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【
第
一
〇
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
】

「
も
の
の
あ
わ
れ
」
の
近
代
日
本
に
お
け
る
変
異

――
三
島
由
紀
夫
の
場
合
へ
の
批
判
的
神
学
的
視
点

片　

柳　

榮　

一

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
ア
ジ
ア
の
人
間
観
と
神
学
的
人
間
観
――
二
一
世
紀
に
お
け
る
人
間
性
回
復
の
た
め
の
統
全
的
収
斂
」
と
い
う
も
の

で
す
が
、
人
間
観
を
少
し
広
く
と
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
日
本
人
の
心
の
底
に
し
み
わ
た
っ
て
い
る
感
情
が
あ
り
ま
す
。
も
の
ご
と
が
無
常
に
過
ぎ
行
く
そ
の
こ
と
を
、
人
は
否
応
な
く
受

け
入
れ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
諦
め
の
静
け
さ
の
中
で
、
事
態
を
受
け
入
れ
て
い
く
時
、
不
思
議
に
、
こ
の
過
ぎ
行
く
全
体
が
、

悲
し
み
の
う
ち
で
譬
え
よ
う
の
な
い
「
美
し
さ
」
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
諦
念
を
奥
底
で
支
え
て

い
る
の
は
、
仏
教
の
「
諸
行
無
常
」
の
洞
察
で
あ
り
、
こ
の
悟
り
の
教
え
を
人
々
が
聞
き
、
自
ら
噛
み
し
め
る
な
か
で
こ
の
感
情
を
深
め
、

さ
ら
に
平
安
期
の
王
朝
文
学
に
お
い
て
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
鎌
倉
時
代
、
権
力
が
貴
族
か
ら
武
士
へ
移
行
し
て
ゆ
く
動
乱
に
際
し
、
最
初
の
武
士
の
覇
者
「
平
家
」
が
権
力
の
絶
頂
か
ら
転
が

り
落
ち
る
悲
劇
を
記
し
た
『
平
家
物
語
』
の
最
初
の
有
名
な
言
葉
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
の
う
ち
に
も
こ
の
感

情
が
濃
厚
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。「
滅
び
の
美
学
」
に
も
通
じ
る
も
の
で
す
。

さ
ら
に
こ
の
感
情
は
鴨
長
明
や
吉
田
兼
好
の
随
筆
文
学
で
一
層
洗
練
さ
れ
、
本
居
宣
長
に
至
っ
て
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
と
い
う
決
定
的
な
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文
学
的
表
現
を
獲
得
し
た
と
言
え
ま
す
。

最
後
の
武
士
政
権
「
徳
川
」
を
倒
し
た
明
治
政
府
の
西
欧
近
代
化
政
策
の
中
で
、
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
徹
底
し
て
取
り
入
れ
て

ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
胎
動
す
る
資
本
主
義
の
勃
興
期
に
あ
り
、
物
質
主
義
の
徹
底
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
心
を

干
か
ら
び
さ
せ
、
荒
廃
さ
せ
る
流
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
近
代
的
知
性
を
受
け
入
れ
て
な
お
満
ち
足
り
ぬ
感
を
拭
え
な
か
っ
た
知
識
人
た

ち
が
求
め
、
逃
れ
た
の
は
、
近
代
的
知
性
の
装
い
を
も
つ
疑
似
宗
教
的
な
流
れ
で
し
た
。
千
五
百
年
以
上
に
わ
た
る
キ
リ
ス
ト
教
に
培
わ
れ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
心
の
奥
底
に
は
宗
教
的
な
も
の
へ
の
深
い
憧
憬
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
疑
似
宗
教
的
な
も
の
の
典
型
が
ド
イ
ツ
ロ

マ
ン
派
や
世
紀
末
思
想
で
あ
り
、
そ
の
底
に
流
れ
る
の
は
、
否
定
し
が
た
い
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
り
、
美
の
う
ち
に
救
済
を
求
め
る
耽
美
主
義

で
し
た
。

こ
の
耽
美
主
義
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
、
ま
た
自
ら
の
問
題
と
し
て
担
っ
た
の
は
、
森
鷗
外
で
あ
り
、
谷
崎
潤
一
郎
で
あ
り
、
永
井

荷
風
で
す
。
そ
し
て
川
端
康
成
の
う
ち
に
も
こ
の
傾
向
は
色
濃
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
は
元
来
自
ら
の
内
に
あ
る
「
も
の
の
あ
わ
れ
」

の
感
情
に
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
媚
薬
を
溶
け
合
わ
せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

こ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
を
徹
底
し
て
追
求
し
た
の
は
三
島
由
紀
夫
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
三
島
自
身
が
自
分
の
作
品
の
中
で

最
も
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
的
な
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
の
が
、
中
期
の
短
編
『
三
熊
野
詣
）
1
（

』
で
す
。
四
編
の
短
編
を
集
め
た
あ
と
が
き
に

「
こ
の
集
は
、
私
の
今
ま
で
の
全
作
品
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
頽
廃
的
な
も
の
で
あ
ら
う
。
私
は
自
分
の
疲
労
と
、
無
力
感
と
、
酸
え
（
す

え
）
腐
れ
た
心
情
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
、
そ
の
す
べ
て
を
こ
の
四
編
に
こ
め
た
」（『
三
熊
野
詣
』、
二
〇
三
頁
）
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

四
編
の
短
編
集
の
最
初
を
飾
り
、
こ
の
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
の
が
短
編
「
三
熊
野
詣
」
で
す
。

こ
の
短
編
の
主
人
公
は
、
国
文
学
者
で
ま
た
歌
人
と
し
て
も
名
の
知
れ
た
、
六
十
歳
で
独
身
の
藤
宮
先
生
で
す
。
歌
人
と
し
て
釈
迢
空
の

名
を
も
つ
、
偉
大
な
国
文
学
者
折
口
信
夫
が
モ
デ
ル
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
学
者
を
大
勢
の
崇
拝
者
が
囲
ん
で
い
ま
す
。「
か
う
言
う
と
先

生
は
世
間
的
に
も
人
間
的
に
も
光
輝
く
存
在
の
や
う
に
思
わ
れ
る
が
、
先
生
に
親
し
く
接
し
た
人
間
の
目
か
ら
み
る
と
、
こ
ん
な
に
影
に
包
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ま
れ
た
淋
し
い
異
様
な
人
も
な
か
っ
た
。
第
一
に
先
生
は
き
は
め
て
風
采
が
上
が
ら
ず
、
子
供
の
時
の
怪
我
か
ら
眇
（
す
が
め
）
に
な
り
、

そ
の
負
い
目
（
ひ
け
め
）
も
あ
っ
て
暗
い
陰
湿
な
人
柄
で
あ
っ
た
」（
同
、
一
〇
頁
）。
先
生
は
広
い
古
家
に
住
み
、
身
の
回
り
の
世
話
は
、

夫
を
亡
く
し
た
四
十
五
歳
の
、
歌
の
弟
子
で
も
あ
る
常
子
と
い
う
婦
人
が
、
こ
の
十
年
程
し
て
い
た
。「
常
子
は
も
と
も
と
美
し
い
女
で
も

な
し
、
色
気
の
あ
る
女
で
も
な
い
。
実
に
地
味
な
性
格
」（
同
、
七
頁
）。「
鏡
を
み
て
も
自
分
が
男
に
愛
さ
れ
な
い
顔
立
ち
だ
と
い
ふ
こ
と

は
あ
り
あ
り
と
わ
か
る
。
そ
の
顔
に
は
お
よ
そ
愛
ら
し
さ
と
い
ふ
も
の
が
な
い
」（
同
、
二
〇
頁
）。

こ
の
先
生
が
或
る
時
、
常
子
に
故
郷
和
歌
山
の
熊
野
へ
の
旅
の
お
供
を
す
る
よ
う
に
言
う
。
こ
の
十
年
間
に
も
わ
た
る
身
辺
の
面
倒
へ
の

礼
で
あ
る
と
い
う
。
こ
ん
な
お
供
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
旅
の
お
供
は
い
つ
も
男
の
弟
子
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
旅
の
お
供
を
す
る
に
際

し
て
、
常
子
は
前
々
か
ら
の
疑
問
の
答
え
を
見
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
先
生
に
は
深
い
悲
哀
が
滲
み
出
て
い
る
。「
静
か
な
生
活
の
な

か
か
ら
先
生
の
汲
み
出
さ
れ
る
悲
哀
は
、
果
た
し
て
そ
の
風
采
の
自
信
の
な
さ
や
、
眇
め
だ
け
に
理
由
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
。
世
の
中
に
は

先
生
よ
り
も
も
っ
と
醜
男
で
才
能
も
学
問
も
な
い
人
が
山
ほ
ど
お
り
、
そ
の
人
た
ち
も
人
並
み
な
家
庭
生
活
を
た
の
し
ん
で
い
る
。
何
故
先

生
だ
け
が
か
う
も
孤
独
を
固
執
し
、
悲
哀
を
育
て
、
お
そ
ろ
し
い
神
経
質
な
遣
り
口
で
、
人
生
を
拒
ん
で
来
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
？
そ
こ

ま
で
考
へ
る
と
、
常
子
は
、
こ
れ
ほ
ど
平
板
な
人
生
か
ら
高
い
悲
哀
を
紡
ぎ
出
す
先
生
の
秘
訣
さ
へ
つ
か
め
れ
ば
、
そ
の
時
常
子
も
、
先
生

と
肩
を
並
べ
る
歌
を
作
れ
る
だ
ら
う
と
思
は
ざ
る
を
を
え
な
か
っ
た
」（
同
、
二
六
頁
）。

那
智
神
社
、
新
宮
の
速
玉
神
社
、
そ
し
て
熊
野
本
宮
神
社
と
い
う
「
三
熊
野
詣
」
を
二
人
で
為
す
の
で
あ
る
が
、
先
生
は
三
つ
の
各
神
社

に
参
る
と
、
境
内
の
奥
庭
に
入
り
、
見
事
な
櫛
を
そ
れ
ぞ
れ
地
中
に
埋
め
る
と
い
う
作
業
を
し
た
。
い
つ
も
潔
癖
に
ア
ル
コ
ー
ル
綿
で
指
先

を
消
毒
し
て
い
る
先
生
が
、
素
手
で
土
を
掘
っ
て
櫛
を
埋
め
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
櫛
に
は
「
香
」、
次
に
は
「
代
」、
最
後
の
櫛
に
は
「
子
」

の
名
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
先
生
は
お
参
り
を
済
ま
せ
る
と
、
常
子
に
行
動
の
説
明
を
し
た
。「
東
京
の
学
校
に
来
ら
れ
る
前
に
、
先
生
は
郷

里
に
香
代
子
と
い
ふ
相
思
相
愛
の
恋
人
を
お
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
親
に
仲
を
割
か
れ
て
、
先
生
は
遊
学
の
途
に
立
た
れ
、
香
代
子
は
間
も
な

く
病
ひ
に
死
ん
で
し
ま
ふ
の
で
あ
る
」（
同
、
九
〇
頁
）。
先
生
は
ひ
た
す
ら
香
代
子
の
面
影
を
追
っ
て
独
身
を
通
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
香
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代
子
と
い
つ
か
三
熊
野
に
お
詣
り
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
が
、
今
そ
の
約
束
を
果
た
し
た
の
だ
と
い
う
。

「
聴
き
を
は
っ
て
常
子
は
実
に
美
し
い
お
話
だ
と
思
ひ
、
先
生
の
独
身
の
秘
密
も
深
い
悲
し
み
の
秘
密
も
悉
く
解
け
た
や
う
な
気
が
一
旦

は
し
た
け
れ
ど
も
、
一
方
で
は
、
却
っ
て
先
生
の
謎
が
深
ま
る
や
う
な
心
地
に
も
な
り
、
あ
ま
り
に
美
し
す
ぎ
る
話
に
、
ど
う
し
て
も
ま
こ

と
ら
し
さ
が
迫
っ
て
来
な
か
っ
た
」（
同
、
九
一
頁
）。
そ
し
て
常
子
は
す
る
ど
い
直
観
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
さ
え
考
え
る
。「
先
生
は
何

か
途
方
も
な
い
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
ん
な
夢
物
語
は
お
ろ
か
、
三
つ
の
櫛
を
埋
め
る
儀
式
す
ら
、
ご
自
分
で
は
す
こ
し
も
お
信
じ
に
な
ら
ず

に
、
孤
独
な
人
生
の
終
わ
り
が
け
に
、
敢
え
て
御
自
分
の
伝
説
を
作
り
出
さ
う
と
な
さ
っ
た
の
で
は
な
い
か
…
…
常
子
は
、
は
っ
と
気
づ
い

て
、
そ
れ
こ
そ
正
鵠
を
射
て
い
る
と
、
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
常
子
は
証
人
と
し
て
選
ば
れ
た
の
だ
！
」（
同
、
九
二
頁
）。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
覚
っ
た
常
子
は
、「
こ
の
物
語
を
う
か
が
っ
た
瞬
間
か
ら
自
分
が
死
ぬ
ま
で
、
決
し
て
こ
の
物
語
を
信
じ
な
い
や
う

な
表
情
だ
け
は
、
先
生
の
前
で
も
人
の
前
で
も
見
せ
ま
い
と
い
ふ
固
い
決
心
を
し
た
」（
同
、
九
三
頁
）。

三
島
が
自
ら
の
内
に
抱
え
た
デ
カ
ダ
ン
ス
は
、「
虚
構
で
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
現
実
な
ど
醜
く
、
汚
れ
、
ぼ
ろ
き
れ
の
よ
う
な
も
の
だ
。

そ
の
中
で
自
ら
が
作
り
出
し
た
『
虚
構
』
の
う
ち
に
『
美
』
が
見
い
だ
さ
れ
る
な
ら
、
現
実
の
『
真
理
、
真
実
』
な
ど
よ
り
ず
っ
と
貴
重
で

あ
る
」
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

実
は
こ
の
考
え
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
美
的
な
生
き
方
」
と
し
て
彼
の
代
表
作
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
に
お
い
て
倫
理
的
生
き
方
に
対

置
し
て
展
開
し
た
考
え
に
通
じ
る
も
の
で
す
。
し
か
も
三
島
の
場
合
、
こ
れ
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
島
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読
み
、

こ
の
考
え
に
親
し
ん
で
い
ま
す
。

一
九
世
紀
の
前
半
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
う
ち
に
芽
生
え
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
深
く
魅
せ
ら
れ
、
や
が
て
彼
の
死
後
、
世
紀
後
半
に
全

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
「
世
紀
末
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
運
動
に
も
通
じ
る
「
美
的
な
生
き
方
」
の
本
質
を
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
可
能
性
は

現
実
性
よ
り
高
い
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
す
）
2
（

。
こ
の
考
え
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
人
間
存
在
を
他
の
存
在
と
区
別
し
て
、
現
有
と
規
定
し
、

他
の
存
在
は
、
そ
の
現
実
性
の
み
が
問
題
で
あ
る
が
、「
現
有
は
そ
の
都
度
彼
の
可
能
性
で
あ
る
）
3
（

」
と
述
べ
た
時
に
見
て
い
た
も
の
と
通
じ
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て
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
は
自
ら
の
現
実
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
希
望
と
不
安
の
う
ち
に
未
来
の
可
能
性
に
真
向
う
と
い

う
こ
と
に
人
間
と
し
て
の
生
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
だ
真
理
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
は
こ
の

よ
う
に
様
々
の
可
能
性
に
面
し
、
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
て
、
そ
の
中
か
ら
一
つ
を
自
分
の
「
現
実
性
」
と
し
て
選
ば
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
自

ら
選
び
取
っ
た
「
自
ら
の
」
現
実
性
を
、
単
な
る
可
能
性
よ
り
も
無
限
に
高
い
と
す
る
こ
と
が
「
倫
理
的
な
生
き
方
」
で
あ
る
と
し
ま
す
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
ど
ち
ら
の
生
き
方
を
取
る
か
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
に
お
い
て
仔
細
に
論
じ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
倫
理
的
生
き
方
の
徹
底
に
お
い
て
、
宗
教
的
生
き
方
が
開
か
れ
る
と
考
え
ま
す
。
た
と
え
決
断

に
よ
っ
て
悔
恨
の
地
獄
の
よ
う
な
責
め
苦
に
悶
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
、
た
だ
一
度
の
生
の
厳
粛
な
る
事
実
を

こ
の
決
断
に
お
い
て
開
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
宗
教
的
な
も
の
の
裁
き
と
恵
み
の
光
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
は
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
だ

と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
ま
す
。

三
島
は
こ
の
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
を
読
み
、
熟
考
し
て
「
裸
体
と
衣
装
）
4
（

」
と
い
う
日
記
体
の
文
章
の
中
で
記
し
ま
す
。「
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
有
名
な
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
の
一
節
は
永
い
こ
と
私
を
魅
し
て
い
た
。『
結
婚
し
た
ま
へ
、
君
は
そ
れ
を
悔
い
る
だ
ろ
う
。
結
婚
し

な
い
で
い
た
ま
へ
、
や
っ
ぱ
り
君
は
悔
い
る
だ
ろ
う
』」（「
裸
体
と
衣
装
」、
六
三
一
頁
）。
二
つ
の
可
能
性
の
中
か
ら
、
一
つ
を
選
び
取
り
、

決
断
し
て
自
ら
の
現
実
性
と
す
る
な
ら
、
必
ず
も
う
一
つ
の
、
失
わ
れ
た
可
能
性
が
、
亡
霊
の
よ
う
に
美
し
く
立
ち
現
れ
、「
後
悔
」
の
気

持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
の
で
す
。「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
提
示
し
た
『
悔
い
』
の
性
質
は
、
人
生
が
一
人
宛
て
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
と

い
ふ
事
実
に
対
す
る
、
自
由
意
志
の
側
か
ら
の
永
遠
の
不
満
で
あ
っ
た
」（
同
、
六
三
一
頁
）。
三
島
は
こ
の
悔
恨
か
ら
逃
れ
る
道
を
必
死
で

探
し
、
驚
く
べ
き
解
決
法
を
暗
示
し
ま
す
。「
人
生
が
一
人
宛
て
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
」
と
い
う
当
た
り
ま
え
の
事
実
に
対
す
る
反
抗
、

挑
戦
で
す
。「
自
由
意
志
は
無
限
の
選
択
を
す
る
の
で
は
な
い
。
選
択
は
百
の
う
ち
か
ら
十
、
十
の
う
ち
か
ら
三
つ
、
三
つ
の
う
ち
か
ら
二

つ
、
二
つ
の
う
ち
か
ら
一
つ
と
い
ふ
具
合
に
、
徐
々
に
限
ら
れ
て
き
て
、
最
後
に
自
由
意
志
は
、
そ
れ
を
す
る
か
し
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
だ

け
を
選
ぶ
た
め
に
現
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
追
ひ
つ
め
ら
れ
た
選
択
と
、
自
由
意
志
の
本
質
は
必
ず
矛
盾
す
る
。
自
由
意
志
は
、
選
択
の
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機
能
を
本
来
帯
び
て
い
な
か
っ
た
自
分
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
…
…
自
由
意
志
に
と
っ
て
は
、
本
来
人
生
は
一
人
一
個
宛
で
は
な
か
っ
た
は

ず
だ
」（
同
、
六
三
二
頁
）。
私
た
ち
は
、
様
々
な
可
能
性
を
考
え
ま
す
。
三
島
は
こ
れ
が
、
自
由
意
志
の
機
能
だ
と
し
ま
す
。
そ
し
て
こ

の
様
々
な
可
能
性
に
眩
暈
を
覚
え
な
が
ら
も
、
そ
の
可
能
性
に
直
面
す
る
機
能
と
、
そ
の
様
々
な
可
能
性
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
と
い
う
決

断
の
機
能
を
私
た
ち
は
、
普
通
セ
ッ
ト
に
し
て
、
そ
の
二
つ
が
相
ま
っ
て
自
由
意
志
が
成
り
立
つ
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
三
島
は
こ
の
二
つ

を
、
敢
え
て
切
り
離
し
ま
す
。
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
だ
け
を
自
由
意
志
の
機
能
と
し
ま
す
。
そ
し
て
自
由
意
志
に
も
う
一
つ
決
断
が
本
質

的
だ
と
考
え
る
こ
と
の
理
由
を
抉
り
出
し
ま
す
。
何
故
一
つ
を
選
ぶ
と
い
う
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て

初
め
て
、
一
人
に
一
個
宛
て
ら
れ
た
「
生
」「
自
己
」
が
形
成
さ
れ
、
築
き
上
げ
ら
れ
る
と
の
、
い
わ
ば
脅
迫
観
念
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ

と
い
う
の
で
す
。
こ
の
要
の
「
人
生
は
一
人
一
個
宛
」
と
い
う
こ
と
を
、
認
め
な
け
れ
ば
、「
悔
恨
」
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。「
人

間
は
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
が
、
最
終
的
に
選
択
の
不
可
能
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
自
由
意
志
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ

そ
、
人
生
が
た
っ
た
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
し
て
も
肯
は
（
う
べ
な
は
）
な
い
自
由
意
志
は
、
宿
命
に
対
抗
で
き
る
の
で
あ
る
」（
同
、

六
三
二
頁
）。

三
島
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
倫
理
的
生
き
方
の
要
請
の
根
本
に
あ
る
の
が
、「
人
生
は
一
人
一
個
宛
」
と
い
う
厳
粛
な
事
実
で
あ
る
こ
と
を

深
く
洞
察
し
な
が
ら
、
敢
え
て
こ
れ
を
拒
否
し
て
、
様
々
な
可
能
性
の
う
ち
に
身
を
置
く
だ
け
の
「
美
的
な
生
き
方
」
の
方
を
選
ぶ
の
で

す
。
意
識
的
な
「
審
美
主
義
者
」
で
あ
り
、
デ
カ
ダ
ン
ス
を
生
き
抜
こ
う
と
決
意
し
て
い
る
の
で
す
。
彼
の
創
作
活
動
に
お
い
て
創
り
出
す

分
身
は
、
こ
の
自
ら
の
可
能
性
へ
の
逃
避
な
の
で
す
。

三
島
の
根
本
的
な
問
題
性
は
、
自
ら
の
現
実
よ
り
も
、
他
の
別
に
あ
り
う
る
可
能
性
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
根
本
的
条
件

と
し
て
の
「
人
生
は
一
人
一
個
宛
」
と
い
う
こ
と
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
故
に
、
人
生
の
「
一
回
性
」
の
悲
劇
的
事
実
を

見
つ
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
三
島
は
こ
の
泣
い
た
ら
よ
い
の
か
笑
っ
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
生
の
厳
粛
さ
の
前
に
敢
え

て
立
つ
ま
い
と
決
意
し
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
こ
れ
に
無
力
な
反
抗
を
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
生
が
「
酸
え
（
す
え
）
腐
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れ
た
心
情
の
デ
カ
ダ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
蝕
ま
れ
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
自
覚
し
な
が
ら
も
そ
う
す
る
の
で
す
。

こ
の
自
己
逃
避
に
よ
っ
て
、
単
に
自
分
の
厳
粛
な
現
実
が
無
視
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
自
己
の
現
実
が
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ

い
た
、
現
実
の
真
の
他
者
も
排
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
は
小
林
秀
雄
と
の
対
談
に
お
け
る
小
林
の
指
摘
で
す
。

『
金
閣
寺
』
が
大
評
判
に
な
っ
た
後
の
対
談
で
、
大
批
評
家
小
林
は
こ
の
小
説
が
、
金
閣
寺
を
燃
や
し
て
主
人
公
が
、
満
足
そ
う
に
た
ば
こ

に
火
を
つ
け
る
と
こ
ろ
で
終
え
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
小
説
は
元
来
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
で

も
主
人
公
が
老
婆
を
殺
し
て
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
が
現
実
の
生
の
中
で
も
た
ら
す
様
々
な
出
来
事
の
連
鎖
を
描
い
て
い

る
。
そ
れ
が
ド
ラ
マ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
『
金
閣
寺
』
は
ド
ラ
マ
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
終
え
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

「
自
分
探
し
」
で
自
分
の
目
的
を
成
し
遂
げ
て
終
わ
る
の
で
な
く
、
そ
の
自
分
が
な
し
た
こ
と
が
も
た
ら
す
様
々
な
出
来
事
、
そ
こ
に
巻
き

込
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
、
真
の
他
者
に
出
会
う
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
三
島
は
真
の
他
者
と
の
出
会
い
の
場
に
出
て
い
な
い
、
そ
の

意
志
が
完
全
に
欠
け
て
お
り
、
自
分
だ
け
の
生
に
完
結
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
。
い
み
じ
く
も
三
島
は
こ
の
よ
う
に
「
人
生
は
一
人
一
個

宛
」
を
拒
否
す
る
決
断
を
し
て
記
し
ま
す
。「
こ
ん
な
こ
と
を
考
へ
た
の
ち
、
私
は
結
婚
す
る
こ
と
に
し
た
」（
同
、
六
三
二
頁
）。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
耽
美
主
義
、
世
紀
末
デ
カ
ダ
ン
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
源
流
は
『
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
』
に
代
表
さ
れ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
恋
愛
至
上
主
義
と
も
い
え
る
思
想
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
世
紀
末
芸
術
家
が
み
な
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
『
ト
リ
ス
タ
ン
と

イ
ゾ
ル
デ
』
に
魅
せ
ら
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
歴
史
を
叙
述
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト

リ
ッ
ク
の
思
想
家
ド
ニ
・
ド
・
ル
ー
ジ
ュ
モ
ン
で
す
（『
愛
に
つ
い
て
）
5
（

』）。
そ
し
て
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ
う
し
た
恋
愛
至
上
主
義

の
始
ま
り
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
第
三
巻
の
始
ま
り
に
述
べ
ら
れ
た
「
愛
す
る
こ
と
を
愛
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
ま
す
（『
愛
に
つ
い
て
』（
上
）、
七
四
頁
）。

「
私
は
カ
ル
タ
ゴ
に
や
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
恥
ず
べ
き
情
愛
の
鍋
（sartago

）
の
煮
え
た
ぎ
る
騒
音
が
私
を
取
り

巻
い
て
い
た
。
私
は
未
だ
愛
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
愛
す
る
こ
と
を
愛
し
て
い
た
（am

are am
abam

）。
密
や
か
な
内
奥
の
欠
乏
の
故
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に
、
あ
ま
り
欠
乏
を
感
じ
な
い
自
分
を
憎
ん
で
い
た
。
愛
す
る
こ
と
を
愛
し
な
が
ら
、
愛
す
べ
き
も
の
を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
安
全
さ

（securitas

）
を
憎
ん
で
い
た
」（『
告
白
』III, 1, 1

）。

十
七
歳
の
青
年
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ア
フ
リ
カ
第
一
の
都
会
カ
ル
タ
ゴ
に
や
っ
て
き
て
、
青
春
の
息
吹
に
触
れ
、
愛
の
芽
生
え
を
経
験

し
た
そ
の
時
の
分
析
で
す
が
、「
私
は
未
だ
愛
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
愛
す
る
こ
と
を
愛
し
て
い
た
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
ル
ー
ジ
ュ

モ
ン
は
深
い
意
味
を
認
め
ま
す
。
つ
ま
り
未
だ
具
体
的
な
恋
人
を
愛
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
愛
す
る
こ
と
を
愛
し
て
い
た
、
つ
ま

り
素
敵
な
恋
愛
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
を
成
就
し
て
く
れ
る
素
敵
な
「
恋
人
」
を
探
し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。

ル
ー
ジ
ュ
モ
ン
は
、
具
体
的
な
現
実
の
個
人
を
超
え
て
理
想
的
な
「
恋
愛
」
そ
の
も
の
へ
ど
こ
ま
で
も
高
ま
っ
て
ゆ
く
感
情
こ
そ
『
ト
リ
ス

タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
』
全
般
に
流
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
現
実
の
あ
る
が
ま
ま
の
個
人
は
無
視
さ
れ
る
と
言
い
ま
す
。「
二
人
は
燃

え
る
た
め
に
相
手
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
現
実
の
あ
る
が
ま
ま
の
相
手
で
は
な
く
、
ま
た
目
の
前
に
い
る
相
手
で
は
な
い
。
そ
れ
は

む
し
ろ
不
在
の
相
手
で
あ
る
」（
同
、
七
三
頁
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
恋
愛
思
想
は
、
そ
の
萌
芽
を
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
の
う
ち
に
も

つ
と
言
え
ま
す
。「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ズ
ー
（
イ
ゾ
ル
デ
）
が
相
思
の
仲
で
な
い
こ
と
は
、
二
人
の
口
か
ら
も
聞
か
れ
た
し
、
す
べ
て
が
そ

れ
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
彼
ら
が
愛
し
て
い
る
の
は
恋
愛
で
あ
り
、
愛
す
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
」（
同
、
七
三
頁
）。
そ
し
て
こ

の
考
え
は
、
三
島
の
虚
構
の
美
に
ま
で
至
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
愛
を
愛
す
る
と
い
う
愛
、
意
志
の
構
造
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
た
ま
た
ま
こ
の
自
ら
の
青
春
の
経
験
の
叙
述
に
お
い
て
見
出

し
た
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
愛
の
二
重
構
造
と
で
も
い
う
も
の
を
、
神
の
似
像
と
し
て
の
人
間
精
神
の

根
本
構
造
と
し
て
取
り
出
し
て
い
ま
す
。
人
間
の
精
神
の
三
一
的
構
造
の
最
初
の
分
析
は
、
愛
す
る
主
体
、
愛
の
対
象
と
、
愛
の
対
象
と
は

異
な
る
「
愛
」
そ
の
も
の
の
三
つ
の
も
の
の
分
析
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

「
何
を
愛
し
て
い
る
か
、
私
は
知
ら
な
い
な
ど
と
誰
も
言
わ
な
い
で
欲
し
い
。
兄
弟
を
愛
す
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
人
は
同
時
に
愛
を

も
愛
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
人
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
兄
弟
を
愛
す
る
愛
を
、
人
が
愛
し
て
い
る
兄
弟
以
上
に
よ
く
知
っ
て
い
る
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の
で
あ
る
」（『
三
一
神
論
』V

III, 8, 12

）。
愛
の
対
象
と
同
時
に
「
愛
」
そ
の
も
の
を
人
間
は
愛
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
し
か
も
愛
の

対
象
は
、
実
は
人
が
良
く
は
知
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
が
人
間
で
あ
る
場
合
に
は
、「
他
者
」
と
し
て
一
層
「
知
ら
れ
な
い
側
面
」

を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
愛
の
対
象
よ
り
も
、「
愛
」、
自
ら
が
そ
れ
で
も
っ
て
対
象
を
愛
す
る

「
愛
」
は
自
分
に
と
っ
て
承
知
の
も
の
で
あ
り
、
一
層
間
近
に
あ
り
、
ま
さ
に
自
己
自
身
で
す
。
こ
こ
ま
で
で
す
と
こ
の
「
愛
」
は
自
己
の

内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
デ
カ
ダ
ン
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、「
自
己
陶
酔
」
や
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
確
か

に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
古
代
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
が
終
焉
を
迎
え
る
古
代
末
期
を
生
き
た
人
で
す
。
こ
の
文
化
が
最
早
新
た
な
創
造
的
な

も
の
を
生
み
出
し
え
ず
、
壮
麗
な
古
典
形
式
を
謹
厳
に
繰
り
返
す
し
か
な
い
苦
悶
の
う
ち
に
、
倦
怠
と
デ
カ
ダ
ン
ス
を
孕
ん
で
い
た
中
を
生

き
た
人
で
す
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
は
、
こ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
雰
囲
気
の
中
か
ら
こ
れ
に
抗
し
、
新
た
な
宗
教
的
転
回
を
遂
行

し
た
人
で
し
た
。

そ
の
意
味
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
近
代
的
デ
カ
ダ
ン
ス
と
共
通
の
も
の
を
も
ち
つ
つ
も
、
彼
に
お
い
て
は
こ
の
「
愛
へ
の
愛
」
は
違
っ

た
も
の
で
す
。
単
に
自
ら
の
愛
へ
陶
酔
し
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
ら
の
愛
を
越
え
て
、
愛
の
原
型
、
源
泉
と
し
て

の
神
へ
至
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
「
神
は
愛
で
あ
る
」
か
ら
で
す
。
愛
へ
の
愛
が
、
自
己
陶
酔
に
陥
ら
ず
、
自
己
超
越
の
構
造
を
も
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
の
特
徴
で
す
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
魂
と
し
て
の
「
内
」
で
す
。
そ
れ
は
明
確
な
自
己
の
自
覚
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
デ
カ
ル
ト
に
も
通
じ
る cogito 

の
自
覚
を
も
っ
て
い
ま
す
。「
外
に
行
く
な
、
汝
自
身
の
内
に
帰
れ
。
内
的
人
間
の
内
に
真
理
は
宿
る
。

そ
し
て
も
し
汝
の
本
性
が
う
つ
ろ
い
易
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
な
ら
、
汝
自
身
を
も
超
越
せ
よ
」（『
真
の
宗
教
に
つ
い
て
（D

e 

vera religione

）』IIIIX
, 72

。
傍
線
筆
者
）。

し
か
し
こ
の
神
へ
の
超
越
は
単
な
る
外
へ
の
超
越
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
深
い
「
内
」
が
あ
り
、
こ
の
自
己
の
内
な
る
「
他
な
る

も
の
」
へ
と
人
間
は
、
自
ら
を
越
え
て
出
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
へ
の
超
越
を
支
え
て
い
る
の
は
、
神
は
、
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我
々
以
上
に
「
内
」
に
在
す
と
の
根
源
的
な
宗
教
的
洞
察
で
す
。

「
し
か
し
あ
な
た
は
、
私
の
最
も
内
な
る
と
こ
ろ
よ
り
も
も
っ
と
内
に
居
ま
し
て
（interior intim

o m
eo

）、
私
の
最
も
高
き
と
こ
ろ
よ

り
も
っ
と
高
き
に
お
ら
れ
ま
す
」（『
告
白
』III, 6, 11

。
傍
線
筆
者
）。

恋
愛
至
上
主
義
の
デ
カ
ダ
ン
ス
に
通
じ
る
「
愛
へ
の
愛
」
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
愛
へ
の
愛
」
は
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
前

者
が
全
て
を
自
己
陶
酔
的
愛
の
う
ち
に
溶
解
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
明
確
に
愛
す
る
主
体
と
し
て
の
自
己
の

自
覚
を
も
ち
続
け
ま
す
。
そ
し
て
自
ら
の
過
ぎ
去
り
に
お
い
て
、
こ
れ
を
被
造
物
の
徴
と
し
て
受
け
と
め
、
過
ぎ
去
ら
な
い
創
造
者
へ
と
自

ら
を
超
越
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
自
由
意
志
を
創
造
者
の
人
間
に
対
す
る
最
大
の
贈
り
物
と
見
な
し
て
、
自
由
意
志
に
よ
る
決
断
が
拭
い

難
い
過
誤
と
罪
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
の
罪
の
現
実
を
ま
さ
に
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
と
し
て
受
け

入
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
に
お
い
て
私
た
ち
に
迫
り
く
る
、「
他
な
る
」
神
に
真
向
か
う
べ
き
こ
と
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
深
く
諭
し
ま

す
。こ

の
自
己
の
内
に
お
い
て
自
ら
を
越
え
た
「
他
な
る
も
の
」
と
し
て
の
神
に
出
会
い
、
晒
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
き
わ
ど
く
二
つ

の
「
愛
へ
の
愛
」
を
分
け
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
代
と
い
う
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
の
価
値
観
が
揺
ら
ぐ
な
か
、
人
々
は
荒
涼
と
し

た
精
神
の
荒
野
に
喘
ぎ
な
が
ら
、
こ
の
干
か
ら
び
た
地
に
お
い
て
、
最
後
の
逃
れ
場
と
し
て
、「
美
に
よ
る
救
済
」
を
本
能
的
に
求
め
て
い

る
と
言
え
ま
す
。
三
島
は
そ
の
よ
う
な
人
々
に
幻
の
糧
と
水
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
醒
め
た
眼
差
し
」
に
よ
っ
て
「
愛
の
愛
」

の
別
の
形
が
あ
る
こ
と
を
見
極
め
、
示
す
こ
と
が
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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注

（
1
） 

三
島
由
紀
夫
『
三
熊
野
詣
』
新
潮
社
、
一
九
六
五
年
。

（
2
） 『
哲
学
的
断
片
へ
の
結
び
と
し
て
の
非
学
問
的
後
書
き
（
中
）』
杉
山
好
他
訳
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
集
第
8
巻
、
白
水
社
、
一
九
六
九
年
、

二
四
一
頁
以
下
。

（
3
） 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
有
と
時
』
辻
村
公
一
訳
、
世
界
の
大
思
想
28 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
七
年
、
六
一
頁
。

（
4
） 

三
島
由
紀
夫
「
裸
体
と
衣
装
」、『
三
島
由
紀
夫
評
論
全
集
』
第
二
巻
、
新
潮
社
、
一
九
八
九
年
。

（
5
） 

ド
ニ
・
ド
・
ル
ー
ジ
ュ
モ
ン
『
愛
に
つ
い
て
――
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
』（
上
・
下
）
鈴
木
健
郎
・
川
村
克
己
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
。


