
ろ
を
突
か
れ
る
と
不
思
議
と
逆
上
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
心
理
を
ニ
ー
バ
ー
は
つ
か
ま
え
る
）
83
（

。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー

バ
ー
は
、
邪
悪
に
至
る
行
為
も
、
純
粋
に
悪
を
貫
徹
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
自
己
の
罪
と
み
す
ぼ
ら
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
、

自
画
自
賛
（
例
え
ば
ナ
チ
ス
）
や
正
義
（
例
え
ば
共
産
主
義
）
で
飾
ろ
う
と
し
、
し
か
し
常
に
内
情
を
悟
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
厚
化
粧
を
重

ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、
疚
し
さ
を
つ
の
ら
せ
る
。
そ
の
疚
し
さ
を
振
り
ほ
ど
こ
う
と
、
ま
す
ま
す
、
外
見
を
つ
く
ろ
う
。
こ
の
過
程
で
、
自

己
を
騙
す
た
め
の
共
犯
者
に
し
よ
う
と
し
て
他
者
を
騙
す
に
留
ま
ら
ず
、
自
己
の
罪
を
他
者
や
社
会
の
せ
い
に
し
た
り
、
ま
た
他
者
へ
の
軽

蔑
、
ま
た
己
の
正
義
を
認
め
な
い
者
へ
の
怒
り
を
激
増
さ
せ
、
自
己
の
優
越
を
示
す
た
め
他
者
に
対
す
る
残
酷
な
仕
打
ち
へ
と
結
実
す
る
。

「
本
質
の
腐
敗
」
の
現
れ
方
は
、
自
己
の
善
へ
の
過
信
ま
た
疚
し
さ
と
不
安
か
ら
善
と
確
信
す
る
欺
瞞
、
そ
の
欺
瞞
と
過
信
が
真
で
あ
る
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こ
と
を
見
せ
か
け
る
さ
ら
な
る
努
力
の
混
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
皆
に
善
と
悪
の
結
合
が
あ
る
。
そ
し
て
見
せ
か
け
の
努
力
を
も
隠
そ
う
と
し

て
欺
瞞
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
必
死
に
な
る
と
き
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
範
囲
を
超
え
て
徹
底
的
に
意
思
的
な
悪
へ
と
化
け
て
い
く
の
で
あ
る
）
84
（

。
す

な
わ
ち
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
対
照
の
一
方
で
あ
る
美
質
は
も
は
や
悪
の
影
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、

こ
の
惨
状
を
呈
す
る
ま
で
に
罪
を
加
え
て
い
く
行
き
方
は
ナ
チ
ス
に
も
共
産
主
義
に
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

罪
は
完
全
に
意
識
的
に
犯
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
「
傾
向
性
」
と
い
う
言
葉
は
暗
示
し
て
い
た
。
人
間
に
は
完
全
に
善
と
悪
を
選
び

取
る
自
由
が
な
い
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
う
）
85
（

。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
自
己
の
意
思
と
無
関
係
に
気
ま
ぐ
れ
に
善
は
悪
に
な
り
悪
は
善
に
な
る
こ
と

を
意
味
し
な
い
。
ま
た
善
悪
の
あ
る
程
度
の
分
別
の
普
遍
的
な
能
力
を
否
定
し
な
い
）
86
（

。
い
か
よ
う
に
も
免
れ
な
い
己
の
罪
深
さ
へ
の
承
認
を

意
味
す
る
。「
超
越
的
な
人
間
の
霊
に
お
け
る
最
終
的
な
自
由
の
行
使
は
、
行
動
に
お
け
る
自
由
の
誤
使
用
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い

う
究
極
的
な
逆
説
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
、
自
分
が
自
由
で
な
い
と
発
見
す
る
こ
と
に
お
い
て
最
も
自
由
な
の
で
あ
る
）
87
（

」。

そ
れ
が
究
極
の
自
由
な
の
は
、
い
か
な
る
最
高
の
自
分
に
も
罪
を
発
見
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
せ
ざ
る
価
値
の
転
倒
か
ら
醇
乎
と
し
た

そ
れ
を
生
も
う
と
、
は
じ
め
善
意
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
が
巨
悪
に
終
わ
ろ
う
と
も
、
そ
の
過
程
に
罪
深
さ
が
関
わ
る
こ
と
を
こ
の
自
由
ゆ
え

に
内
的
に
知
る
証
し
が
責
任
を
免
れ
さ
せ
な
い
。

い
か
に
善
意
に
基
づ
き
善
を
目
標
に
し
て
行
動
し
て
い
る
と
き
で
も
、
利
己
か
ら
免
れ
な
い
こ
と
を
忘
れ
る
と
義
化
が
悪
の
要
素
を
苛
烈

に
す
る
。
さ
ら
に
、
残
酷
非
道
剝
き
出
し
の
悪
も
ま
た
、
そ
の
端
緒
は
誰
に
で
も
あ
る
「
罪
へ
の
傾
向
性
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
。
共
産
主
義
も
、
ナ
チ
ズ
ム
も
、
悪
の
端
緒
と
し
て
、
両
者
は
同
じ
原
罪
を
内
包
し
て
い
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
ナ
チ
ス
の
「
残
酷
な
特
定
の
諸
行
動
、
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
の
よ
う
な
――
へ
の
結
実
が
、
こ
の
傲
慢
か
ら
発
す
る

限
り
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
諸
行
動
は
、
善
に
公
然
と
反
抗
す
る
中
、
熟
慮
を
経
、
意
図
的
に
悪
を
好
ん
で
選
ぶ
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
規
定

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
し
、
彼
ら
は
「
劣
等
感
に
よ
っ
て
自
己
賛
美
の
態
度
へ
と
誘
惑
さ
」
れ
た
の
だ
が
、「
人
間
に
普
遍
的
な
危

機
感
と
自
己
の
階
級
と
国
家
に
ま
つ
わ
る
特
有
の
劣
等
感
は
、
宗
教
的
国
家
主
義
者
が
参
与
し
て
い
る
過
剰
な
自
己
主
張
へ
と
必
然
的
に
行
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き
着
く
わ
け
で
は
な
い
」。
つ
ま
り
、「
特
定
の
残
酷
な
諸
行
為
に
結
実
す
る
現
実
の
罪
は
、
罪
へ
の
傾
向
性
を
足
掛
か
り
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
）
88
（

」
と
す
る
。

ま
た
、
文
化
の
遅
れ
が
原
因
で
な
い
の
は
、「
意
識
的
に
確
立
さ
れ
て
き
た
、
忠
実
で
あ
る
べ
き
い
っ
そ
う
普
遍
的
な
諸
基
準
へ
の
『
意

識
的
な
』
反
抗
を
」
ナ
チ
ス
は
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
い
っ
そ
う
意
識
的
な
選
択
さ
え
、
意
識
的
な
倒
錯
の
範
疇
に
完
全
に

入
る
こ
と
は
な
い
」。
ナ
チ
ス
の
残
虐
さ
は
、
自
己
賛
美
を
維
持
す
る
た
め
他
者
を
軽
蔑
す
る
そ
の
疚
し
さ
か
ら
、
そ
れ
を
振
り
払
お
う
と

し
て
ま
す
ま
す
疚
し
さ
を
つ
の
ら
せ
行
為
を
過
激
に
し
て
ゆ
く
「
罪
の
痛
々
し
い
、
悪
循
環
」
か
ら
生
ま
れ
る
）
89
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
続
け
る
。

実
際
に
犯
さ
れ
た
罪
は
、
一
般
に
思
わ
れ
る
よ
り
は
る
か
に
避
け
が
た
く
、
罪
へ
の
傾
向
性
か
ら
生
ま
れ
る
。
他
方
、
こ
の

罪
へ
の
傾
向
性
と
は
、
単
な
る
の
ろ
ま
な
惰
性
や
肉
体
的
な
衝
動
や
歴
史
的
な
状
況
以
上
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ

ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
が
示
す
こ
と
が
で
き
る
理
解
以
上
に
、
現
実
の
罪
に
お
い
て
よ
り
自
由
は
な
く
、
そ
し
て
罪
へ
の
傾

向
性
（
原
罪
）
に
対
し
て
よ
り
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
生
が
根
ざ
し
て
い
る
不
安
か
ら
誘
惑
を
受
け
た
結
果
、

罪
は
実
際
に
犯
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
不
安
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
、
実
際
の
罪
で
も
原
罪
で
も
な
い
。
不
安
か
ら
必

然
的
に
罪
は
帰
結
し
な
い
。
つ
ま
り
、
実
際
の
罪
が
生
み
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
罪
の
傾
向
性
と
は
、
不
安
と
罪
を
足
し
合
わ

せ
た
も
の
で
あ
る
。
別
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
で
言
う
と
、
罪
は
罪
自
身
を
前
提
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
は

す
で
に
罪
を
犯
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
誘
惑
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
）
90
（

。

一
方
、
か
つ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
論
争
を
交
わ
し
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
と
そ
の
一
派
が
あ
る
。
こ
の
一
派
は
、
人
間
の
自
由
意
志
は
罪
に

隷
属
し
て
い
な
い
た
め
、
自
由
に
善
と
悪
と
を
選
ぶ
こ
と
を
可
能
と
考
え
る
。「
本
質
的
に
自
由
な
意
志
」
か
ら
の
み
現
実
の
罪
は
発
す
る

と
見
な
す
）
91
（

。
意
思
は
罪
に
関
与
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
悪
へ
の
傾
向
性
と
「
称
さ
れ
る
罪
の
側
面
は
、
人
間
の
意
志
の
中
に
は
な
く
、
自
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然
の
惰
性
の
中
に
あ
る
と
す
る
」。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
れ
は
「
ま
っ
た
く
罪
で
は
な
い
」
と
言
う
。
他
方
、
現
実
の
罪
は
、
神
へ
の
意
識
的

な
挑
戦
、
善
を
知
り
な
が
ら
の
悪
の
歴
然
た
る
選
好
と
さ
れ
）
92
（

、
そ
こ
に
明
確
な
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
「
悪
へ
の
傾
向
性
」
に
対
す
る
責
任
は

拒
絶
さ
れ
る
）
93
（

。

現
実
の
罪
に
よ
り
自
由
は
な
く
、
罪
へ
の
傾
向
性
に
よ
り
責
任
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
的
見
方
も
起
き
た
結
果
に
責
任
を
負

わ
せ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
前
者
の
見
方
は
、
私
た
ち
が
皆
罪
深
い
存
在
で
あ
る
実
情
を
明
確
に
示
し
、
自
己
義
認
と
い

う
罪
を
悪
化
さ
せ
な
い
こ
と
に
繋
が
る
。
善
か
悪
か
を
明
確
に
定
め
る
行
き
方
は
、
自
分
が
善
の
立
場
に
立
て
ば
、
自
分
に
も
あ
る
い
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
悪
に
対
し
て
無
関
心
な
ま
ま
の
独
善
家
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
他
者
の
欠
点
と
悪
に
対
し
て
も
一
切
情
状
酌
量
の

余
地
の
な
い
も
の
と
し
て
見
、
曖
昧
な
人
間
と
い
う
も
の
に
対
す
る
愛
も
優
し
さ
も
理
解
も
欠
い
て
し
ま
う
。
彼
の
持
っ
て
い
る
欠
陥
と
悪

が
自
分
の
持
っ
て
い
る
そ
れ
と
同
じ
と
い
う
認
識
、
同
じ
性
を
持
つ
同
じ
人
間
と
い
う
同
胞
意
識
が
生
む
愛
と
憐
れ
み
と
理
解
と
優
し
さ
は

消
失
す
る
。

む
ろ
ん
、
人
間
す
べ
て
が
同
様
に
罪
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
実
に
現
れ
た
悪
の
大
小
の
間
の
様
々
な
陰
影
を
判
別
で
き
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
現
実
と
な
っ
た
罪
の
大
き
さ
の
差
を
弁
別
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
く
）
94
（

。

こ
う
し
た
見
方
は
絶
対
正
義
の
名
に
お
い
て
語
る
も
の
が
、
は
じ
め
か
ら
悪
の
姿
を
取
る
者
よ
り
危
険
な
悪
に
な
る
と
い
う
現
実
洞
察
の

肯
綮
に
も
触
れ
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い
て
、
ナ
チ
ズ
ム
よ
り
、
共
産
主
義
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
危
険
で
あ
る
こ
と

を
次
の
よ
う
に
明
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ナ
チ
ズ
ム
は
、
道
徳
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
共
産
主
義
は
、
道
徳
的
に
は
ユ
ー
ト
ピ
ア

的
信
条
で
あ
り
、
こ
の
信
条
は
ナ
チ
ズ
ム
よ
り
は
る
か
に
広
く
人
に
訴
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
信
条
は
、

正
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
義
の
名
に
お
い
て
語
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
人
種
、
ま
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た
は
国
家
の
絶
対
的
支
配
権
に
対
し
て
で
は
な
く
、
表
向
き
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
普
遍
的
社
会
の
確
立
に
献
身
す
る
か
ら
で

あ
る
。
共
産
主
義
の
幻
想
的
な
希
望
は
、
残
酷
さ
と
専
制
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
も
シ
ニ
カ
ル
な
信
条
に
よ
る

そ
れ
を
超
え
さ
え
し
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
が
納
得
し
う
る
の
は
、
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
善
の
腐
敗

0

0

0

0

が
、
歴

然
た
る
悪
よ
り
も
、
ど
れ
ほ
ど
は
る
か
に
も
っ
と
も
ら
し
く
そ
し
て
危
険
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
た
場
合

の
み
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
）
95
（

）。

そ
し
て
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
関
与
し
て
い
る
者
が
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
し
て
悪
を
極
端
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
過
程
は
共
産
主
義
も
ナ
チ
ス
と

変
わ
ら
な
い
。

共
産
主
義
は
、
正
義
と
美
徳
に
つ
い
て
自
ら
が
も
と
も
と
抱
い
て
い
た
夢
と
そ
の
今
の
現
実
の
姿
の
間
の
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な

対
照
を
隠
そ
う
と
し
て
、
そ
の
専
制
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
り
、
そ
の
帝
国
主
義
が
普
遍
的
平
和
の
完
遂
で
あ
る
と
証
立

て
よ
う
と
必
死
に
努
め
に
努
め
て
き
た
。
そ
ん
な
隠
蔽
の
企
て
の
果
て
に
、
共
産
主
義
は
、
結
局
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
解
消
し
そ

れ
を
純
粋
な
悪
へ
と
解
き
放
っ
た
の
で
あ
っ
た
）
96
（

。

ナ
チ
ス
（
懐
疑
主
義
克
服
の
自
己
絶
対
化
）
も
共
産
主
義
（
狂
信
）
も
絶
対
化
で
き
な
い
己
を
絶
対
化
し
よ
う
と
し
て
、
い
っ
そ
う
の
悪

に
な
っ
た
の
だ
が
、
普
遍
を
僭
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
産
主
義
は
、
そ
の
自
己
欺
瞞
の
度
を
甚
だ
し
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。

本
章
で
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
根
源
と
な
る
「
自
由
の
腐
敗
」
の
破
壊
性
に
向
か
う
面
を
見
た
が
、
次
は
罪
か
ら
免
れ
な
い
自
由
の
、
そ
の

創
造
性
も
評
価
し
た
い
。
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五　

自
由
と
罪
の
ア
イ
ロ
ニ
ー

「
人
間
状
況
に
つ
い
て
の
聖
書
の
解
釈
は
、
悲
哀
的
ま
た
は
悲
劇
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
聖

書
独
自
の
人
間
の
自
由
の
問
題
に
対
す
る
定
式
化
に
あ
る
）
97
（

」
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
う
。
自
由
と
罪
と
の
関
係
に
お
い
て
聖
書
的
解
釈
の
定
式
は

鮮
明
に
な
る
。
人
間
の
責
任
と
は
関
わ
り
な
く
も
た
ら
さ
れ
た
惨
禍
は
悲
哀
と
表
現
さ
れ
た
。
人
間
の
悪
が
、
人
間
を
縛
り
付
け
る
自
然
の

必
然
性
と
偶
有
性
か
ら
の
み
結
果
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
悪
は
悲
哀
の
範
疇
に
入
る
。
ま
た
、
人
間
の
自
由
の
発
揮
、「
真
の
人
間
に
な
ろ
う

と
す
る
人
間
の
努
力
）
98
（

」
が
必
然
的
に
悪
に
結
果
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
悪
は
悲
劇
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
自
由
は
自
然
に
縛
り
付
け
ら

れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
能
力
の
持
つ
良
き
資
質
の
行
使
が
必
然
的
に
悪
に
結
果
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
聖
書
的
見
方

に
お
い
て
は
、

人
間
の
歴
史
に
お
け
る
悪
は
、
人
間
の
無
比
の
諸
能
力
を
人
間
が
誤
っ
て
用
い
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
見
な
さ
れ
る
。
こ
の

誤
っ
た
使
用
は
、
い
つ
で
も
、
力
、
叡
智
、
そ
し
て
美
徳
と
い
う
人
間
の
諸
能
力
に
課
せ
ら
れ
た
諸
々
の
制
限
を
認
め
る
こ
と

に
何
ら
か
の
形
で
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
生
き
物
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は

自
分
が
た
ん
に
創
造
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
被
造
物
で
も
あ
る
こ
と
を
忘
却
す
る
か
ら
で
あ
る
）
99
（

。

神
の
設
け
た
制
限
を
超
え
る
こ
と
は
、
自
己
が
主
、
神
で
あ
る
と
振
る
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
不
安
か
ら
こ
の
自
由
の
美
質
に

す
が
る
よ
う
に
誘
惑
さ
れ
て
、
自
由
の
力
に
よ
っ
て
似
姿
が
真
の
神
に
な
ろ
う
と
し
て
悪
が
結
果
す
る
。
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神
の
嫉
妬
は
、
人
間
が
自
己
の
自
由
の
諸
制
限
に
従
う
こ
と
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
諸

制
限
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
創
造
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
被
造
物
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
制
限
は
、

明
確
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
善
と
悪
と
の
間
の
諸
々
の
区
別
は
絶
対
の
正
確
さ
を
以
て
為
し
得
な
い
。
し

か
し
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
巨
大
な
諸
悪
は
人
間
の
様
々
な
自
惚
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

る
が
、
こ
う
し
た
自
惚
れ
は
、
自
由
と
い
う
贈
り
物
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

自
惚
れ
は
、
自
由
と
い
う
贈
り
物
の
腐
敗
な
の
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
）
100
（

）。

つ
ま
り
「
人
間
の
創
造
性
の
通
常
の
表
れ
」
と
、「
人
間
の
自
由
の
諸
々
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
怠
慢
」
な
い
し
は

「
人
間
個
人
ま
た
は
集
団
の
力
を
過
大
評
価
す
る
傲
慢
」
と
は
明
瞭
に
区
分
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
悪
の
極
端
な
姿
」
は
明

確
に
、
ま
た
「
そ
れ
と
規
範
と
の
間
の
様
々
な
悪
の
陰
影
」
も
識
別
で
き
る
。
そ
し
て
「
人
間
の
自
由
に
ま
つ
わ
る
諸
責
任
」
を
否
定
し
、

「
人
間
の
可
能
性
を
開
発
し
な
い
」
誘
惑
は
、「
た
い
て
い
強
者
で
は
な
く
弱
者
を
襲
撃
す
る）101
（

」。

自
由
は
自
己
超
越
的
自
由
ゆ
え
に
、
そ
の
制
限
を
は
っ
き
り
と
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
創
造
の
努
力
の
内
に
は
常
に
何
か
を
超
え
よ

う
と
す
る
意
思
が
あ
り
、
そ
の
意
思
か
ら
罪
を
完
全
に
除
去
す
る
こ
と
も
、
そ
の
際
何
ら
か
の
一
線
を
踏
み
越
え
て
い
る
可
能
性
も
避
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る）102
（

。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
自
由
は
、
本
来
良
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
極
限
ま
で
創
造
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
良
い
と
さ
れ

る
。
他
方
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
、「
人
間
の
文
化
の
達
成
す
べ
て
」
に
は
、
ゼ
ウ
ス
の
怒
り
を
避
け
が
た
い
傲
慢
が
伴
い
、「
自
然
の
諸

調
和
を
打
ち
破
り
、
そ
し
て
そ
の
諸
目
的
を
超
え
る
」
こ
と
は
悪
と
見
な
さ
れ
る
ゆ
え
、
人
生
は
「
根
本
的
に
悲
劇
的
な
も
の
」
に
な
る
と

言
う
）
103
（

。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
自
由
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
そ
の
能
力
を
明
確
に
肯
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
創
造
的
な
自
由
の
行
使
に
罪
が
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伴
う
こ
と
を
恐
れ
て
、
無
為
を
決
め
込
む
こ
と
も
罪
と
な
る
。
人
間
は
、
傲
慢
の
罪
と
退
嬰
の
罪
の
板
ば
さ
み
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

人
生
の
純
粋
に
悲
劇
的
な
見
方
は
、
最
終
的
に
は
、
維
持
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教

的
な
見
方
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
見
方
に
よ
れ
ば
、
破
壊
性
は
、
人
間
の
創
造
性
の
避
け
が
た
い
帰
結
で
は
な
い
。
善
を

な
す
た
め
に
、
悪
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）104
（

。

「
善
と
悪
は
、
歴
史
の
中
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
も
不
思
議
に
入
り
混
じ
り
っ
て
い
る
の
で
、
悲
劇
的
な
選
択
と
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
こ
と

は
し
ば
し
ば
」
だ
が
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
、
悲
劇
を
人
間
実
存
の
最
終
的
な
要
素
と
見
な
い
」。「
悲
劇
の
主
題
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の

主
題
に
従
属
す
る
」。「
人
間
が
、
自
然
の
単
純
な
調
和
と
必
然
性
を
破
り
、
超
越
し
、
な
お
か
つ
破
壊
的
で
な
い
よ
う
な
理
想
的
な
可
能
性

は
常
に
あ
る）105
（

」
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
う
。

す
な
わ
ち
、
創
造
に
罪
が
入
り
混
じ
る
の
は
避
け
が
た
い
が
、
そ
れ
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
に
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
悲
劇
的
に
で
は
な

い
。
人
間
の
美
質
の
可
能
性
を
肯
定
し
、
こ
の
前
提
ゆ
え
に
、
そ
の
誤
使
用
は
チ
グ
ハ
グ
さ
の
対
照
を
成
す
。
そ
し
て
罪
が
免
れ
な
く
と
も

創
造
の
成
果
は
価
値
が
あ
り
、
そ
れ
を
忘
却
す
れ
ば
退
嬰
の
罪
に
落
ち
込
む
が
、
こ
の
双
方
の
罪
に
人
は
責
任
を
担
う
の
で
あ
る
。

六　

ア
イ
ロ
ニ
ー
の
意
味
の
枠
組
み

悲
哀
、
悲
劇
、
そ
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
、
人
間
の
本
性
と
運
命
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
枠
組
み
で
あ
る
の
か
を
検
討

す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
要
素
は
、
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む
ろ
ん
、
手
引
き
と
な
る
解
釈
原
理
が
何
も
な
く
と
も
、
人
生
と
歴
史
の
中
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
種

の
型
の
経
験
は
こ
と
ご
と
く
、
時
折
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か
に
現
れ
る
の
で
、
悲
劇
を
暗
示
す
る
哀
れ
み
と
賞
賛
の
綯
交
ぜ
か
、

ま
た
は
、
悲
哀
が
誘
う
純
粋
な
哀
れ
み
か
、
ま
た
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
応
じ
た
笑
い
と
理
解
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
へ
と
観
察
者
を

駆
り
立
て
る
。

し
か
し
、
意
味
の
根
底
に
あ
る
信
仰
、
ま
た
は
意
味
に
お
け
る
究
極
の
前
提
に
よ
っ
て
、
生
を
ま
る
ご
と
解
釈
す
る
た
め
の

意
味
の
枠
組
み
と
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
、
ど
れ
が
最
重
要
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
か
が
決
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
人
間
が
、
高
貴
な
生
き
物
と
し
て
見
な
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、「
踏
み
し
だ
き
く
る

無
意
識
の
力
の
進
軍
を
振
り
払
う
こ
と
」
に
よ
っ
て
こ
そ
（
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
）、
人
間
性
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
生
き
物
と
主
に
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
の
解
釈
は
本
質
的
に
悲
劇
的
な
も
の
と
な
る
。
も
し
、
人
間
が
、
生
の
広
漠

と
し
た
混
乱
に
対
し
て
勝
利
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
の
な
い
、
闇
の
気
ま
ぐ
れ
な
諸
力
の
虜
囚
と
し
て
主
に
見
な
さ
れ
る
な

ら
ば
、
生
の
解
釈
は
本
質
的
に
悲
哀
と
い
う
も
の
に
な
る
。

キ
リ
ス
ト
教
が
好
む
の
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
選
好
は
、
人
間
の
自
由
の
性
質
に
つ
い
て

の
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
は
、
自
然
に
対
す
る
自
己
の
超
越
性
に
よ
っ

て
、
大
い
な
る
創
造
的
な
可
能
性
を
備
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
可
能
性
は
乱
用
と
腐
敗
に
対
し
て
安

全
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
解
釈
を
好
む
所
以
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
か
ら
も
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
的
に
洞
察
し
う
る
よ
う
な
自
然
と
社
会
の
因
果
的
連
鎖
を
超
え
た
と
こ
ろ

に
、
生
は
意
味
の
中
心
と
源
泉
を
持
つ
と
い
う
信
仰
に
も
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
神
と
い
う
源
泉
と
中
心
は
、
信
仰
に
よ
っ
て

覚
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
意
味
の
根
底
で
あ
り
な
が
ら
、
神
秘
に
包
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
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る
。
こ
う
覚
知
さ
れ
て
、
神
と
い
う
源
泉
と
中
心
は
、
意
味
の
枠
組
み
を
生
み
出
す
。
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
人
間
の
自
由

は
実
在
し
、
そ
し
て
確
か
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
悲
劇
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
幻
想
で
あ
る
の
で
も
な
い
。

し
か
し
、
人
間
は
、
自
己
の
自
由
の
程
度
を
過
大
評
価
し
、
被
造
物
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
る
よ
う
に
絶
え
ず
誘
惑
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
人
間
は
、
自
惚
れ
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
は
て
は
そ
の
傲
慢
を
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な

形
で
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）106
（

。

こ
こ
で
ま
ず
、
悲
哀
、
悲
劇
、
そ
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
意
味
の
枠
組
み
の
、
そ
の
中
心
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
ま

ず
、
悲
哀
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
意
味
の
中
心
を
占
め
る
の
は
、
あ
る
種
の
人
間
の
自
由
が
入
り
込
ま
な
い
因
果
的
連
鎖
か

ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
的
な
も
の
で
あ
れ
、
不
可
知
な
神
秘
的
運
命
で
あ

れ
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
決
定
論
と
偶
然
で
あ
る）107
（

。
こ
の
逆
境
や
運
命
の
網
の
目
は
、
人
間
自
身
が
引
き
寄
せ
た
も
の
で
は

な
い
ゆ
え
自
己
に
責
任
は
な
く
、
自
己
の
意
識
で
状
況
の
意
味
を
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
結
局
、
自
ら
を
哀
れ
む
こ
と
し
か
で
き
な

い
）
108
（

」。し
か
し
、
悲
哀
の
状
況
に
お
い
て
も
な
お
、
心
的
な
応
じ
方
に
よ
っ
て
人
間
の
自
由
が
最
高
度
に
輝
く
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。「
悲
哀
そ

れ
自
体
が
高
貴
さ
」
を
生
ま
な
く
と
も
、

し
か
し
、
悲
哀
を
美
し
さ
へ
と
変
貌
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
痛
苦
に
耐
え
る
忍
耐
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
他
者
の
重
荷

を
分
か
ち
合
お
う
と
代
わ
り
に
わ
が
身
に
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
苦
闘
に
よ
っ
て）109
（

。

し
か
し
、
こ
の
悲
哀
が
生
の
究
極
の
意
味
の
中
心

0

0

0

0

0

0

0

0

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
人
間
の
根
本
的
な
応
じ
方
は
諦
念
に
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な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
も
は
や
人
間
に
自
由
が
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、「
幻
想
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

悲
劇
に
お
い
て
中
心
に
な
る
の
は
人
間
の
意
思
で
あ
る
。
悲
劇
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、
機
械
仕
掛
け
の
運
命
劇
の
虜
に
な
っ
た

人
間
の
姿
で
は
な
い
。
運
命
が
巨
大
で
神
秘
的
な
不
可
抗
の
力
と
し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
に
拮
抗
し
て
人
間
の
意
思
の
高
貴
さ
と
崇
高

さ
が
鮮
烈
な
姿
を
見
せ
る
。
運
命
は
人
間
を
踏
み
し
だ
き
、
そ
れ
に
抗
う
こ
と
で
「
人
間
性
を
証
明
」
す
る
者
は
賞
賛
を
受
け
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
悲
劇
を
暗
示
す
る
」
の
は
「
哀
れ
み
と
賞
賛
の
綯
交
ぜ
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
運
命
は
一
見
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
招
く
こ
と
に
は
人
間
の
意
思
が
関
わ
る
場
合
も
あ
る
。
悲
劇
的
状

況
に
お
い
て
は
、「
そ
の
責
任
は
、
意
識
的
な
決
断
」
に
あ
る
の
で
あ
り
、「
意
識
的
な
選
択
）
110
（

」
に
負
う
の
で
あ
っ
た
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
に
お
い
て
中
心
と
な
る
の
は
、
人
間
の
意
思
を
超
え
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
神
」
で
あ
ろ
う
。
人
間
中
心
の
視
点
か
ら
見
よ

う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
悲
劇
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
神
中
心
か
ら
見
る
と
滑
稽
さ
を
含
ん
だ
ア
イ
ロ
ニ
ー
劇
に
転
換
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
人
間
が
自
己
の
美
徳
と
力
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
挫
折
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
自
身
へ
の
没
頭
が
激
し
い
ほ
ど
、
こ
の
経
験
は

悲
劇
的
に
感
じ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
は
当
時
ア
メ
リ
カ
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
冷
戦
の
状
況
に
悲
劇
的
要
素
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
の
、
自
身

の
美
徳
と
理
想
と
力
に
対
す
る
評
価
が
過
大
評
価
で
あ
る
こ
と
を
察
知
さ
れ
れ
ば
、
近
年
の
経
験
は
、
悲
劇
と
し
て
よ
り
も
ア
イ
ロ
ニ
ー
と

し
て
浮
か
び
上
が
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
自
己
へ
の
専
心
か
ら
自
身
を
引
き
離
し
、
超
越
の
場
か
ら
見
直
す
と
き
、
自
己
と
周
り
の
状

況
は
、
違
っ
た
相
貌
を
取
っ
て
現
れ
て
く
る
。
自
己
と
状
況
の
姿
が
正
し
く
見
え
る
に
つ
れ
、
思
わ
ず
吹
き
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
自
身

の
関
与
し
て
い
た
罪
が
浮
か
ん
で
く
る
。

他
方
、
一
見
す
る
と
罪
に
対
す
る
認
識
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
側
面
が
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
は
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
的
失
敗
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
に
相
対
す
る
も
の
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
成
功
の
概
念
の
う
ち
に
あ
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る
。（
中
略
）
天
の
王
国
は
、
そ
の
招
待
は
高
い
地
位
に
あ
る
人
々
か
ら
は
撥
ね
付
け
ら
れ
、「
不
具
の
も
の
た
ち
、
足
萎
え
の

も
の
た
ち
、
そ
し
て
盲
者
た
ち
」
に
ま
で
向
け
ら
れ
る
饗
宴
に
喩
え
ら
れ
る）111
（

。

強
力
な
人
物
が
本
当
は
弱
か
っ
た
と
判
明
し
た
と
き
、
彼
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
対
照
に
関
与
す
る
の
は
、
そ
の
弱
さ
の
原
因

が
、
強
さ
へ
の
何
ら
か
の
自
惚
れ
で
あ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
無
知
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
る
の
は
、
そ
の
無

知
が
知
恵
へ
の
自
惚
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

弱
さ
、
愚
か
さ
、
そ
し
て
罪
の
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
そ
の
変
容
は
、
力
、
知
恵
、
そ
し
て
美
徳
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び

た
拒
絶
と
同
じ
論
理
に
よ
る
。
罪
状
の
あ
る
男
が
全
く
の
偶
然
か
ら
罰
を
免
れ
る
こ
と
に
は
、
何
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
も
な
い
。
仲

間
た
ち
か
ら
軽
蔑
を
受
け
て
い
た
も
の
た
ち
が
、
ま
さ
に
そ
の
も
と
も
と
の
非
難
を
も
た
ら
し
た
資
質
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い

何
か
の
法
廷
に
お
い
て
、
是
認
と
正
当
性
を
達
成
し
た
の
な
ら
、
ま
た
は
、
赤
ち
ゃ
ん
や
単
純
な
者
の
純
朴
さ
が
賢
者
に
は
留

め
置
か
れ
て
い
た
叡
智
の
源
泉
に
な
る
場
合
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
で
あ
る
。
喜
劇
的
な
チ
グ
ハ
グ
さ
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
変
容
さ

れ
る
の
は
、
対
照
を
成
す
一
方
の
要
素
が
、
他
方
の
要
素
の
源
泉
と
し
て
見
出
さ
れ
る
場
合
で
あ
る）112
（

。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
成
功
」
と
罪
の
関
係
で
あ
る
。
確
か
に
弱
さ
が
強
さ
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
弱
さ
を
嘲
笑

し
て
い
た
外
部
の
者
た
ち
の
罪
に
対
す
る
裁
き
と
な
る
と
説
明
は
で
き
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
「
失
敗
」
と
「
成
功
」
を
統
一
的
に

見
る
の
な
ら
ば
、
や
は
り
鍵
と
な
る
の
は
、「
よ
り
高
い
何
か
の
法
廷
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
審
判
を
通
し
た
と
き
、
あ
る
資
質

に
対
す
る
評
価

0

0

の
変
転
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。「
対
照
を
成
す
一
方
の
要
素
が
、
他
方
の
要
素
の
源
泉
」
と
な
る
の
は
、
一
方
の
要
素
に
対

す
る
人
間
の
罪
ゆ
え
の
誤
解
釈

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
善
か
ら
悪
へ
の
変
化
の
際
に
は
そ
れ
ゆ
え
の
誤
使
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
が
原
因
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
前
段
で
の
強

さ
と
知
恵
へ
の
「
自
惚
れ
」
へ
の
言
及
と
次
の
文
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「『
完
全
で
あ
る
』
人
々
は
、
ま
さ
に
彼
ら
が
自
己
を
そ
う
考
え
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て
い
る
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
の
評
価
に
お
い
て
明
ら
か
に
健
康
で
は
な
い
。『
病
人
で
あ
る
』
人
々
は
、
自
ら
が
そ
う
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る

人
々
で
あ
る）113
（

」。

つ
ま
り
、
神
の
審
判
を
通
し
た
と
き
、
弱
さ
に
せ
よ
、
強
さ
に
せ
よ
、
人
間
が
正
当
と
考
え
て
い
た
価
値
序
列
が
逆
転
の
憂
き
目
に
あ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
逆
転
を
起
こ
す
か
の
よ
う
に
見
え
る
原
因
は
、『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
の
表
現
で
は
、
神
と
人
間
と
の
間
の
部
分
的

0

0

0

な
「
矛
盾
）
114
（

」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
齟
齬
こ
そ
「
罪
」（
と
り
わ
け
傲
慢
の
）
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
矛
盾
は
部
分
的
な
も

の
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
が
神
の
審
判
に
よ
っ
て
す
べ
て
覆
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
こ
の
意
味
の
枠
組
み
は
、
悲
劇
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
逆
転
を
も
た
ら
す
よ
う
な
価
値
基
準
は
、
実
は

人
間
の
あ
る
べ
き
価
値
体
系
に
相
反
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
神
の
審
判
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
は
、
傲
慢
を
非
難
し
、
謙
遜
を
嘉
す
る

と
い
う
価
値
体
系
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
間
の
道
徳
的
価
値
観
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
価
値
序
列
そ
の
も
の
が
逆
転
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
潜
む
罪
の
裁
き
を
通
し
て
、
罪
に
よ
っ
て
転
倒
さ
れ
て
い
た
価
値
が
も
と
の
秩
序
を
取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
が
、
実

は
高
い
審
判
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

表
面
的
に
は
、「
罪
び
と
」
に
向
け
て
の
、
貧
者
、
愚
者
、
不
具
、
病
人
、
そ
し
て
弱
者
に
向
け
て
の
聖
書
の
好
み
は
、
ま

さ
に
ニ
ー
チ
ェ
が
非
難
し
た
「
価
値
の
転
倒
」
と
い
う
倒
錯
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
こ
と
の
正
当
性
は
、
次
の
事
実
に

あ
る
。
失
敗
が
傲
慢
と
自
惚
れ
か
ら
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
確
実
に
、
よ
り
高
い
秩
序
の

成
功
も
ま
た
、
一
見
す
る
と
失
敗
と
思
え
る
も
の
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

健
康
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
、
病
人
た
ち
を
謙
遜
へ
と
促
す
が
、
こ
の
謙
遜
こ
そ
、
霊
的
な
達
成
す
べ
て
の
前
提
だ
か
ら
で
あ

る
）
115
（

。
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聖
書
的
逆
転
は
「
価
値
の
転
倒
」
で
は
な
く
、
象
徴
的
に
、
傲
慢
を
非
難
し
、
謙
遜
を
称
え
る
明
確
な
価
値
体
系
を
表
現
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
現
世
に
お
い
て
な
べ
て
傲
慢
が
挫
か
れ
、
謙
遜
が
持
ち
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
う
し
た
価
値

は
、
世
俗
的
な
成
功
不
成
功
と
は
必
ず
し
も
連
動
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
の
価
値
体
系
は
処
世
訓
的
な
次
元
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
あ
る
意
味
で
、
道
徳
的
な
価
値
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
完
全
に
評
価
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
世
を
超
え
た
場

に
お
い
て
で
し
か
な
い
。

聖
書
的
な
思
想
に
お
い
て
、
様
々
な
型
の
失
敗
か
ら
生
ま
れ
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
成
功
は
、
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
に
記
録

さ
れ
る
成
功
で
は
な
い
。
こ
の
成
功
は
、「
傲
慢
な
者
に
抵
抗
し
、
謙
遜
な
者
に
恩
寵
を
与
え
る
」
一
者
か
ら
の
、
超
越
的
な

神
の
審
判
に
属
す
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
成
功
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
達
成
と
生
の
最
終
的
な
意
味
と
の
間
に
あ
る
潜
在

的
な
矛
盾
の
象
徴
な
の
で
あ
る）116
（

。

こ
の
地
上
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
道
徳
的
価
値
の
実
現
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
究
極
的
な
生
の
意
味
に
照
ら
す
と
、「
潜
在
的

な
矛
盾
」
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
世
の
道
徳
的
達
成
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
世
で
果
た
す
べ
き
道
徳
責
任
を
回
避
せ
ず
、
今
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
や
犠
牲
に
で
き
な
い
価
値
に
献
身
し
な
が

ら
、
自
己
を
絶
対
化
せ
ず
絶
え
ず
相
対
化
し
、
自
己
の
拭
え
な
い
罪
、
そ
の
曖
昧
さ
を
凝
視
し
つ
つ
、
人
間
の
善
悪
の
道
徳
的
価
値
秩
序
に

対
す
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
ず
に
耐
え
な
が
ら
励
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
見
方
が
こ
の
こ
と
を
教
え
る
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
的
見
方
は
価
値
相
対
主
義
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
至
高
の
価
値
は
あ
る
。
た
だ
人
間
は
そ
の
価
値
に
献
身
し
て
も
そ
の
価
値

そ
の
も
の
の
絶
対
性
を
体
現
で
き
な
い
だ
け
だ
。
価
値
を
認
め
、
価
値
へ
の
献
身
の
意
味
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
参
与
す
る
自
己
を

相
対
化
す
る
視
点
が
、
自
己
が
関
わ
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
気
づ
く
よ
う
に
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
渦
中
の
当
事
者
が
こ
の
こ
と
を
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行
う
の
は
難
し
い
が
不
可
能
な
達
成
で
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
難
し
い
課
題
を
果
た
し
た
人
物
が
い
る
と
、
現
実
の
歴
史
か
ら
そ
の
実

例
を
呼
び
出
し
高
く
評
価
す
る
。
リ
ン
カ
ー
ン
で
あ
る）117
（

。

リ
ン
カ
ー
ン
に
は
、
そ
の
担
っ
た
責
任
に
よ
っ
て
、
無
責
任
な
観
察
者
な
ら
た
ち
ど
こ
ろ
に
向
か
う
超
然
と
し
た
態
度
に
ご

満
悦
で
い
る
余
裕
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
が
育
ん
で
い
た
慈
愛
の
感
覚
は
、
差
し
迫
っ
た
政
治
的
争
い
と
は
異

な
る
意
味
の
次
元
に
気
づ
く
宗
教
的
な
意
識
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
。（
中
略
）

リ
ン
カ
ー
ン
は
、
両
陣
営
の
理
想
主
義
の
内
に
自
惚
れ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
す
べ
て
を
支
配
す
る
摂
理

を
信
頼
し
て
い
た
ゆ
え
に
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
摂
理
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
渦
中
の
紛
争
の
道
徳
的

問
題
は
、
部
分
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
お
そ
の
目
的
と
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。「
至
高
な
の
は
神
ご
自
身
の
目
的
で
あ
る
」、
と
リ
ン
カ
ー
ン
は
断
言
す
る
。
し
か
し
、
リ
ン
カ
ー
ン
は
、「
神
ご
自
身
が

正
義
を
見
る
た
め
に
、
私
た
ち
に
与
え
給
う
た
正
義
の
内
に
硬
く
立
つ
」
人
々
の
道
徳
的
目
的
を
、
神
ご
自
身
の
目
的
が
無
効

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る）118
（

。

こ
れ
が
、「
リ
ン
カ
ー
ン
が
対
抗
し
た
奴
隷
制
と
確
か
に
同
じ
ほ
ど
よ
こ
し
ま
」
な
「
近
代
の
共
産
主
義
者
の
専
制
）
119
（

」
と
責
任
を
も
っ
て

対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ア
メ
リ
カ
の
、
模
範
と
な
る
姿
勢
で
あ
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
言
う
。

よ
り
高
次
の
法
廷
は
、
罪
を
裁
き
つ
つ
、
人
間
の
道
徳
的
目
的
を
決
し
て
否
定
し
な
い
ゆ
え
に
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
根
底
的
に
は
や

さ
し
い
愛
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
そ
し
て
、
そ
の
目
的
に
対
し
て
人
間
自
身
に
責
任
を
負
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
が
、
人
間
を
自

己
の
単
な
る
機
会
仕
掛
け
の
人
形
に
す
る
必
要
が
な
い
の
は
、
人
間
そ
の
も
の
が
神
と
本
来
あ
る
べ
き
価
値
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

存
在
だ
か
ら
で
あ
る）120
（

。
こ
の
価
値
の
実
現
を
人
間
の
自
由
に
も
あ
え
て
託
す
――
現
実
に
は
実
現
で
き
な
い
と
し
て
も
――
神
が
こ
こ
に
立
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ち
現
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
間
の
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
、
そ
の
発
揮
は
む
し
ろ
義
務
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
次
元
を
開
示
し
助
け
る
も
の
を
、

ニ
ー
バ
ー
は
力
と
し
て
の
恩
寵
と
言
う
。
こ
の
恩
寵
は
い
か
な
る
条
件
に
も
制
約
さ
れ
ず
歴
史
の
内
に
働
く
。
神
の
霊
の
働
き
は
自
由
だ
か

ら
で
あ
る
。

恩
寵
は
人
間
を
超
え
た
力
だ
が
、
い
か
に
恩
寵
に
助
け
ら
れ
て
も
人
間
の
実
行
し
た
こ
と
に
は
罪
の
痕
跡
が
消
え
な
い
と
ニ
ー
バ
ー
は
考

え
る
。
こ
の
面
を
開
示
し
、
さ
ら
に
力
と
し
て
の
恩
寵
を
助
け
る
の
が
、
赦
し
と
し
て
の
恩
寵
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
な

利
己
の
問
題
は
「
唯
一
無
比
の
究
極
的
な
段
階
に
お
い
て
、
神
の
赦
し
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る）121
（

」。
こ
れ
は
、
罪
の
問
題
を
赦
し
に
よ
っ
て

簡
単
に
蔑
ろ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
。
神
の
赦
し
に
よ
っ
て
し
か
解
決
で
き
な
い
と
は
、
こ
の
世
に
い
る
限
り
、
私
た
ち
は
罪
び
と

だ
と
い
う
痛
烈
な
認
識
を
意
味
す
る
。
こ
の
認
識
は
私
た
ち
が
正
義
の
狂
信
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
。
次
に
、
こ
の
恩
寵
は
罪
か
ら
免
れ
な
い

人
間
を
赦
す
こ
と
で
、
道
徳
的
無
為
に
陥
る
こ
と
を
防
ぎ
、
力
と
し
て
の
恩
寵
が
働
く
余
地
を
促
す
。
ま
た
、
罪
深
さ
を
開
示
す
る
赦
し
は

対
照
的
に
よ
り
高
き
善
が
あ
る
こ
と
を
も
象
徴
し
て
い
る
。
力
と
し
て
の
恩
寵
は
こ
の
高
き
善
に
赴
く
こ
と
に
、
ま
た
赦
し
に
よ
る
道
徳
的

弛
緩
を
防
ぐ
こ
と
に
力
を
貸
す
。

ど
の
立
場
に
立
と
う
と
潔
白
は
保
証
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
相
対
的
な
善
悪
の
差
は
あ
る
。
潔
白
の
証
明
に
や
っ
き
に
な
り
無
為
に
な
る

こ
と
は
、
自
己
の
罪
に
か
か
ず
ら
い
過
ぎ
て
、
今
助
け
を
必
要
と
す
る
他
者
を
蔑
ろ
に
す
る
利
己
主
義
の
悪
化
、
も
し
く
は
勇
気
の
欠
如
と

な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
私
た
ち
の
罪
を
裁
く
神
は
「
歴
史
の
善
と
悪
を
と
も
に
一
掃
し
て
し
ま
う
」
神
で
は
な
い）122
（

。
罪
か
ら
免
れ
な

い
こ
と
を
知
り
つ
つ
今
出
来
う
る
限
り
の
善
（
そ
れ
で
も
相
対
的
な
）
を
実
行
し
、
い
っ
そ
う
の
悪
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）123
（

。
そ
れ
ゆ

え
、
と
き
に
「
力
の
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
個
人
ま
た
は
国
家
を
い
っ
そ
う
目
に
余
る
罪
科
に
さ
え
巻
き
込
む
こ
と
が
あ
り
得
る
）
124
（

」。

し
か
し
、
不
可
欠
な
相
対
的
実
践
善
に
自
己
満
足
も
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
の
恩
寵
は
人
間
の
悪
を
裁
き
知
ら
せ
つ
つ
、
し
か

し
で
き
う
る
限
り
罪
を
排
除
し
善
を
為
す
意
欲
と
力
を
伸
ば
し
、
い
か
な
る
善
に
も
な
お
残
る
罪
を
見
逃
さ
な
い
勇
気
を
与
え
る
。
神
の
力



399 ラインホールド・ニーバーにおける自由と罪のアイロニー

と
し
て
の
恩
寵
は
人
間
の
可
能
性
を
促
し
、
神
の
究
極
の
赦
し
は
「
狂
信
」
と
「
退
嬰
」
を
癒
し
、
相
互
に
正
義
の
源
泉
と
な
る
の
で
あ

る
）
125
（

。こ
れ
が
ニ
ー
バ
ー
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
と
正
義
の
関
係
の
定
式
で
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
認
識
と
そ
の
解
消
（
回
心
に
向
か
う
）

は
、
罪
の
認
識
と
恩
寵
に
よ
る
救
い
に
符
合
す
る
。
こ
の
赦
し
の
恩
寵
を
信
仰
に
よ
っ
て
真
剣
に
受
け
取
る
こ
と
は
、
悪
を
過
剰
に
す
る
不

安
を
抑
制
す
る
こ
と
で
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
解
消
を
真
の
謙
虚
さ
へ
と
安
定
的
に
導
く
支
え
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

な
ら
ば
こ
れ
が
達
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
か
な
る
恩
寵
に
浴
し
て
も
罪
か
ら
免
れ
な
い
。
神
を
恐
れ
る
誰
も
が
、「
神
を
、
私
た
ち

が
最
も
熱
烈
に
望
ん
で
い
る
こ
と
な
ら
な
ん
で
も
承
認
し
て
く
れ
る
者
と
し
て
、
あ
ま
り
に
短
絡
的
に
求
め
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
対
し
て
決

し
て
安
全
で
は
な
い）126
（

」
の
で
あ
る
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
の
底
に
あ
る
原
罪
の
認
識
か
ら
、
ラ
イ
ニ
ッ
ツ
は
ほ
ぼ
正
し
く
こ
う
述
べ
る
。「
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
悲
観
主
義
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
思
い
や
り
の
あ
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
提
供
す
る
希
望
と
は
、
歴
史
的
意
識
は
私
た
ち
を
自
由
に
す
る
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
一
般

か
ら
で
は
な
い
――
そ
れ
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
、
し
か
し
引
っ
掛
っ
た
特
定
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
か
ら
自
由
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）127
（

」。

ア
イ
ロ
ニ
ー
か
ら
免
れ
な
い
と
意
識
す
る
こ
と
が
、
原
理
的
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
極
力
解
消
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
免
れ
な
さ
の
認
識
に

は
、
利
己
の
真
の
性
質
の
認
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
十
字
架
で
顕
れ
た
犠
牲
愛
こ
そ
禁
欲
で
も
抜
け
ら
れ
な
い
利
己
と
あ
る
べ
き
自
由
が
明

確
に
な
る
基
準
だ
が
本
論
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
ら
れ
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
枠
組
み
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
創

造
の
神
（
美
質
の
肯
定
）、
審
判
の
神
、
救
済
の
神
（
十
字
架
で
啓
示
さ
れ
た
）
の
意
味
の
枠
組
み
の
陰
画
な
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
卑
下
と
義
化
に
陥
り
や
す
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
宥
め
る
に
当
た
っ
て
善
で
も
あ
り
悪
で
も
あ
る
人
間
の
現
実
を
冷
静
さ
と

愛
と
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
吟
味
探
求
で
き
る
意
味
の
枠
組
み
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
見
方
が
、
い
か
な
る
宗
教
と
も
関
わ
り

な
く
有
効
と
認
知
さ
れ
役
立
て
ら
れ
れ
ば
論
者
の
喜
び
で
あ
る
。
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以
下
、IA
H

 

と
表
記
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
大
木
英
夫
・
深
井
智
明
訳

（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
が
私
訳
。
以
下
、
同
書
を
引
用
す
る
際
、
邦
訳
を
参
照
し
た
箇
所
の
み
、
前
掲
書
参
照
と
し
、

そ
の
頁
数
を
記
す
。
そ
れ
以
外
の
引
用
は
す
べ
て
私
訳
。

（
5
） Reinhold N

iebuhr, “H
um

or and Faith, ” in D
iscerning the Signs of the T

im
es: Serm

ons for Today and Tom
orrow

（C
harles Scribner ’s 

Sons, 1946

）, 121.  

以
下
、D

ST
.

（
6
） Ibid., 116.

（
7
） Ibid., 118.

（
8
） 

ニ
ー
バ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
背
後
に
罪
の
認
識
が
あ
る
こ
と
を
ラ
イ
ニ
ッ
ツ
は
示
し
て
い
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
と
関
係
に
つ
い
て
深
く
考

察
は
し
て
い
な
い
（
テ
ー
マ
で
は
な
い
）。R

ichard R
einitz, Irony and C

onsciousness: A
m

erican H
istoriography and R

einhold N
iebuhr ’s 

V
ision

（B
ucknell U

niversity Press; A
ssociated U

niversity Presses, 1980

）, 19
―26.  

以
下
、IC

.  

オ
デ
ガ
ー
ド
は
、
罪
と
い
う
概
念
そ
の

も
の
を
嫌
悪
す
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
夢
の
挫
折
は
、
原
罪
よ
り
運
命
（fate

）
が
関
わ
る
と
す
る
。H

. P. O
degard, Sin and Science: R

einhold 
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N
iebuhr as political T

heologian

（A
ntioch Press, 1956

）, ch.7 “T
he Irony of Sin, ” 183.  

そ
し
て
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
当
て
は
ま
る
の
は
ア

メ
リ
カ
よ
り
ソ
連
で
あ
る
と
す
る
。Ibid., 218, N

ote 23.  

こ
の
考
え
方
自
体
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
意
味
が
明
確
に
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
現
れ

て
い
る
こ
と
を
後
の
論
述
で
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
言
う
。「
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
英
知
が
、
そ
の
人
間
本

性
へ
の
最
終
的
洞
察
へ
の
要
求
を
以
っ
て
、
人
間
の
状
態
を
改
善
す
る
理
性
的
そ
し
て
道
徳
的
な
努
力
を
意
気
阻
喪
さ
せ
る
愚
か
さ
――
「
コ
モ

ン
セ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
る
――
へ
と
、
の
ぼ
り
つ
め
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
隠
さ
れ
た
欠
陥
は
、
こ
の
最
終
的
な
局
面

で
、
次
の
場
合
に
露
呈
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
自
惚
れ
た
主
張
が
、
自
惚
れ
た
意
思
の
よ
う
に
、
一
つ
の
ド
グ
マ
――
人
間
の
能
力
へ
の
単
純

な
疑
い
で
は
な
く
、
人
間
実
存
に
恣
意
的
に
制
限
を
設
け
る
ド
グ
マ
と
な
っ
た
と
は
っ
き
り
し
た
場
合
で
あ
る
」。Ibid., 190. 

そ
の
前
の
ニ
ー

バ
ー
の
デ
ュ
ー
イ
批
判
へ
の
批
判
か
ら
、
オ
デ
ガ
ー
ド
は
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
そ
の
よ
う
な
傾
き
が
あ
る
と
批
判
し
た
い
の
だ
が
、
こ
の
考
え

は
本
論
で
論
駁
さ
れ
る
。
ま
た
、
鈴
木
有
郷
『
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
ア
メ
リ
カ
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
三
四
頁
の
見
方

に
筆
者
は
賛
同
す
る
。

（
9
） 

パ
タ
ー
ソ
ン
曰
く
。『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
は
、「
彼
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
悲
劇
よ
り
も
む
し
ろ
ア
イ
ロ
ニ
ー
へ
と
向
う
移
動
を
示
す
」。
む
ろ
ん
、
信

仰
的
に
は
ニ
ー
バ
ー
は
決
し
て
悲
劇
に
跼
蹐
し
た
こ
と
は
な
い
。B

. E
. Patterson, R

einhold N
iebuhr: M

akers of the M
odern T

heological 

M
ind

（H
endrickson Publishers, 1977

）. 51.  「
人
間
の
一
切
の
倫
理
的
あ
る
い
は
文
化
的
努
力
は
、
も
し
、
回
心
を
も
た
な
い
な
ら
ば
、
ア

イ
ロ
ニ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
悲
劇
的
と
い
う
よ
り
は
、
何
か
滑
稽
な
も
の
、
喜
劇
的
な
様
子
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」。
大
木
英
夫

「
ニ
ー
バ
ー
の
死
」、『
偶
然
性
と
宗
教
――
現
代
の
運
命
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
一
年
）、
二
九
二
頁
。
本
論
は
大
木
氏
の
理

解
と
ほ
ぼ
完
全
に
同
じ
立
場
で
、
し
か
し
よ
り
根
源
的
な
人
間
の
側
か
ら
は
解
消
し
き
れ
な
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
、
実
存
と
し
て
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を

見
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
根
源
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
人
間
の
側
か
ら
解
決
で
き
る
と
す
る
こ
と
が
、
傲
慢
で
あ
り
、
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
極
力

見
つ
め
て
、
局
面
局
面
で
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
解
消
す
る
こ
と
が
繰
り
返
し
の
回
心
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
矛
盾
を
見
つ
め
る
こ
と
が
、
矛
盾

を
大
き
く
せ
ず
、
矛
盾
の
対
照
の
一
方
の
自
由
を
よ
り
よ
く
生
か
す
と
い
う
ニ
ー
バ
ー
の
恩
寵
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
同
じ
で
あ
る
。
矛
盾
を
見

つ
め
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
解
消
し
て
も
、
矛
盾
の
認
識
の
仕
方
そ
の
も
の
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
か
ら
免
れ
な
い
面
が
あ
る
。
根
源
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
解

消
は
神
の
終
末
に
お
け
る
贖
罪
に
し
か
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
悲
劇
的
で
は
な
い
。

（
10
） D

ST
, 118.

（
11
） IA

H
, 63

―64.
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（
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einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol.1, H

um
an N

ature

（C
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）, 150.  
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、N

D
M

1.
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） Ibid., 186.
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14
） Ibid., 185.
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15
） Ibid., C

h. 8

―III, 228

―240.

（
16
） IA

H
, xxiii.
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17
） Ibid., xxiii
―xxiv.

（
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） Ibid., xxiv.

（
19
） 

こ
れ
は
一
方
が
他
方
の
対
照
に
移
動
す
る
過
程
と
い
う
意
味
で
弁
証
法
的
で
あ
る
。
し
か
し
漠
然
と
弁
証
法
的
な
の
で
は
な
く
て
、
ニ
ー
バ
ー

は
そ
れ
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
の
弁
証
法
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
例
え
ば N

D
M

1, 262

―263.  

こ
こ
で
は

弁
証
法
と
逆
説
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
。N

D
M

 

に
て
ニ
ー
バ
ー
が
言
う
弁
証
法
に
は
、
矛
盾
し
た
対
照
同
士
の
緊
張
関
係
や
恩
寵
に
よ
る
成

就
の
過
程
な
ど
が
あ
る
が
そ
の
内
実
の
意
味
は
読
者
が
読
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
20
） IA

H
, 153.

（
21
） Ibid., 153.

（
22
） 

ラ
イ
ニ
ッ
ツ
は
「
ア
メ
リ
カ
の
諸
動
機
の
中
の
悪
――
私
た
ち
が
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
を
彼
自
身
の
理
論
が
要
求
し
て
い
る
――
を
認
め
る
こ

と
の
実
質
的
な
失
敗
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
著
作
で
ア
メ
リ
カ
に
無
批
判
で
あ
る
一
般
的
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
」
と
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
一
貫

し
て
自
身
の
批
判
原
理
を
ア
メ
リ
カ
史
に
適
用
仕
切
れ
な
か
っ
た
と
言
う
が
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現
実
に
は
ニ
ー
バ
ー
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こ
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ア
イ
ロ
ニ
ー
の
原
理
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貫
し
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い
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ゆ
え
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ア
メ
リ
カ
に
批
判
一
辺
倒
で
は
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ニ
ッ
ツ
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こ
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枠
組
み
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理
解
し
て
い
る
が
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ニ
ー
バ
ー
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自
身
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ア
メ
リ

カ
の
現
実
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す
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認
識
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違
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イ
ロ
ニ
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適
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混
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し
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い
る
。IC

, 97.
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） N

D
M

1, 167.
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掲
書
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、
二
五
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頁
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27
） Ibid., 2
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） Ibid., 183.
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し
か
し
、
不
安
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罪
で
は
な
い
。
不
安
は
罪
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別
さ
れ
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ば
な
ら
な
い
。
そ
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一
部
の
理
由
は
、
不
安
は
、
罪
の
前
提
条
件

で
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
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は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
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部
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不
安
は
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罪
の
前
提
条
件
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み
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ら
ず
、
人
間
の
創
造
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す
べ
て
の

基
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で
も
あ
る
こ
と
に
よ
る
」。

（
36
） A

n Interpretation of C
hristian E

thics 
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お
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
不
安
の
条
件
を
ま
だ
罪
の
条
件
と
し
て
い
た
。
む
ろ
ん
こ
れ
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表
現
の
曖
昧

さ
に
も
関
わ
る
。「
道
徳
的
悪
は
自
然
と
霊
の
接
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点
に
あ
る
」。R

einhold N
iebuhr, A

n Interpretation of C
hristian E

thics
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arper and 
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rothers, 1935

）, 84.
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37
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D
M
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um
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D
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） Ibid., 179.
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） Ibid., 245
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い
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こ
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史
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最
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罪
で
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、
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初
の
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で
は
な
い
。
言
い
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え
れ
ば
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人
間
の
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史
を
超
え
て
遥
か
に
遡
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て
み
て
も
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有
限
と
自
由
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の
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況
に
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で
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が
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入
さ
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て
い
る
の
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な
け
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れ
ば
、
罪
へ
と
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か
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
逆
説
的
な
結
論
か
ら
依
然
と
し
て
逃
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
言
葉
で
は
、
罪
の
『
質
的
飛
躍
』
で
あ
り
、
そ
し
て
不
可
避
性
と
責
任
性
の
逆
説
的
な
関
係
を
啓
示
す
る
」。Ibid., 254.  

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
即
ち
、
罪
は
自
己
自
身
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
罪
が
こ
の
世
に
は
い
り
こ
ん
で
く
る
の
は
、
罪
が

そ
こ
に
あ
る
と
い
う
と
き
罪
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
か
く
し
て
罪
は
突
発
的
な
る
も
の
と

し
て
、
即
ち
飛
躍
を
通
じ
て
、
登
場
し
て
く
る
。
さ
て
こ
の
飛
躍
は
同
時
に
質
を
措
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
質
が
措
定
さ
れ
る
そ
の
同
じ
瞬
間
に
、

飛
躍
が
質
の
な
か
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
飛
躍
は
質
に
よ
っ
て
前
提
せ
ら
れ
、
質
は
飛
躍
に
よ
っ
て
前
提
せ
ら
れ
て
い
る
」。
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
『
不
安
の
概
念
』
改
版
、
斎
藤
信
治
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）、
岩
波
文
庫
、
五
一
頁
。
簡
単
に
図
式
化
す
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー

に
お
い
て
、
自
由
が
腐
敗
し
た
自
由
に
な
る
の
は
、
罪
を
前
提
と
し
、
こ
の
前
提
と
さ
れ
る
罪
は
、
や
は
り
「
腐
敗
し
た
自
由
」
な
の
で
あ
る

（
飛
躍
は
質
に
よ
っ
て
質
は
飛
躍
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
）。
そ
う
い
う
仕
方
で
自
由
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
に
罪
に
関
与
す
る
。
腐
敗
し
た

自
由
と
は
、
自
由
の
完
全
な
腐
敗
へ
の
移
行
で
は
な
く
て
、
自
由
と
腐
敗
と
い
う
根
源
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
対
照
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ

の
「
前
提
と
さ
れ
る
罪
」
が
ニ
ー
バ
ー
の
解
釈
に
お
い
て
、「
罪
の
傾
向
性
」
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
注
（
48
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
45
） 

エ
ッ
セ
イ
「
秘
義
と
意
味
」
に
よ
れ
ば
、
罪
と
は
、
人
間
が
な
ぜ
存
在
し
、
斯
く
存
在
す
る
の
か
の
三
大
神
秘
の
一
つ
（
他
、
創
造
、
自
由
）。

R
einhold N

iebuhr, “M
ystery and M

eaning, ” in Pious and Secular A
m

erica

（C
harles Scribner ’s Sons, 1958

）, 128.  

以
下
、PSA

.

（
46
） IA

H
, 158.

（
47
） N

D
M

1, 269

―270, N
D

M
2, 176.  

神
の
似
姿
は
、
神
の
意
思
に
従
う
自
由
を
意
味
す
る
場
合
と
（N

D
M

1, 274, N
D

M
2, 139.  

そ
の
破
壊
、
腐

敗
と
い
う
言
葉
が
暗
示
）、
そ
の
従
う
徳
を
失
い
善
も
悪
自
由
に
行
え
る
権
能
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
（N

D
M

2, 171

）。
現
実
の
自
由
は
後

者
。
こ
の
自
由
に
お
い
て
も
、
必
然
的
に
悪
は
結
果
し
な
い
。

（
48
） 

ニ
ー
バ
ー
は
レ
ク
チ
ャ
ー
の
準
備
中
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
の D

er M
ensch im

 W
iderspruch

（
矛
盾
の
中
の
人
間
）
に
影
響
を
受
け
た
。
ブ
ル
ン
ナ
ー

に
よ
る
カ
ン
ト
の
悪
へ
の
傾
向
性
（H

äng zum
 B

ösen

）
に
つ
い
て
の
解
釈
を
彼
は
応
用
し
た
だ
ろ
う
。「
こ
の
傾
向
性
の
、
個
人
の
経
験
的
生

に
お
け
る
こ
の
悪
の
人
格
的
性
質
の
時
間
的
始
原
を
発
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
中
略
）。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
各
々
の
始
ま
り
は
、

す
で
に
そ
こ
に
向
か
う
傾
向
性
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
。（
中
略
）「
生
来
」
と
い
う
概
念
は
消
極
的
な
も
の
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
こ
の
悪
は
経
験
的
な
生
の
過
程
の
中
で
は
何
の
始
原
も
持
た
な
い
――
カ
ン
ト
は
た
だ
悪
の
避
け
が
た
さ
と
同
時
に
無
制
約
的

な
人
格
的
責
任
性
を
堅
く
保
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」。E

m
il B

runner, D
er M

ensch im
 W

iderspruch

（Furche-Verlag, 1937; V
ierte, 
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U
nveränderte A

uflage, Zw
ingli-Verlag, 1965

）, 127.
（
49
） 
避
け
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
本
質
的
性
質
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
え
な
い
」。N

D
M

1, 242.
（
50
） 
自
己
中
心
性
は
そ
も
そ
も
不
信
仰
に
接
続
さ
れ
る
と
分
析
す
る
こ
と
も
で
き
る
。N

D
M

1, 252

―253.

（
51
） N

D
M

1, 242.  

ま
た
ニ
ー
バ
ー
は
、
原
罪
は
唯
一
経
験
的
に
確
証
し
う
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
最
後
の
著
作
で
も
示
し

た
。R

einhold N
iebuhr, M

an ’s N
ature and H

is C
om

m
unities: E

ssays on the D
ynam

ics and E
nigm

a of M
an ’s Personal and Social 

E
xistence

（W
ipf and Stock Publishers, 2012

）, 24.

（
52
） N

D
M

1, 263.

（
53
） Ibid., 242.

（
54
） N

D
M

2, 109, N
ote 4.

（
55
） N

D
M

1, 254.

（
56
） Ibid., 181.

（
57
） Ibid., 198.

（
58
） Ibid., 181.

（
59
） Ibid., 188.

（
60
） Ibid., 181.

（
61
） Ibid., 204, cf. 253.

（
62
） Ibid., 204

―205.

（
63
） Ibid., 203.

（
64
） Ibid., 206

―207, 265

―267.

（
65
） Ibid., 277.

（
66
） Ibid., 274. N

D
M

2, 117. 

（
67
） N

D
M

1, 128

―129, 257.

（
68
） Ibid., 130

―131, 257. N
D

M
2, 118, 120

―121.
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（
69
） N

D
M

1., 269

―272.
（
70
） Ibid, 277

―278.  

あ
る
べ
き
本
質
は
変
わ
ら
な
い
。
現
実
の
人
間
は
そ
れ
に
従
う
徳
を
失
っ
て
い
る
（
前
注
）。
自
由
は
善
悪
を
行
え
る
自
由
ゆ

え
、
こ
の
徳
の
喪
失
は
、
自
由
を
罪
に
汚
染
さ
せ
る
。

（
71
） Ibid., 288.

（
72
） N

D
M

2, 68. N
D

M
1, 266.

（
73
） Ibid., 257, 259, 269.

（
74
） Ibid., 278.

（
75
） Ibid., 260, 278.

（
76
） Paul T

illich, System
atiche T

heologie I/II

（W
alter de G

ruyter, B
erlin/N

ew
 York, 1987

）, II, 35.  

以
下
、ST

II.

（
77
） 「
人
間
の
本
質
的
性
質
は
、
た
し
か
に
す
べ
て
の
発
展
段
階
に
お
い
て
現
在
し
て
い
る
が
、
つ
ね
に
実
存
的
な
歪
み
の
中
に
あ
る
」。Ibid., 40. 

「
本
質
的
存
在
か
ら
実
存
的
存
在
へ
の
移
行
が
実
存
自
身
の
性
格
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
る
」。Ibid., 45.

（
78
） 

例
え
ば
、N

D
M

1, 279

―280 

も
見
よ
。
こ
の
実
情
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、「
創
造
と
堕
落
は
重
な
り
合
う
（
時
間
的
に
一
致
し
て
起
こ
る
）」（Schöp-

fung und Fall koinzidieren

）
と
表
現
す
る
。ST

II, 52.

「
移
行
」
の
脱
時
間
的
性
格
、
絶
え
ず
行
使
さ
れ
て
い
る
人
間
の
自
由
と
と
も
に
実
存

が
現
実
化
す
る
事
実
の
別
の
表
現
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
移
行
後
の
実
存
」
で
は
な
く
「
移
行
」
そ
の
も
の
を
根
源
的
事
実
と
し
て
い
る
。ST

II, 

43.  

そ
し
て
、
そ
の
移
行
は
構
造
的
な
必
然
で
は
な
い
。Ibid., 52.  

現
実
世
界
は
不
合
理
な
「
堕
落
」
と
し
て
現
れ
る
が
、
そ
の
つ
ど
常
に
「
創

造
」（
本
質
）
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
移
行
は
時
間
と
空
間
の
中
で
生
起
す
る
す
べ
て
の
こ
と
に
、
存
在
論
的
に
先
行
す
る
」。Ibid., 

43. 

は
、（
先
行
す
る
の
は
堕
落
後
で
は
な
く
「
移
行
」
で
あ
る
）、
次
の
ニ
ー
バ
ー
表
現
に
符
合
す
る
。「
各
個
人
の
罪
に
、
ア
ダ
ム
の
罪
が
先

行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
に
お
け
る
こ
の
最
初
の
罪
で
さ
え
、
最
初
の
罪
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
人
間
の
歴
史
よ
り
は
る
か
に
遡
っ

て
も
、
依
然
と
し
て
次
の
逆
説
的
な
結
論
か
ら
免
れ
な
い
。
有
限
と
自
由
の
状
況
は
、
こ
の
状
況
に
す
で
に
罪
が
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

な
ら
ば
、
罪
に
は
導
か
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」。N

D
M

1, 254.

（
79
） 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
（
後
述
）
を
論
駁
す
る
た
め
に
人
間
が
意
思
で
制
御
で
き
な
い
罪
を
自
然
に
関
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ST
II, 48

―50.  

ニ
ー
バ
ー
は
自
然
に
罪
を
置
く
の
が
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
と
し
意
思
に
制
御
で
き
な
い
罪
の
根
源
を
置
く
こ
と
で
霊
の
矛
盾
を
明
確

に
し
て
い
る
。
こ
こ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ニ
ー
バ
ー
の
一
番
の
差
で
あ
る
。
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―222.
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） IA

H
, 128.  

前
掲
書
参
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、
一
九
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頁
。

（
96
） Ibid., xxiv.
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―155.
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（
114
） Ibid., 171.
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116
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（
117
） Ibid., 172.

「
差
し
迫
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
道
徳
的
不
屈
さ
と
別
次
元
の
意
味
と
裁
き
に
対
す
る
宗
教
的
な
自
覚
と
の
結
合
は
、
難
し
い
が
不

可
能
で
は
な
い
仕
事
」、「
一
方
で
は
自
由
な
文
明
の
道
徳
的
財
産
に
対
し
て
忠
誠
を
守
り
責
任
を
果
た
し
つ
つ
」、
他
方
こ
の
争
い
を
宗
教
的
に

見
渡
す
視
座
を
保
つ
仕
事
の
「
ほ
ぼ
完
璧
な
模
範
」。

（
118
） Ibid., 171.  

前
掲
書
参
照
、
二
五
六
頁
。

（
119
） Ibid., 172.

（
120
） N

D
M

2, 116

―117.

（
121
） R
einhold N

iebuhr, “M
ystery and M

eaning, ” PSA
, 137.
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D
M

2, 46.

（
123
） Ibid., 213.
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（
124
） IA

H
, 37.

（
125
） 「
現
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
道
徳
的
無
為
か
道
徳
的
熱
狂
の
二
者
択
一
に
常
に
直
面
し
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
そ
の
純
粋

な
形
式
に
お
い
て
た
い
て
い
は
無
為
の
危
険
に
屈
服
し
て
い
る
。
行
動
す
る
に
当
た
っ
て
潔
白
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

ま
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
悪
に
抵
抗
し
よ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
ま
っ
た
く
行
動
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
は
、
こ
の
無
行
動
こ
そ
自
ら
が
求
め
る
潔
白
性
だ
と
想
像
し
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
少
数
の
リ
ベ
ラ
ル
と
多
数
の
マ
ル
キ
ス
ト
は
、

行
動
に
お
い
て
潔
白
の
立
場
を
す
で
に
見
出
し
た
と
思
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら

は
狂
信
の
誤
り
へ
と
投
げ
込
ま
れ
る
」N

D
M

1, 274, N
ote 4.  

ま
た
恩
寵
論
で
と
り
わ
け
こ
れ
と
関
連
す
る
箇
所
は
、N

D
M

2, 188, 204

―212.  

ニ
ー
バ
ー
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
の
総
合
を
二
つ
の
恩
寵
の
相
互
の
働
き
の
内
に
見
よ
う
と
し
た
。

（
126
） IA

H
, 173.

（
127
） IC

, 91.


