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李
鍾
聲
（
イ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
）
の
終
末
論

）
1
（　

ナ
グ
ネ
（
洛
雲
海
）

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
韓
国
の
組
織
神
学
者
、
李イ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

鍾
聲
（
一
九
二
二
―
二
〇
一
一
）
の
著
作
『（
春チ
ュ
ン
ゲ溪
）
李
鍾
聲
著
作
全
集
』
第
13
巻
『종

말

론

〈終
末
論

〉（1

）』
と
第
14
巻
『종

말
론

〈終
末
論

〉（2

）』
に
表
れ
た
終
末
論
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。

李
鍾
聲
の
終
末
論
は
統
全
的
（holistic

）
か
つ
聖
書
的
（B

iblical

）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
李
鍾
聲
の
神
学
全
般
に
当
て
は
ま
る
が
、

そ
れ
は
終
末
論
の
内
容
と
方
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
李
鍾
聲
の
終
末
論
は
、
一
方
で
内
容
と
方
法
に
お
い
て
統
全
的
な

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
分
野
は
必
ず
し
も
神
学
に
限
ら
ず
、
哲
学
や
宗
教
学
あ
る
い
は
自
然
科
学
等
の
諸
分
野
ま
で
を
射

程
に
入
れ
た
広
大
な
領
域
に
わ
た
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
聖
書
を
正
典
と
し
て
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
議
論
を
展
開
す
る
上
で
の

評
価
基
準
あ
る
い
は
規
範
を
聖
書
に
置
く
と
い
う
点
は
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
李
鍾
聲
の
終
末
論

に
見
ら
れ
る
神
学
的
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
は
非
常
に
広
く
多
様
で
あ
り
、
聖
書
を
判
断
評
価
の
規
範
と
す
る
点
を
明
確
に
し
て
論
を
展
開
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
言
及
し
て
み
よ
う
。
李
鍾
聲
は
『종

말
론

〈終
末
論

〉（1

）』
の
序
文
で
、
次
の
よ
う
に



88

記
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
終
末
論
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
多
角
的
に
検
討
し
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
2
（

」。
そ
の
予
告
ど
お
り
、
本

著
の
取
り
扱
う
諸
問
題
や
題
材
は
非
常
に
広
範
か
つ
膨
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
彼
は
終
末
論
を
二
分
冊
と
し
て
著
し
た
が
、
そ
の
本
文
だ
け

も
第
1
巻
は
四
五
四
頁
、
第
2
巻
は
五
五
七
頁
、
合
わ
せ
て
一
〇
〇
〇
頁
を
超
え
る
大
部
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
）
3
（

。
そ
こ
で
の
言
及
内
容
は

非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
、
創
造
論
、
神
論
、
人
間
論
、
キ
リ
ス
ト
論
、
贖
罪
論
、
聖
霊
論
、
教
会
論
等
、
慣
例
上
は
終
末
論
と
は
独
立
し
た

組
織
神
学
の
各
部
門
に
ま
た
が
る
言
及
や
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
組
織
神
学
の
範
疇
を
超
え

て
、
歴
史
神
学
や
倫
理
学
）
4
（

な
ど
の
他
の
神
学
諸
科
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
哲
学
、
宗
教
（
学
）、
自
然
科
学
等
、

そ
の
射
程
は
神
学
以
外
の
諸
分
野
に
ま
で
ま
た
が
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
か
ら
し
て
、
本
終
末
論
は
、
単
に
組
織
神
学

の
一
部
門
と
し
て
の
終
末
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
あ
た
か
も
一
つ
の
「
神
学
概
論
」
な
い
し
は
、
よ
り
広
く
言

え
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
概
論
」
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
よ
う
な
側
面
が
あ
り
、
実
際
そ
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
終

末
論
に
取
り
組
む
読
者
は
、
終
末
論
を
主
題
と
し
た
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
教
神
学
全
般
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
広
く
ま

と
ま
っ
た
知
識
を
得
る
こ
と
と
な
り
、
学
際
的
な
思
索
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
著
で
扱
わ
れ
る
問
題
の
い
く
つ
か
を
具
体
的
に
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
己
と
し
て
の
「
我
」
に
関
す
る
問
題
か
ら
始
ま
り
、

宇
宙
、
地
球
、
人
間
、
自
意
識
、
自
我
、
神
、
死
、
国
家
、
神
の
国
、
共
同
体
、
歴
史
な
ら
び
に
歴
史
観
、
受
肉
（
成
肉
身
）、
時
間
、
空

間
な
ど
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
各
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
や
哲
学
者
、
あ
る
い
は

諸
宗
教
の
思
想
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
き
た
か
、
整
理
紹
介
し
た
上
で
検
討
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
検
討
範

囲
も
、
西
洋
思
想
に
限
ら
ず
、
東
洋
や
ア
フ
リ
カ
等
の
哲
学
思
想
や
宗
教
思
想
、
さ
ら
に
は
他
の
人
文
科
学
や
自
然
科
学
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
き
た
諸
見
解
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

李
鍾
聲
は
、
終
末
論
を
組
織
神
学
の
中
核
と
し
て
扱
う
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
大
多
数
の
神
学
者
は
終
末
論
を
組
織
神

学
の
最
終
章
に
位
置
づ
け
、
ま
る
で
終
末
論
が
組
織
神
学
や
イ
エ
ス
の
教
訓
に
お
い
て
は
些
末
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
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あ
る
が
、
そ
う
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
信
仰
生
活
や
神
学
の
本
質
的
特
徴
は
、
そ
の
す
べ
て
の
内
容
が
終
末
論
的
性
格
を
帯
び
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
な
く
て
は
、
信
仰
生
活
や
神
学
的
営
み
が
不
可
能
と
な
る
」（1: 16

））5
（

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
終
末
論
の
重
要
性
が
神
学
的
営
み
ば
か
り
か
信
仰
生
活
に
も
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に

信
仰
生
活
と
神
学
的
営
み
の
両
者
を
並
存
さ
せ
る
形
で
、
そ
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
李
鍾
聲
に
と
っ
て

終
末
論
は
、
神
学
の
み
な
ら
ず
信
仰
生
活
に
お
い
て
も
核
心
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
信
仰
生
活
や
神
学
的
営
み
が
」
と
い
う
順

序
で
両
者
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
著
は
ま
さ
に
「
敬
虔
と
学
問
（pietas et scientia

）」
を
ス
ク
ー
ル
モ
ッ
ト
ー
と
す
る

長
老
会
神
学
大
学
校
の
精
神
を
も
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
著
作
で
あ
り
、
そ
の
精
神
を
具
現
化
す
る
よ
う
な
著
作
と
な
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。

Ⅰ　

内
容
あ
る
い
は
そ
の
構
成
と
方
法

既
述
の
よ
う
に
、
本
書
は
二
巻
に
分
け
て
書
か
れ
た
。
第
1
巻
は
「
伝
統
的
終
末
論
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
こ

で
は
主
と
し
て
教
会
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
終
末
論
に
関
す
る
諸
議
論
が
紹
介
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。
他

方
、
第
2
巻
は
「
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
哲
学
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
神
学
議
論
は
も
と

よ
り
、
一
貫
し
て
「
歴
史
」
を
主
題
と
し
た
哲
学
的
議
論
が
キ
リ
ス
ト
教
的
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
李
鍾
聲
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
1
巻
は
「
伝
統
的
終
末
論
な
る
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
主
に
聖
書
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
、
神
学
に
お
い
て
研
究
さ
れ
、

あ
ら
ゆ
る
教
会
に
共
通
し
て
信
じ
ら
れ
て
き
た
世
の
終
末
と
個
人
の
死
後
に
関
す
る
内
容
を
、
伝
統
的
資
料
に
基
づ
い
て
」
取
り
上
げ
て
お

り
、
第
2
巻
は
「
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
哲
学
な
る
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
一
方
を
キ
リ
ス
ト
と
神
の
国
、
他
方
を
時
間
と
歴
史
と
い
う
よ
う
に
分
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け
て
、
両
者
の
躍
動
的
関
係
を
分
析
し
、
さ
ら
に
歴
史
の
方
向
と
目
的
と
を
探
求
」
し
て
、
そ
れ
が
「
伝
統
的
に
信
じ
ら
れ
教
え
ら
れ
て
き

た
終
末
論
と
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
か
を
追
求
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（1: 16

―17

）。

本
終
末
論
の
方
法
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
李
鍾
聲
が
そ
の
方
法
的
土
台
を
聖
書
の
教
え
と
教
会
の
伝
統
的
教
え
だ
け
で

な
く
、「
わ
れ
わ
れ
の
体
験
」
を
も
土
台
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
死
後
の
生
に
つ
い
て
、
李
鍾
聲
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
わ

れ
わ
れ
は
死
後
の
生
を
否
定
し
た
り
疑
っ
た
り
は
し
な
い
が
、
聖
書
の
教
え
や
教
会
の
伝
統
的
な
教
え
な
ら
び
に
わ
れ
わ
れ
の
体
験
を
土
台

と
し
て
、
こ
の
問
題
を
信
仰
的
に
、
神
学
的
に
、
科
学
的
に
、
論
理
的
に
、
そ
し
て
弁
証
法
的
に
論
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」（1: 

15

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
法
や
研
究
態
度
は
、
死
後
の
生
を
論
究
す
る
際
に
と
ど
ま
ら
ず
、
李
鍾
聲
の
終
末
論
の
全
体
に
該
当
す
る

の
で
あ
る
。
ま
た
論
述
の
方
法
的
特
徴
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
問
い
あ
る
い
は
項
目
を
設
定
し
た
際
、
そ
れ
に
対
す

る
答
え
と
し
て
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
を
列
挙
し
、
最
後
に
聖
書
で
は
ど
う
記
さ
れ
て
い
る
か
を
確

認
し
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
の
答
え
の
根
拠
と
す
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

李
鍾
聲
は
、
自
ら
企
て
た
終
末
論
の
内
容
構
成
が
、
こ
れ
ま
で
の
西
洋
の
神
学
者
た
ち
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

て
い
た
。
彼
自
ら
「
こ
の
よ
う
な
内
容
構
成
は
、
今
に
至
る
ま
で
西
洋
の
神
学
者
た
ち
が
扱
っ
て
き
た
方
法
と
は
大
き
く
異
な
る
」（1: 17

）

と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
こ
の
終
末
論
の
内
容
構
成
に
お
い
て
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
色
を
出
そ
う
と
し
た
。
で

は
、
そ
の
構
成
と
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
以
下
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
内
容
を
構
成
に
沿
っ
て
具
体
的
に
追
っ
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、

わ
れ
わ
れ
は
神
学
的
関
心
か
ら
李
鍾
聲
の
終
末
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
、
第
2
巻
よ
り
は
第
1
巻
を
重
点
的
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。
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第
1
巻　
伝
統
的
終
末
論

第
1
部　
時
空
の
中
に
存
在
す
る
我

李
鍾
聲
が
終
末
論
に
お
い
て
最
初
に
問
題
と
す
る
の
は
、「
我
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
も
「
時
空
の
中
に
存
在
す
る
我
」
で
あ

る
。
李
鍾
聲
は
こ
の
「
我
」
と
い
う
実
存
的
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
、
終
末
論
の
第
1
部
を
書
き
始
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
終
末
と
い
う
問

題
が
、
彼
に
と
っ
て
は
「
我
」
と
切
り
離
せ
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
「
我
」
の
問
題
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
人
間
の
究
極
的
問

題
と
し
て
の
死
」（1: 80

）
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
我
」
の
問
題
に
入
る
た
め
に
、
李
鍾
聲
は
ま
ず

宇
宙
に
関
す
る
考
察
か
ら
始
め
、
そ
の
宇
宙
の
中
に
あ
る
地
球
に
つ
い
て
の
問
題
を
考
察
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
間
が
い
る
と
こ
ろ
は
地

球
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
球
は
宇
宙
の
中
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
「
我
」
を
論
究
す
る
た
め
に
は
、
宇
宙
の
中
に
存

在
す
る
地
球
な
ら
び
に
そ
の
地
球
の
中
に
存
在
す
る
人
間
に
つ
い
て
の
問
題
が
重
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宇
宙
環
境
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
り
、
時
間
と
空
間
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
制
約
さ
れ
た
条
件
下
に
生
き
る
べ
き
人
間
は
い
か
な
る
存
在
で

あ
る
の
か
を
問
題
と
し
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
考
察
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（1: 24

）。
李
鍾
聲
は
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
を
、
自
意
識
を
持
つ
「
我
」

に
関
す
る
諸
問
題
、
す
な
わ
ち
私
は
何
者
な
の
か
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
に
行
く
の
か
、
な
ぜ
私
は
存
在
す
る
の
か
、
何
が
私
を
つ
く
る
の

か
、
と
い
っ
た
諸
問
題
と
結
び
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
問
題
に
基
づ
い
て
、
李
鍾
聲
は
人
間
を
「
問
う
存
在
」
と
規
定
し
、

人
間
存
在
と
実
存
、
人
間
の
生
と
そ
の
属
す
る
共
同
体
、
社
会
、
さ
ら
に
そ
の
社
会
の
属
す
る
時
間
と
歴
史
、
そ
し
て
永
遠
の
問
題
へ
と

入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
第
1
部
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
李
鍾
聲
の
主
張
の
い
く
つ
か
を
整
理
し
列
挙
し
て
み
よ
う
。
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＊
被
造
世
界
：
李
鍾
聲
は
現
代
科
学
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
被
造
世
界
に
関
す
る
諸
事
実
を
認
め
る
（1: 28

）。

＊
人
間
の
実
態
：
無
限
に
続
く
時
間
的
連
続
と
測
量
不
可
能
な
空
間
的
広
が
り
の
中
で
、
わ
ず
か
七
〇
〜
八
〇
年
の
時
間
と
一
坪

余
り
の
空
間
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
宇
宙
や
永
遠
の
こ
と
等
を
云
々
し
な
が
ら
偉
そ
う
に
生
き
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
る
（1: 

30
）。

＊
人
間
の
全
人
性
：
人
間
は
肉
体
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
霊
的
存
在
で
あ
り
、
精
神
的
存
在
で
も
あ
る
（1: 33

）。

＊
霊
界
：
霊
界
と
い
う
も
の
は
明
瞭
な
仕
方
で
認
識
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
実
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
（1: 

34

）。

＊
地
球
：
人
が
住
む
こ
と
の
で
き
る
場
所
は
地
球
し
か
な
い
。
そ
こ
は
人
間
が
生
ま
れ
、
活
動
し
、
死
ん
で
埋
葬
さ
れ
る
唯
一
の

土
地
で
あ
る
（1: 36

）。

＊
戦
い
：
地
球
に
お
い
て
は
、
弱
肉
強
食
あ
る
い
は
適
者
生
存
と
い
っ
た
現
象
が
道
徳
的
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
（1: 40

）、
自
然
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
地
球
上
の
生
物
界
に
闘
争
が
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
（1: 41

）。

し
た
が
っ
て
、
戦
い
は
自
ら
を
保
護
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
武
器
で
あ
っ
て
（1: 41

）、
い
ず
れ
に
せ
よ
戦
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
闘
争
に
は
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（1: 42

）。

＊
原
歴
史
：
人
類
の
歴
史
は
、
初
め
か
ら
反
神
的
行
動
や
ね
た
み
、
欲
、
そ
し
て
「
エ
ロ
ス
」
に
基
づ
く
動
機
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
あ
り
、
ま
た
自
己
正
当
化
の
偽
り
、
呪
い
、
刑
罰
、
殺
人
、
そ
し
て
苦
痛
と
い
う
く
び
き
を
負
う
歴
史
か
ら
始
ま
っ
た
の
で

あ
る
（1: 45

―46

）。

＊
人
間
の
存
在
理
由
：
人
間
が
生
き
る
の
は
自
己
の
た
め
、
親
の
た
め
、
国
の
た
め
、
人
類
の
た
め
、
神
に
栄
光
を
帰
す
た
め
と

い
う
よ
う
に
多
様
な
見
解
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
が
悪
く
正
し
い
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
（1: 64

）。

＊
我
を
我
と
す
る
も
の
：
我
を
我
と
す
る
も
の
は
、
創
造
主
な
る
神
し
か
い
な
い
（1: 65
―66

）。
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＊
宇
宙
村
共
同
体
：
共
同
体
的
生
を
営
む
人
間
が
、
そ
の
共
同
体
概
念
を
（
地
球
村
と
い
う
概
念
を
超
え
て
）
宇
宙
村
に
ま
で
発

展
さ
せ
る
日
も
そ
う
遠
く
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
（1: 76

）。

＊
愛
の
倫
理
：
わ
れ
わ
れ
が
追
求
し
支
持
す
る
倫
理
は
、
神
の
国
を
中
心
と
し
、
キ
リ
ス
ト
中
心
的
な
も
の
で
、
利
他
主
義
に
基

づ
き
、
価
値
創
造
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
倫
理
は
愛
（agape

）
の
倫
理
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
（1: 1: 79

）。

＊
信
仰
と
歴
史
：
信
仰
と
歴
史
と
を
分
け
離
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
共
に
、
現
在
を
終
末
の
光
に
お
い
て
理
解
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
現
在
に
関
す
る
深
い
神
学
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（1: 83

）。

第
2
部　
個
人
の
終
末

こ
こ
で
は
、
個
人
の
終
末
が
伝
統
的
な
方
法
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
と
し
て
の
人
間
の
死
と
、
そ
の
死
後
に
起
こ
る

こ
と
、
天
国
と
地
獄
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
最
後
の
審
判
あ
る
い
は
イ
エ
ス
の
再
臨
は
い
つ
の
こ
と

か
、
そ
の
時
、
生
き
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
と
死
者
は
ど
う
な
る
の
か
、
そ
し
て
救
い
に
与
る
信
者
は
ど
の
よ
う
な
祝
福
を
受
け
る
の
か
、
等

に
関
す
る
諸
問
題
を
扱
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
（1: 87
）。

李
鍾
聲
は
ま
ず
、
死
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
始
め
る
。
し
か
し
、
彼
は
正
直
に
も
、
人
間
は
「
い
ま
だ
こ
の
問
い
に
対
す
る
明

確
な
答
え
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
も
や
は
り
こ
の
問
い
に
対
し
て
す
っ
き
り
し
た
答
え
が
得
ら
れ
る
と
い

う
自
信
や
保
証
は
な
い
」
と
告
白
す
る
（1: 88

）。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
を
は
じ
め
と
し
、
キ
ュ
ン
ク
（H

. K
üng

）、
ム
ー
デ
ィ
ー
（R

. 

A
. M

oody

）、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
孔
子
、
釈
迦
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（A

. Schopenhauer

）、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
学
派
、
ハ
イ
ム
（G

. 

H
eym

）
等
の
死
に
対
す
る
見
解
を
紹
介
し
、
最
後
に
死
と
生
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
現
実
を
主
張
す
る
。
そ
の
上
で
、
生
と
死

の
両
者
は
弁
証
法
的
関
係
を
持
ち
つ
つ
、
新
し
い
こ
と
の
創
造
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
が
最
も
明
確
な
世
界
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
と
結

論
づ
け
る
。
李
鍾
聲
は
そ
の
理
由
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
置
く
（1: 93

）。
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次
に
、
死
の
原
因
と
死
の
意
義
、
そ
し
て
死
の
向
こ
う
側
に
関
す
る
諸
見
解
に
触
れ
、
特
に
「
霊
魂
不
滅
」
の
問
題
へ
と
入
っ
て
い
く
。

そ
の
際
、
李
鍾
聲
は
ク
ル
マ
ン
（O

. C
ullm

ann

）
の
見
解
を
特
に
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
と
対
決
す
る
仕
方
で
議
論
を
進
め
て
い
く
（1: 112

―126
）。
周
知
の
よ
う
に
、
ク
ル
マ
ン
は
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
一
つ
の
最
大
の
誤
解
」
が
霊
魂
不
滅
説
に
あ
る
と
し
、
霊
魂
不
滅
説
を

否
定
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
李
鍾
聲
は
こ
れ
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
、
む
し
ろ
ベ
ル
コ
フ
（L. B

erkhof

）
に
な
ら
っ
て
、
霊
魂
の
永
存
を

信
じ
る
立
場
に
立
つ
、
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
注
意
し
て
議
論
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
李
鍾
聲
の
立
場

は
曖
昧
な
も
の
に
思
わ
れ
始
め
る
。
彼
自
身
は
、
次
の
よ
う
な
微
妙
な
記
述
を
も
っ
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
究
を
終
え
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
「
得
た
確
信
は
、
一
部
の
唯
物
論
者
や
合
理
主
義
者
た
ち
は
霊
魂
の
不
滅
を
否
認
す
る
に

せ
よ
、
大
多
数
の
神
学
者
は
む
し
ろ
こ
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
聖
書
な
ら
び
に
大
方
の
信
条
も
こ
れ
を
教
え
て
い
る
こ
と
を
発
見
し

た
」（1: 125

―126

）
と
書
い
て
締
め
く
く
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
微
妙
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
の
得
た
「
確
信
」
は
、「
霊

魂
不
滅
の
肯
定
」
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
多
数
の
神
学
者
や
聖
書
・
信
条
が
霊
魂
不
滅
を
認
め
、
教
え
て
い
る
こ
と
を
「
発
見
し
た
」

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
李
鍾
聲
が
聖
書
的
終
末
論
の
構
築
を
標
榜
す
る
神
学
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
「
聖
書

…
…
も
こ
れ
を
教
え
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
、
彼
も
霊
魂
不
滅
を
認
め
る
立
場
に
あ
る
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
霊
魂
不
滅
説
を
支
持
し
な
い
筆
者
と
し
て
は
、
な
お
李
鍾
聲
の
立
場
に
曖
昧
さ
が
残
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
、

む
し
ろ
希
望
を
見
出
し
た
く
思
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
経
た
後
、
李
鍾
聲
は
霊
魂
に
関
す
る
問
題
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
で
、
人
間
そ
れ
自
体
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ

で
は
古
代
宗
教
、
ギ
リ
シ
ャ
人
、
中
国
人
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
の
霊
魂
観
が
整
理
さ
れ
、
そ
の
後
、
主
と
し
て
ベ
ル
コ
フ
に
沿
う
仕
方
で

聖
書
に
示
さ
れ
て
い
る
霊
魂
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
李
鍾
聲
は
、
霊
魂
の
根
源
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
先
在
説
と
遺
伝
説
そ
れ
に
創
造
説

を
採
り
上
げ
、
次
に
霊
魂
の
形
体
（본

체

―
本
体
）
と
し
て
「
プ
シ
ュ
ケ
ー
―
ネ
フ
ェ
シ
ュ
」
と
「
プ
ニ
ュ
ー
マ
―
ル
ー
ア
ハ
」
に
つ
い
て

考
察
し
た
上
で
、
人
間
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
。
す
な
わ
ち
、「
人
は
一
つ
の
体
を
持
つ
（have

）
と
か
、
一
つ
の
霊
魂
を
持
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つ
と
か
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
人
は
心
体
（soul-body

）
で
あ
る
（is

）
と
表
現
す
べ
き
」
も
の
で
あ
り
、「
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
人

と
い
う
一
存
在
が
肉
体
的
な
死
を
も
っ
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
死
と
い
う
形
態
を
持
つ
別
の
形
態
存
在
の
中
へ
と
入
り
行
く
の
だ
と
す
る

（B
onhoeffer

）
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
理
解
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
」（1: 149

）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
人
間
を
全
人

的
か
つ
統
全
的
に
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
同
様
の
人
間
理
解
を
示
す
ク
リ
ン
ガ
ー
（E

. K
linger

）
の
言
葉
を
も
っ
て
こ
れ
を

補
完
す
る
。「
肉
体
と
精
神
は
、
体
と
霊
魂
と
共
に
い
つ
で
も
人
間
全
体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」（1: 150

）。
要
す
る
に
、
人
間
は
肉
体

―
か
ら
だ
―
霊
魂
―
精
神
と
い
う
図
式
に
よ
り
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
鍾
聲
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
ら
四
つ
の
要
素
は
、
別
々
に

分
け
離
し
て
個
別
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
総
体
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（1: 150

）
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
第
2
部
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
李
鍾
聲
の
重
要
な
主
張
の
い
く
つ
か
を
整
理
し
列
挙
し
て
み
よ
う
。

＊
死
の
意
義
：
死
は
、
①
生
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
あ
る
生
の
始
ま
り
で
あ
り
（E

. B
runner

）、
②
信
徒
た

ち
に
と
っ
て
は
義
の
冠
を
受
け
る
瞬
間
で
あ
っ
て
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
戦
い
が
終
わ
る
日
で
あ
り
（L. B

erkhof

）、
③
信
仰

生
活
に
対
し
て
は
最
も
困
難
な
試
み
で
あ
り
、
そ
の
試
み
に
耐
え
た
人
に
は
勝
利
の
確
信
が
与
え
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
り
（L. 

B
erkhof

）、
④
聖
化
を
志
す
生
活
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
時
か
ら
は
平
安
な
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
（J. C

alvin

）、

⑤
「
古
い
自
分
」
に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
死
が
終
わ
り
、
新
し
い
生
を
始
め
る
出
来
事
で
あ
り
（M

. Luther

）、
⑥
神
に

お
会
い
す
る
準
備
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
（H

. Schw
arz

）、
⑦
地
上
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
生
に
対
す
る
神
の
否

定
（no

）
で
あ
り
（
ガ
ラ
テ
ヤ
書
6
：
14
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
3
：
3
、
Ⅰ
ペ
ト
ロ
4
：
7
、
1
：
14
―
15
）、
⑧
約
束
さ
れ

た
恩
寵
と
生
の
最
終
的
成
就
で
あ
り
（
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
33
：
11
）、
⑨
生
の
一
現
象
で
あ
り
、
こ
ち
ら
側
に
お
け
る
生
の
一

側
面
で
あ
り
、
時
間
の
中
で
直
面
す
る
終
末
に
つ
い
て
の
反
応
で
あ
り
（N

. B
erdyaev

）、
⑩
永
遠
に
至
る
門
で
あ
り
（N

. 

B
erdyaev

）、
⑪
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
二
重
の
意
味
、
す
な
わ
ち
神
が
キ
リ
ス
ト
の
死
を
も
っ
て
人
間
の
死
を
破
壊
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し
て
く
だ
さ
っ
た
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
を
罪
か
ら
解
き
放
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
あ
り
（N

. B
erdyaev

）、
⑫
も
っ
と
も

悪
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
美
し
い
こ
と
で
も
あ
り
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
も
あ
る
（N

. B
erdyaev

）。
こ
れ
ら
の
諸
見
解
を
李

鍾
聲
は
支
持
す
る
（1: 102

―106

）。

＊
総
体
的
・
統
全
的
人
間
観
：
旧
約
聖
書
な
ら
び
に
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
人
間
を
二
元
論
的
に
考
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
一
つ
の
総
体
的

存
在
と
し
て
考
え
た
。
ま
た
、
人
間
の
救
い
も
全
体
的
な
救
い
な
の
で
あ
っ
て
、
霊
魂
の
救
い
だ
け
を
も
っ
て
救
い
と
い
う
の

で
は
な
い
（1: 190
）。

＊
キ
リ
ス
ト
教
と
勧
善
懲
悪
：
勧
善
懲
悪
の
大
原
則
が
最
も
明
確
に
表
出
さ
れ
、
そ
の
原
則
の
上
に
組
織
さ
れ
た
の
が
キ
リ
ス
ト

教
と
言
え
る
（1: 201
―202
）。

＊
神
の
国
の
完
成
と
終
末
：
神
は
キ
リ
ス
ト
を
世
に
お
送
り
に
な
っ
て
、
神
の
国
建
設
を
始
め
ら
れ
、
そ
の
国
（
神
の
国
あ
る
い

は
天
国
）
は
今
現
在
拡
散
し
つ
つ
あ
り
、
完
成
に
向
け
て
成
長
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
完
成
す
る
時
を
終
末
と
呼
ぶ
の
で
あ
る

（1: 202

）。

＊
聖
書
的
終
末
論
：
い
わ
ゆ
る
継
続
的
〈
徹
底
的
〉
終
末
論
（A

. Schw
eitzer

）
か
、
実
現
し
た
終
末
論
か
（C

. H
. D

odd

）
に

関
す
る
論
争
を
も
っ
て
、
互
い
に
相
反
す
る
解
釈
を
す
る
こ
と
は
聖
書
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
原
歴
史
の
中
で
神

の
国
が
始
ま
り
、
漸
進
的
に
歴
史
の
終
末
点
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
と
い
う
歴
史
的
終
末
論
が
聖
書
的
な
教
え
で
あ
る
（1: 

207

）。

＊
天
国
：
李
鍾
聲
は
、
天
国
に
関
す
る
深
い
研
究
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
天
国
に
つ
い
て
具
体
的
か

つ
組
織
的
に
こ
れ
を
概
念
化
す
る
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
李
鍾
聲

は
終
末
論
で
扱
う
べ
き
一
つ
の
課
題
と
し
て
、「
天
国
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と

強
調
し
、
こ
れ
を
後
の
課
題
と
し
た
（1: 212

―213

）。
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＊
地
獄
：
地
獄
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
、
ど
の
信
仰
告
白
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
地

獄
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
に
も
宗
教
的
先
入
観
や
神
話
的
幻
想
に
依
拠
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
を
詳
し
く
説
明

す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
に
よ
る
説
明
も
詳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
以
上
説
明
す
る
こ
と

に
な
れ
ば
、
人
の
考
え
が
そ
こ
に
注
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
う
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
危
険
で
あ
っ
て
、
聖
書
の
教
え
に
反

す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
（1: 216

）。

＊
煉
獄
：
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
神
学
的
見
地
か
ら
す
る
と
、
煉
獄
説
は
根
源
的
に
は
原
始
宗
教
の
素
朴
な
来
世
観
か
ら
来
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
ロ
ー
マ
教
会
が
信
徒
を
統
制
す
る
た
め
に
作
り
出
し
た
支
配
者
的
作
品
で
あ
る
（1: 221

）。
結

局
の
と
こ
ろ
、
煉
獄
説
は
非
聖
書
的
で
非
神
学
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（1: 275

）。

＊
再
臨
：
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
の
再
臨
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
再
臨
の
時
期
は
明
確
で
な
く
、
時
間
に
対
す

る
イ
エ
ス
の
推
測
に
は
錯
誤
が
あ
っ
た
。
た
と
え
イ
エ
ス
の
再
臨
が
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
信
仰
に
お
け
る
現
在

は
、
再
臨
さ
れ
る
イ
エ
ス
の
未
来
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
現
在
な
の
で
あ
る
（1: 233

）。

＊
死
者
の
復
活
：
聖
書
は
明
ら
か
に
死
者
の
復
活
を
教
え
て
い
る
。
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
姿
で
人
は
復
活
す
る
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
多
く
の
不
明
な
点
が
あ
る
が
、
イ
エ
ス
は
実
際
の
蘇
生
と
い
う
出
来
事
と
自
ら
の
復
活
を
通
し
て
、
復
活
を
証
明

さ
れ
た
の
で
あ
る
（1: 242

）。
こ
こ
に
も
李
鍾
聲
の
強
い
聖
書
主
義
的
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

＊
天
の
国
：
天
の
国
を
空
間
的
特
定
域
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、「
そ
の
場
」
は
現
世
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
体
験
す

る
い
か
な
る
問
題
も
存
在
し
な
い
「
場
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
そ
こ
で
は
時
間
の
支
配
も
受
け
な
い
の
で
あ
る
（1: 273

―

274

）。
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第
3
部　
宇
宙
的
終
末
論

こ
こ
で
は
、
一
個
人
の
死
で
は
な
く
、
人
類
の
歴
史
の
死
と
宇
宙
全
体
の
死
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
李
鍾
聲
は
、
ま
ず
主
と
し
て
神
学

的
宇
宙
観
を
取
り
上
げ
、
必
要
に
応
じ
て
哲
学
的
あ
る
い
は
宗
教
的
宇
宙
観
も
参
考
に
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
（1: 279

）。

終
末
論
に
対
す
る
李
鍾
聲
の
関
心
は
人
間
と
そ
の
霊
魂
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
人
間
の
居
住
空
間
と
し
て
の
地
球
に
も
と
ど
ま
ら
な

い
。
そ
れ
は
宇
宙
に
ま
で
広
が
る
。
そ
の
た
め
、
考
察
の
範
囲
は
宇
宙
の
起
源
に
始
ま
り
、
そ
の
死
（
終
末
）
に
ま
で
向
か
う
の
で
あ
る
。

李
鍾
聲
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
は
可
変
的
で
、
恐
る
べ
き
速
度
で
運
動
し
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
つ
の
日
か
停
止
す
る
時

が
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
こ
そ
が
宇
宙
の
終
末
な
の
で
あ
る
（1: 308

））6
（

。

終
末
論
に
対
す
る
李
鍾
聲
の
関
心
は
宇
宙
空
間
に
も
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
へ
と
向
か
う
。
果
た
し
て
歴
史
に
終
末
は
あ
る
の

か
。「
な
い
」
と
主
張
す
る
学
者
た
ち
は
多
い
も
の
の
）
7
（

、「
あ
る
」
と
主
張
す
る
学
者
た
ち
も
多
い
）
8
（

。
こ
う
し
た
現
実
を
踏
ま
え
て
、
李
鍾

聲
自
身
は
ク
ロ
ノ
ス
と
カ
イ
ロ
ス
を
め
ぐ
る
時
間
の
問
題
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。「
宇
宙
に
は
神
が
定
め
置
か
れ
た
終
末
的

『
カ
イ
ロ
ス
』
が
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
被
造
者
が
こ
れ
を
延
期
し
た
り
取
り
消
し
た
り
現
実
化
す
る
こ
と
を
も
っ
て
無
効
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
れ
は
聖
書
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
教
会
の
告
白
で
あ
り
、
論
理
的
帰
結
で
あ
り
、
実
存
的
体
験
な
の
で
あ
る
」（1: 

324

）。
歴
史
の
終
末
と
い
う
問
題
は
千
年
王
国
説
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
李
鍾
聲
は
こ
の
千
年
王
国
説
だ
け
で
一
一
四
頁
も

費
や
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
関
連
す
る
聖
書
箇
所
の
検
討
に
始
ま
り
、
千
年
王
国
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
、
そ

の
変
遷
史
、
英
国
や
米
国
を
主
と
し
た
千
年
王
国
運
動
史
、
ま
た
そ
れ
に
関
連
す
る
人
物
や
教
派
の
思
想
（Jonathan E

dw
ards, W

illiam
 

M
iller, 

モ
ル
モ
ン
教
や
エ
ホ
バ
の
証
人
等
）、
そ
し
て
千
年
王
国
説
の
種
類
等
の
紹
介
お
よ
び
そ
の
検
討
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
千
年
王

国
説
と
後
千
年
王
国
説
に
対
す
る
李
鍾
聲
の
見
解
に
の
み
注
目
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
前
千
年
、
後
千
年
、
無
千
年
と
諸
説
あ
る
千
年
王
国
説
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の
内
、
李
鍾
聲
は
ど
れ
か
一
つ
に
軍
配
を
上
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。「（
前
千
年
王
国
説
と
後
千
年
王
国
説
と
い
う
）
二
つ
の
解
釈
は
、
両
者

と
も
聖
書
の
教
え
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
解
釈
が
他
の
解
釈
よ
り
も
聖
書
的
に
よ
り
正
し
い

も
の
だ
と
は
言
え
な
い
」（1: 369

―370

））9
（

。
ま
た
、
彼
は
「
前
千
年
、
後
千
年
、
無
千
年
王
国
説
の
間
に
あ
る
相
違
は
、
根
本
的
な
も
の
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
」（1: 438

）
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
当
に
重
要
な
こ
と
は
、
結
局
は
い
か
な
る
千
年
王
国
説
で
あ
れ
、
そ
の

有
る
無
し
で
は
な
く
、
現
在
の
歴
史
と
終
末
後
の
人
間
あ
る
い
は
宇
宙
が
い
か
な
る
状
態
と
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
主
張
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
千
年
王
国
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
の
再
臨
前
に
あ
る
の
か
後
に
あ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
歴
史
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
そ
の
歴
史
に
終
末
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
法
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
超
自
然
的
な
、
神
の
働

き
に
よ
る
も
の
な
の
か
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
終
末
の
後
に
人
間
と
宇
宙
は
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
問
題
が
最
も
重
要
な

も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（1: 456
）

李
鍾
聲
は
、
千
年
王
国
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
究
明
し
よ
う
と
試
み
は
し
た
が
、
ど
の
説
が
正
し
く
、
ど
の
説
を
採
択
す
べ
き

か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
重
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
現
在
の
歴
史
お
よ
び
歴
史
の
終
末
の
要
因
、
ま
た
終
末
後
の
様

態
を
追
求
す
る
こ
と
の
方
に
よ
り
大
き
な
重
要
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
論
究
を
経
た
後
、
李
鍾
聲
は
第
1
巻
の
最
後
で
宇
宙
の
終
末
自
体
を
叙
述
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
李
鍾

聲
が
天
上
の
実
相
に
関
す
る
神
学
的
幻
想
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
李
鍾
聲
は
新
し
い
天
と
新
し
い
地
に
関
す
る
神
の
約
束
を
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
る
よ
う
な
信
仰
を
前
提
と
し
、
聖
書
に
基
づ
い
て
一
つ
の
神
学
的
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
を
紹
介
す
る
の
で
あ
る
（1: 

465

）。
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以
下
、
本
著
第
3
部
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
李
鍾
聲
の
重
要
な
主
張
の
い
く
つ
か
を
整
理
の
上
、
列
挙
し
て
み
よ
う
。

＊
中
間
時
と
再
臨
：
李
鍾
聲
は
ク
ル
マ
ン
に
基
づ
い
て
、「
す
で
に
」
終
末
的
状
況
が
実
現
し
た
時
間
と
「
未
だ
」
完
成
し
得
な

い
で
い
る
時
間
の
間
に
あ
る
「
中
間
時
」
と
し
て
の
現
在
的
生
の
重
要
性
を
強
調
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
誰
で

あ
ろ
う
と
、
こ
の
中
間
時
を
正
し
く
ま
っ
す
ぐ
全
的
に
生
き
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
イ
エ
ス
の
再
臨
を
迎
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
歴
史
の
終
わ
り
の
救
済
的
意
義
も
わ
か
ら
な
く
な
る
」（1: 335

）。

＊
宇
宙
の
起
源
：
宇
宙
の
起
源
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
正
当
な
る
説
は
神
学
的
起
源
説
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
は
偶
然
に
生
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、
絶
対
者
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
被
造
者
の
置
か
れ

た
制
限
性
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
（1: 465

）。

＊
行
動
し
給
う
神
：
聖
書
に
お
い
て
証
さ
れ
る
神
は
、
自
己
満
足
的
な
存
在
で
あ
っ
た
り
、
非
活
動
的
存
在
で
あ
っ
た
り
す
る
の

で
は
な
く
、
人
格
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
知
恵
と
義
と
愛
に
お
い
て
無
限
な
る
存
在
と
し
て
、
必
ず
や
行
動
し
給
う
神
な
の

で
あ
る
（1: 460

）。

＊
独
裁
者
の
神
：
神
は
唯
一
無
二
の
独
裁
者
で
は
あ
る
が
、
誰
も
対
抗
し
得
な
い
愛
と
慈
悲
と
い
つ
く
し
み
と
知
恵
が
豊
か
な
独

裁
者
で
あ
る
（1: 468

）。

＊
地
獄
：
す
べ
て
相
対
的
な
こ
と
は
「
地
獄
」
に
集
め
ら
れ
、
そ
こ
で
自
分
た
ち
が
行
っ
た
行
動
に
対
す
る
応
分
の
罰
を
受
け
る

の
で
あ
る
（1: 475

）。

＊
宇
宙
の
神
学
：
こ
れ
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
宇
宙
の
神
学
に
つ
い
て
深
く
真
剣
に
研
究
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ

し
、
著
者
は
「
宇
宙
宣
教
」
と
「
統
全
的
キ
リ
ス
ト
論
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
神
学
の
宇
宙
的
関
心
を
促
し
た
こ
と
は
あ

る
。
…
…
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
神
学
的
な
理
由
か
ら
こ
の
問
題
を
深
刻
に
研
究
す
べ
き
で
あ
る
。
聖
書
で
は
被
造
物
と
い
う
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言
葉
よ
り
も
「
万
物
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
よ
り
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
…
…
そ
の
た
め
、
一
つ
の
神
学
的
要
請
事
項
と
し

て
、
宇
宙
人
と
そ
の
実
際
に
対
す
る
神
学
な
り
の
研
究
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（1: 479

―480

）。

第
2
巻　
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
哲
学

こ
こ
か
ら
第
2
巻
に
入
る
。
こ
の
第
2
巻
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
哲
学
」
と
い
う
副
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
終
末
論
」
に
つ
い

て
の
神
学
的
論
究
を
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
歴
史
哲
学
的
観
点
か
ら
一
貫
し
て
「
歴
史
」
問
題
な
ら
び
に
終
末
運
動
等
に
関
す
る
「
歴

史
」
を
扱
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
李
鍾
聲
に
独
自
の
歴

史
観
で
あ
る
「
螺
旋
的
歴
史
観
」
を
重
点
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

第
4
部　
神
の
国
と
歴
史

第
4
部
の
主
題
は
「
神
の
国
と
歴
史
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
国
の
概
念
と
そ
の
形
成
、
そ
の
功
罪
、
そ
し
て
そ
の
没
落
に
つ

い
て
、
倫
理
的
視
点
か
ら
通
時
的
方
法
を
用
い
た
歴
史
的
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
と
い
う
新
概
念
を
キ
リ
ス
ト

教
神
学
に
導
入
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
会
論
か
ら
始
め
ら
れ
（2: 22ff.

）、
歴
史
上
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
国
が
キ
リ
ス
ト
の
名

の
も
と
に
犯
し
て
き
た
、
と
て
つ
も
な
い
罪
や
過
誤
が
指
摘
さ
れ
、
つ
い
に
は
キ
リ
ス
ト
教
国
が
没
落
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
理
由
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

李
鍾
聲
は
、
キ
リ
ス
ト
教
没
落
の
原
因
を
イ
ン
ゲ
（W

. R
. Inge

）
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
五
つ
に
ま
と
め
た
。
す
な
わ
ち
、
①
地
上

に
キ
リ
ス
ト
の
王
国
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
②
地
上
に
存
在
す
る
特
定
の
教
会
を
神
の
国
と
同
一
視
し
た
こ
と
、
③
旧
新
約
聖
書
を

神
の
言
葉
と
信
じ
た
結
果
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
暴
虐
な
行
為
ま
で
を
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
④
性
生
活
の
乱
れ
、
そ
し
て
最
後
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に
⑤
地
上
の
国
の
政
治
に
キ
リ
ス
ト
者
が
直
接
介
入
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
五
つ
で
あ
る
（2: 56

）。
李
鍾
聲
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
国

な
る
も
の
は
す
で
に
滅
亡
し
た
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
「
本
来
、
キ
リ
ス
ト
教
国
は
神
の
ご
意
志
と
目
的
と
を
地
上
に
正
確
か
つ
正
し
く
誠

実
に
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
（
教
会
）
の
誤
解
に
よ
り
、
神
の
経
綸
・
摂
理
に
合
わ
な
い
こ
と
を
キ
リ
ス

ト
教
国
が
引
き
起
こ
し
た
た
め
」
で
あ
る
と
す
る
（2: 56

―57

）。
李
鍾
聲
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
が
没
落
し
、
世
が
ポ
ス
ト
・
キ
リ
ス
ト
教

時
代
と
な
っ
た
転
換
点
を
一
九
四
五
年
と
見
な
し
、
そ
の
時
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
国
な
る
概
念
は
消
え
た
と
す
る
（2: 57

）。

次
に
李
鍾
聲
は
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
神
の
国
運
動
」
を
考
察
す
る
。
そ
の
記
述
は
、
ま
さ
に
一
七
世
紀
以
降
の
米
国
教
会
史
と
で
も
言

う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、「
地
上
に
神
の
国
を
建
設
せ
ん
と
す
る
意
欲
と
、
神
の
国
が
イ
エ
ス
の
再
臨
と
世
の
終
末
と
の
密
接
な
関
係
の
も

と
で
発
展
し
た
」（2: 58

）
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
神
の
国
の

地
上
形
態
と
し
て
教
会
が
建
設
し
よ
う
と
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
国
」
の
試
み
は
、
二
度
と
も
失
敗
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
李
鍾
聲
に
よ
れ

ば
、
一
度
目
の
試
み
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
約
五
百
年
に
わ
た
っ
て
「
万
能
の
権
勢
」
を
振
る
い
は
し
た

も
の
の
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
試
み
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
帝
国
主
義
的

植
民
地
政
策
の
採
択
を
も
っ
て
神
の
国
を
世
俗
化
さ
せ
、
国
際
的
犯
罪
の
主
導
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（2: 109

）。

続
い
て
、
現
代
神
学
に
お
け
る
神
の
国
論
争
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
李
鍾
聲
は
「
連
続
的
終
末
論
」（A

. Schw
eitzer

）、「
実
現
さ
れ

た
終
末
論
」（C

. H
. D

odd

）、「
実
存
論
的
終
末
論
」（J. A

. T. R
obinson, R

. B
ultm

ann, J. M
oltm

an

）
10
（n, R

. Shaull

）、「
救
済
史
的
終
末

論
」（O

. C
ulm

ann, W
. G

. K
üm

m
el

）、「
二
重
の
終
末
論
」（G

. E
. R

add

）
を
整
理
し
、
そ
の
特
徴
を
比
較
す
る
。
そ
し
て
、
結
論
的
に

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
学
者
た
ち
が
諸
側
面
・
諸
次
元
か
ら
神
の
国
を
解
釈
し
理
解
し
よ
う
と
は
し
た
も
の

の
、
神
の
国
は
未
だ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
解
き
明
か
し
が
た
い
神
秘
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
…
…
神
の
国
の
神
秘
は
、
こ
れ
を
い
っ
そ
う

よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
と
願
う
も
の
で
あ
る
」（2: 143

―144

）。
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第
5
部　
キ
リ
ス
ト
と
歴
史

こ
こ
で
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
と
人
間
と
し
て
の
生
と
を
共
に
果
た
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生
の
場
と
し
て
の

歴
史
と
具
体
的
に
は
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
か
、
と
い
う
問
題
を
中
心
に
記
述
さ
れ
る
。
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
李
鍾
聲
は
こ
こ
で
キ

リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
に
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
点
で
あ
る
（
以
上
、2: 147

））11
（

。
ま
ず
扱
わ
れ
る
の
は
、

イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
的
出
来
事
（
事
件
）
性
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
を
李
鍾
聲
は
救
い
の
出
来
事
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
し
、
永

遠
と
時
間
の
出
会
い
と
い
う
問
題
へ
と
入
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
論
述
さ
れ
る
の
は
、
時
間
と
永
遠
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
「
時
間
の
聖
化
」

と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
時
間
の
聖
化
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
こ
の
問

題
を
通
し
て
一
つ
の
警
笛
を
鳴
ら
す
。
教
会
は
「
キ
リ
ス
ト
が
聖
化
し
た
時
間
を
再
び
世
俗
化
し
た
。
教
会
や
神
学
は
も
う
こ
れ
以
上
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
」（2: 182
）
と
。
キ
リ
ス
ト
者
な
ら
肝
に
銘
じ
る
べ
き
一
言
で
あ
る
。

次
に
、
李
鍾
聲
は
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
散
」
と
い
う
主
題
に
よ
り
、
歴
史
の
中
に
起
こ
っ
た
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の

出
来
事
が
人
間
の
歴
史
に
対
し
て
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
歴
史
を
段
階
的
に
考
察
す
る
（2: 

183

）。
そ
れ
は
、
李
鍾
聲
自
身
が
整
理
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

弟
子
た
ち
の
証
言
活
動
や
パ
ウ
ロ
の
伝
道
旅
行
を
は
じ
め
と
し
、
ロ
ー
マ
の
キ
リ
ス
ト
教
化
を
カ
エ
サ
ル
の
ル
ビ
コ
ン
川
渡

河
の
故
事
に
照
ら
し
て
、
ル
ビ
コ
ン
川
の
逆
流
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
し
、
そ
の
福
音
が
東
洋
に
ま
で
伝
播
し
た
そ
の
経
路
を

古
代
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
な
ぞ
ら
え
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
聖
化
と
い
う
小
題
を
も
っ
て
東
方
伝
道
の
意
義
を
考
察
し
、
最
後
に

現
在
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
世
界
史
的
意
義
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
も
の
で
あ
る
。（2: 183

）
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李
鍾
聲
は
、
本
章
最
後
の
部
分
で
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
に
言
及
す
る
。
彼
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
を
通
し
て
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー

シ
ョ
ン
」
が
世
界
規
模
で
拡
散
し
て
き
た
現
象
を
評
価
し
、
特
に
W
C
C
を
中
心
と
す
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
可
能
性
に
期
待
し
て
、

W
C
C
が
本
来
の
目
的
を
う
ま
く
成
し
遂
げ
る
時
に
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
は
宇
宙
的
次
元
に
ま
で
拡
散
さ
れ
得
る
と
見
て
い
る
（2: 

213

）。
ま
た
、
李
鍾
聲
は
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
受
難
」
と
い
う
主
題
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
被
っ
て
き
た
迫
害
の
歴
史

に
も
言
及
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ロ
ー
マ
人
、
サ
ラ
セ
ン
人
、
日
本
人
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
そ
し
て
ウ
ガ
ン
ダ
の

ト
ゥ
ア
レ
グ
（T

uaregs
）
族
と
ム
ワ
ン
ガ
（M

w
anga

）
王
に
よ
る
迫
害
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
最
後
に
北
朝
鮮
の
河
川
、
大
同
江

上
で
起
き
た
ト
マ
ス
宣
教
師
（R

. J. T
hom

as

）
の
殉
教
事
件
を
記
録
す
る
こ
と
で
、
つ
い
に
「
迫
害
あ
る
所
、『
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
』

は
い
っ
そ
う
力
を
発
揮
し
、
迫
害
す
る
民
族
と
そ
の
人
々
を
悔
い
改
め
さ
せ
、
彼
ら
を
救
い
に
至
る
よ
う
に
し
た
」
と
い
う
現
実
が
強
調
さ

れ
る
の
で
あ
る
（2: 222

―223

）。

こ
こ
ま
で
李
鍾
聲
は
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
出
来
事
の
発
生
、
拡
散
、
受
難
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
「
イ
ン

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
勝
利
を
主
題
と
し
、
勝
利
し
た
人
々
の
事
例
を
具
体
的
に
提
示
す
る
。
そ
の
事
例
と
は
パ
ウ
ロ
の
回
心
、
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
屈
服
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
回
心
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
伝
道
、
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
、
共
産
党
体
制
下

で
闘
争
し
た
ワ
ー
ム
ブ
ラ
ン
ド
（R

. W
urm

brand

）
等
に
よ
る
勝
利
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
何
か
。

李
鍾
聲
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
イ
エ
ス
を
通
し
て
現
さ
れ
た
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
は
「
い
つ
で
も
勝
利
か
ら
勝
利
へ
と
続
く
足
ど
り

を
歩
ん
で
き
た
」
の
だ
と
（2: 260

）。

第
6
部　
歴
史
観
の
形
成

こ
こ
で
は
、「
歴
史
観
の
形
成
」
と
い
う
表
題
の
も
と
、
四
つ
の
根
本
的
な
歴
史
的
要
素
の
役
割
が
論
究
さ
れ
る
。
そ
れ
は
時
間
と
永
遠
、
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人
間
と
そ
の
歴
史
全
体
を
統
べ
治
め
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
に
つ
い
て
の
論
究
で
あ
る
。
本
章
に
お
け
る
李
鍾
聲
の
関
心
は
、「
人
は
歴
史
を
い
か

に
理
解
し
て
い
る
か
」
に
あ
る
（2: 263

）。
ま
ず
李
鍾
聲
は
、
歴
史
上
現
れ
た
永
遠
に
つ
い
て
の
諸
概
念
を
整
理
す
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
書

的
概
念
、
プ
ラ
ト
ン
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
永
遠
観
、
東
洋
人
の
永
遠
観
）
12
（

を
整
理
し
、
さ
ら
に
永
遠
の
実
体
と
し
て
の
二
元
論
的
永
遠
観
（
プ

ラ
ト
ン
）、
時
間
の
無
限
的
延
長
と
し
て
の
永
遠
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）、
永
遠
回
帰
（
イ
ン
ド
宗
教
、
仏
教
、N

ietzsche

等
）、
反
対
者

〈
対
立
す
る
も
の
〉
の
一
致
と
し
て
の
永
遠
（N

. C
usanus

）、
人
格
的
存
在
と
し
て
の
永
遠
（
新
旧
約
聖
書
）
等
を
紹
介
す
る
。
し
か
し
、

李
鍾
聲
自
身
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
を
念
頭
に
置
い
た
永
遠
者
と
し
て
の
神
で

あ
る
。
彼
は
結
論
的
に
次
の
よ
う
に
記
す
。「
時
間
は
永
遠
と
い
つ
も
対
立
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
永
遠
に
向
か
い
、
永
遠

の
た
め
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
時
間
は
永
遠
の
中
で
そ
の
本
質
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
永
遠
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
神

の
中
で
の
み
永
遠
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
神
を
離
れ
る
や
否
や
、
永
遠
は
時
間
へ
と
堕
落
す
る
の
で
あ
る
」（2: 284

）。

永
遠
の
次
に
扱
わ
れ
る
の
は
時
間
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
「
時
間
の
出
現
」
と
い
う
主
題
の
も
と
で
、
ア
ル
ケ
ー
に
関
す
る
諸
見
解
、
時
間

の
種
類
と
そ
の
構
造
、
中
で
も
、
特
に
空
間
的
時
間
を
「
宇
宙
的
時
間
」「
歴
史
的
時
間
」「
実
存
的
時
間
」
の
三
つ
に
分
け
て
考
察
し
、
次

に
「
カ
イ
ロ
ス
」
と
「
ク
ロ
ノ
ス
」
の
機
能
に
言
及
し
た
上
で
（2: 285

―303

）、
つ
い
に
本
『
終
末
論
』
第
2
巻
の
主
題
で
あ
る
歴
史
そ

の
も
の
の
問
題
へ
と
入
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
「
歴
史
と
歴
史
観
」
の
問
題
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
多
様
な
諸
見
解
を
整

理
す
る
が
、
そ
こ
で
は
「
時
間
に
お
い
て
の
み
存
在
」
し
、「
時
間
な
く
し
て
歴
史
を
構
成
す
る
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ

り
、「
時
間
が
歴
史
を
全
的
に
支
配
」
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
（2: 373

）。

「
歴
史
と
歴
史
観
」
の
次
は
、「
歴
史
の
目
標
」
の
問
題
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
、
歴
史
の
目
標
に
関
す
る
代
表
的
学
説
を
五
つ
に
分
類
し

て
検
討
す
る
（2: 375

）。
す
な
わ
ち
、「
輪
廻
に
よ
る
運
命
論
的
歴
史
観
に
基
づ
く
歴
史
の
目
標
」（
イ
ン
ド
宗
教
、
仏
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
）、「
進
歩
主
義
的
・
楽
観
主
義
的
歴
史
観
に
基
づ
く
歴
史
の
目
標
」（T. T

roeltsch, A
. J. Toynbee, K

. T. Jaspers

）、「
理
想
主
義
的
歴

史
観
に
基
づ
く
歴
史
の
目
標
」（
ユ
ダ
ヤ
教
、H

egel, K
. H

. M
arx, E

. B
loch

）、「
進
化
論
的
歴
史
観
に
基
づ
く
歴
史
の
目
標
」（P. T. de 
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C
hardin, K

. H
eim

）、「
救
済
史
的
歴
史
観
に
基
づ
く
歴
史
の
目
標
」（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
現
代
救
済
史
学

派
：O

. C
ullm

ann

、
歴
史
の
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
学
説
を
検
討
し
た
後
、
李
鍾
聲
は
次
の
言
葉
を
も
っ
て
第
6
部

を
締
め
く
く
る
。「
人
間
存
在
は
無
情
な
『
ク
ロ
ノ
ス
』
と
い
う
、
創
ら
れ
た
時
間
の
支
配
を
受
け
る
。
こ
の
『
ク
ロ
ノ
ス
』
に
打
ち
勝
て

る
も
の
は
『
カ
イ
ロ
ス
』
し
か
な
い
。
そ
の
『
カ
イ
ロ
ス
』
を
統
べ
治
め
給
う
お
方
が
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
な
の
で
あ
る
。
こ
の
神
が
歴
史
の
『
オ

メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
』
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
を
お
待
ち
な
の
で
あ
る
」（2: 428

）。

こ
の
後
、
付
録
と
し
て
「
中
国
人
の
歴
史
観
」
と
い
う
項
目
が
加
え
ら
れ
て
あ
る
。
そ
こ
で
の
目
的
は
、
二
〇
世
紀
以
前
ま
で
中
国
人
が

考
え
て
い
た
個
人
・
社
会
・
歴
史
の
関
係
を
概
観
す
る
こ
と
で
あ
り
（2: 430

）、
具
体
的
に
は
老
子
、
孔
子
、
朱
子
学
派
と
王
陽
明
、
そ
し

て
二
〇
世
紀
の
中
国
人
と
し
て
康
有
為
、
孫
文
、
毛
沢
東
の
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
（2: 429

―440

）。

第
7
部　
歴
史
観
の
七
類
型

い
よ
い
よ
最
終
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
李
鍾
聲
は
七
つ
の
歴
史
観
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、「
輪
廻
説
に
よ
る
歴
史
観
」

（Pythagoras

、Platon

、
イ
ン
ド
宗
教
と
仏
教
、O

. Spengler

）
と
、
こ
れ
を
受
容
不
可
と
す
る
理
由
、「
決
定
論
的
・
運
命
論
的
歴
史
観
」

（H
erakleitos

、
ス
ト
ア
学
派
、Leukippos

、D
em

okritos
、T. H

obbes

、
ギ
リ
シ
ャ
人
、
天
命
說
、F. N

ietzsche

）
と
こ
れ
を
受
容
不

可
と
す
る
理
由
、「
二
元
論
的
歴
史
観
」（
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
ミ
ト
ラ
教
、
マ
ニ
教
、
陰
陽
五
行
説
、Platon

、R
. D

escartes

、I. K
ant

）

と
、
こ
れ
を
受
容
不
可
と
す
る
理
由
、「
直
線
的
終
末
期
に
つ
い
て
の
歴
史
観
」（
ユ
ダ
ヤ
教
と
直
線
的
歴
史
観
）
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
な

ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
と
の
根
本
的
相
違
（2: 504

―506

））13
（

、「
中
心
的
歴
史
観
」（O

. C
ullm

ann

）
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
）
14
（

、「
重

複
す
る
歴
史
観
」（G

. Ladd

）
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
）
15
（

、
そ
し
て
「
螺
旋
的
歴
史
観
」
の
七
つ
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
、
こ
れ
ら
七
つ
の
歴
史

観
の
内
「
螺
旋
的
歴
史
観
」
こ
そ
が
「
最
も
聖
書
的
か
つ
実
際
的
で
、
歴
史
の
本
質
を
最
も
正
確
に
分
析
し
、
正
し
く
理
解
す
る
も
の
と
判

断
」
さ
れ
る
と
考
え
る
（2: 444

）。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
「
螺
旋
的
歴
史
観
」
を
取
り
上
げ
、
整
理
し
て
み
よ
う
。
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李
鍾
聲
の
歴
史
観
の
特
徴
は
、
螺
旋
的
歴
史
観
を
採
択
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
）
16
（

。
彼
は
、

歴
史
哲
学
の
父
ヴ
ィ
ー
コ
（G

. V
ico, 1668

―1744

）
や
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

. W
. F. H

egel, 

1770

―1831

）
等
に
見
ら
れ
る
螺
旋
的
歴
史
観
を
受
容
し
、
そ
の
歴
史
観
の
当
為
性
を

主
張
し
た
（2: 533

―539

））17
（

。
こ
の
歴
史
観
は
、
李
鍾
聲
自
ら
「
こ
れ
ま
で
歴
史
神
学
者

た
ち
の
間
で
螺
旋
的
歴
史
観
に
言
及
し
た
の
は
、
本
著
者
の
私
が
初
め
て
で
あ
る
」（2: 

539

）
と
書
き
お
く
ほ
ど
に
自
負
を
持
っ
て
い
る
歴
史
観
で
あ
る
。

螺
旋
的
歴
史
観
と
は
、
歴
史
を
「
前
進
的
で
成
長
的
で
、
し
か
も
前
方
に
動
き
行
く
歴

史
」（2: 547

）
と
見
な
す
歴
史
観
で
あ
る
。
李
鍾
聲
が
こ
う
し
た
螺
旋
的
歴
史
観
を
主
張

す
る
理
由
は
、
神
が
生
き
て
い
ま
し
給
う
こ
と
へ
の
信
仰
に
あ
る
。
生
き
て
い
ま
し
給
う

神
が
歴
史
を
支
配
し
て
い
ま
し
給
う
が
故
に
、
歴
史
は
一
つ
所
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
は

で
き
ず
、
常
に
動
く
の
で
あ
り
、
動
く
が
故
に
成
長
と
進
歩
と
未
来
が
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
（2: 547

）。
し
た
が
っ
て
、
漸
進
的
で
も
未
来
志
向
的
で
も
な
い
輪
廻
的
歴
史
観
や

中
心
的
歴
史
観
の
よ
う
な
も
の
を
、
李
鍾
聲
は
強
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
（2: 544

）。

し
か
し
、
李
鍾
聲
の
歴
史
観
は
や
は
り
統
全
的
で
あ
る
。
彼
は
、
右
に
掲
げ
た
螺
旋
的

歴
史
観
以
外
の
六
つ
の
歴
史
観
を
、
た
だ
排
斥
し
た
り
無
視
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
肯
定
で
き
る
要
素
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
螺
旋
的
歴
史
観
の
中
に
吸
収
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
際
限
な
く
廻
り
続
け
る
輪
廻
説
的
車
輪
は
こ
れ
を
前
進

す
る
車
輪
に
置
き
換
え
、
決
定
論
的
・
運
命
論
的
歴
史
観
に
示
さ
れ
る
歴
史
の
主
管
者
は

こ
れ
を
非
人
格
的
・
盲
目
的
な
支
配
者
か
ら
人
格
的
主
管
者
へ
と
解
放
し
、
二
元
論
的
・

図　螺旋的歴史観（18）
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多
元
論
的
歴
史
観
の
対
立
的
闘
争
関
係
は
神
の
唯
一
の
主
権
下
に
あ
る
二
つ
の
現
象
へ
と
置
き
換
え
、
直
線
的
歴
史
観
は
螺
旋
的
歴
史
観
へ

と
変
更
し
、
中
心
的
・
過
去
回
想
的
歴
史
観
は
漸
進
的
・
未
来
志
向
的
歴
史
観
へ
と
再
解
釈
し
、
重
複
す
る
歴
史
観
は
単
一
の
歴
史
観
へ
修

正
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
（2: 555

―556

）。

要
す
る
に
、
李
鍾
聲
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
神
の
終
点
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
終
点
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
お
ら

れ
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
の
歴
史
は
全
宇
宙
の
歴
史
と
共
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
っ
て
終
わ
り
を
迎
え
、
そ
の
時
か
ら
、
歴
史

は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
王
権
の
下
に
あ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（2: 555

）。

そ
れ
な
ら
、
歴
史
の
最
終
目
標
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
李
鍾
聲
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
の
国
で
あ
る
。
特
に
、
詩
編
103
：
19
の
「
主
は
天

に
御
座
を
堅
く
据
え
、
主
権
を
も
っ
て
す
べ
て
を
統
治
さ
れ
る
」（
新
共
同
訳
）
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
こ
そ
は
「
人
間
の
全
歴
史
が
向
か
い

行
く
最
終
目
標
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（2: 566

）。

Ⅱ　

特
徴
と
評
価

李
鍾
聲
の
終
末
論
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
評
価
を
、
以
下
、
い
く
つ
か
整
理
し
て
み
よ
う
。

（
1
）
曖
昧
性
：
本
終
末
論
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
、
時
に
百
科
事
典
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
思
い
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、

本
著
で
は
こ
れ
ま
で
世
に
出
現
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
と
そ
こ
に
表
れ
た
多
様
な
思
想
が
ま
と
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
紹
介
さ
れ
る
思
想
や
見
解
は
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
李
鍾
聲
が
一
方
的
に
批
判
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
李

鍾
聲
の
博
識
と
公
平
性
、
そ
れ
に
学
問
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
が
深
く
実
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
い
ろ
い
ろ
と
多
様
な
見
解
が
あ
る
。

一
律
に
ど
れ
が
悪
く
ど
れ
が
正
し
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
李
鍾
聲
は
い
か
な
る
見
解
に
も
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
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短
所
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
公
平
な
態
度
で
問
題
に
臨
む
が
故
に
、
時
と
し
て
彼
自
身
の
見
解
あ
る
い
は
結
論
は
い
さ
さ

か
曖
昧
な
ま
ま
に
残
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
印
象
が
残
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
が
統
全
性
を
重
視
標
榜
す
る
李
鍾
聲
神
学

の
特
殊
か
つ
重
要
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
2
）
柔
軟
性
：
統
全
的
と
い
う
こ
と
は
思
考
様
式
に
柔
軟
性
が
あ
る
と
い
う
面
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
李
鍾
聲
の
思
考
様

式
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
問
題
に
取
り
組
む
と
き
、
始
め
か
ら
特
定
の
ド
グ
マ
を
も
っ
て
臨
む
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は

じ
っ
く
り
そ
の
意
見
に
傾
聴
し
、
咀
嚼
し
、
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
柔
軟
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
高
く

評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
李
鍾
聲
の
場
合
、
時
に
そ
の
柔
軟
性
は
特
異
な
好
奇
心
と
合
わ
さ
る
こ
と
が
あ
り
、
結
果
と
し

て
、
彼
の
関
心
は
い
わ
ゆ
る
客
観
的
か
つ
理
性
的
な
学
問
の
範
疇
を
超
え
て
、
超
自
然
的
世
界
へ
と
入
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
も

あ
る
。

例
え
ば
、
宇
宙
の
問
題
を
扱
う
と
き
、
李
鍾
聲
は
U
F
O
と
か
宇
宙
人
の
問
題
、
あ
る
い
は
「
宇
宙
宣
教
」
等
を
神
学
に
お
い
て
取
り

扱
う
べ
き
こ
と
を
真
剣
に
主
張
し
た
り
（1: 479
―480

）、
宇
宙
に
は
人
間
の
持
つ
理
性
の
限
界
を
超
え
た
世
界
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
人
間

は
肉
体
の
領
域
を
超
え
た
あ
る
種
の
世
界
と
も
関
係
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
人
間
の
霊
魂
は
肉
体
が
分
解
し
た
後
も
残
る
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
（1: 186

）。
霊
界
の
問
題
を
扱
う
際
に
は
、
李
鍾
聲
は
こ
れ
を
人
間
に
は
わ
か
り
得
な
い
問
題
で
あ

る
と
し
な
が
ら
も
、
決
し
て
非
科
学
的
で
主
観
的
な
ど
と
一
蹴
す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
あ
る
人
々
の
霊
的
体
験
に
つ
い
て
も
開

か
れ
た
態
度
で
こ
れ
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
李
鍾
聲
自
身
も
「
一
部
の
神
霊
運
動
家
た
ち
は
自
分
た
ち
が
霊
界
に
行
き
、
そ
こ

で
体
験
し
た
こ
と
を
語
り
も
し
、
霊
と
の
対
話
体
験
を
語
り
も
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
経
験
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
彼
ら
神
霊
運
動
家
た
ち
の
経
験
を
一
方
的
に
否
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
」（1: 33

）
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
統
全
性
：
李
鍾
聲
は
東
西
の
多
様
な
思
想
を
非
常
に
広
く
知
っ
た
が
故
に
、
ま
た
そ
の
長
所
短
所
を
知
っ
て
な
お
公
平
に
評
価
し

よ
う
と
す
る
度
量
が
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
し
て
諸
思
想
を
受
容
す
る
柔
軟
性
が
あ
っ
た
が
故
に
、
終
末
論
に
取
り
組
む
際
に
も
統
全
的
態
度
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で
こ
れ
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
李
鍾
聲
が
統
全
的
神
学
を
標
榜
し
、
終
末
論
に
お
い
て
も
こ
れ
と
統
全
的
に
取

り
組
も
う
と
し
た
理
由
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

李
鍾
聲
は
東
洋
人
と
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
り
、
牧
師
・
神
学
者
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
は
じ
め
と
し
、
西

洋
思
想
を
広
く
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
西
洋
思
想
の
枠
の
中
に
留
ま
る
こ
と
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
、
西
洋
思
想

と
い
う
枠
の
外
に
も
東
洋
を
は
じ
め
と
し
た
豊
か
な
思
想
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
他
に
も
諸
宗
教
が
あ
る
と
い

う
現
実
世
界
か
ら
目
を
そ
む
け
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
神
学
の
営
み
を
深
め
る
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
自
体
に
も
多
様
な
見

解
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ど
の
思
想
に
も
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
短
所
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
実
際
に
長
短
が
認
め

ら
れ
た
と
き
に
は
、
柔
軟
な
態
度
で
諸
思
想
と
対
峙
し
、
そ
う
す
る
こ
と
が
正
し
い
態
度
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
は

東
洋
人
と
し
て
の
誇
り
、
韓
国
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
自
己
の
東
洋
人
・
韓
国
人
と
し
て
の
出
自
を
誇
る
も
の
で
あ
る

よ
り
は
、
む
し
ろ
東
洋
人
・
韓
国
人
で
あ
る
こ
と
も
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
感
謝
す
べ
き
恵
み
と
受
け
と
め
る
こ
と
か
ら
来
る
信
仰
的
誇
り
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
西
洋
思
想
の
盲
目
的
な
信
従
者
と
は
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
一
方
的
な
排
斥
者
と
も
な
ら
ず
、
西
洋
思
想
に
も

東
洋
思
想
に
も
そ
の
他
の
い
か
な
る
思
想
に
も
長
所
と
短
所
の
あ
る
こ
と
を
正
直
に
認
め
、
長
所
は
長
所
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
態

度
で
神
学
を
営
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
李
鍾
聲
の
神
学
は
統
全
性
を
志
向
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
李
鍾
聲
の
神
学
に
見
ら
れ
る
統
全

性
は
、
自
身
の
出
自
や
成
長
過
程
、
ま
た
多
様
な
留
学
経
験
や
そ
れ
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
思
考
様
式
、
さ
ら
に
霊
性
を
も
含
む
李
鍾
聲
の

全
人
格
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
統
全
性
は
彼
の
神
学
の
核
心
と
し
て
、
本
終
末
論
に
も
大
き
く
反
映
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
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お
わ
り
に

冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
李
鍾
聲
の
終
末
論
は
統
全
的
か
つ
聖
書
的
で
あ
る
。
統
全
的
で
あ
る
が
故
に
、
李

鍾
聲
は
可
能
な
限
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
や
諸
主
張
を
先
入
観
な
く
取
り
上
げ
、
虚
心
坦
懐
に
紹
介
す
べ
く
努
力
し
た
。
た
だ
し
、
聖
書
を

神
学
的
判
断
と
評
価
の
規
範
と
し
た
た
め
、
聖
書
に
現
れ
た
歴
史
観
が
李
鍾
聲
の
終
末
論
を
支
え
る
こ
と
に
は
な
っ
た
。
で
は
、
聖
書
に
現

れ
た
歴
史
観
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
李
鍾
聲
の
場
合
、「
救
済
史
」
と
し
て
現
れ
た
歴
史
観
で
あ
る
）
19
（

。「
新
旧
訳
聖
書
を
注
意
深
く

読
む
者
は
誰
一
人
、
救
済
史
を
聖
書
の
一
字
一
句
の
中
に
発
見
せ
ず
に
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」（2: 573

）。
こ
の
よ
う
に
、
李

鍾
聲
は
聖
書
に
現
れ
た
歴
史
を
「
救
済
史
」
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
李
鍾
聲
が
考
え
る
「
救
済
史
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
救
済
史
学
派
の
語
る
救
済
の
歴
史
と

見
な
せ
る
。
李
鍾
聲
は
救
済
史
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

歴
史
は
、
時
に
サ
タ
ン
的
勢
力
が
力
を
得
て
勝
利
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
全
能
者
で
い
ま
し
給
う
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
主
と

な
ら
れ
世
を
支
配
さ
れ
る
た
め
、
歴
史
そ
の
も
の
が
神
の
支
配
圏
の
外
へ
と
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史

的
進
行
を
通
し
て
神
は
限
り
な
い
栄
光
を
お
受
け
に
な
り
、
神
の
民
は
地
上
に
お
い
て
、
歴
史
に
お
い
て
、
能
動
的
か
つ
積
極

的
に
、
神
の
救
い
の
働
き
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
救
済
史
を
主
張
す
る
人
々
の
歴
史
観
で
あ
る
。（1: 563

）

歴
史
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
は
神
の
救
済
史
一
つ
し
か
な
い
と
李
鍾
聲
は
述
べ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
李
鍾
聲
が
終
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末
論
を
論
究
す
る
こ
と
に
お
い
て
最
後
に
到
達
し
た
結
論
で
あ
る
。

歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
の
歴
史
は
神
が
人
類
を
救
う
た
め
に
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
を
世
に
送
り
給
い
、
彼
の
生
と
十
字
架
と
復
活
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
神
の
救
い
の
歴
史
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

0

0

0

0

0

そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
が
故
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
世
界
の
歴
史
は
一
時
的
に
世
の
勢
力
者
た
ち
に
よ
り
、
時
に
堕
落
の
歴
史
と
し
て
、
時
に

混
乱
の
歴
史
と
し
て
、
時
に
悪
し
き
歴
史
と
し
て
現
れ
る
と
し
て
も
、
歴
史
の
主
は
神
で
あ
り
、
歴
史
を
主
管
さ
れ
、
統
治
さ

れ
る
方
は
一
人
し
か
お
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
た
め

0

0

0

0

0

0

、
少
し
も
動
揺
し
た
り
、
焦
っ
た
り
、
不
安
に
思
う
必
要
は
な
い
の

で
あ
る
。
時
が
満
ち
、
キ
リ
ス
ト
が
栄
光
の
う
ち
に
再
臨
さ
れ
る
な
ら
、
ま
さ
に
そ
の
時
が
神
の
す
べ
て
の
約
束
が
成
就
す
る

時
で
あ
り
、
神
の
国
が
完
成
す
る
時
で
あ
り
、
全
て
の
キ
リ
ス
ト
者
が
渇
望
し
て
い
た
信
じ
る
者
た
ち
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が

現
れ
る
時
で
あ
り
、
す
べ
て
の
信
徒
が
栄
光
の
真
ん
中
へ
と
（com

m
unio gloriae

）
迎
え
ら
れ
る
時
だ
か
ら
で
あ
る
。（2: 

574

、
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
に
、
李
鍾
聲
の
終
末
論
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
救
済
史
的
歴
史
観
に
支
え
ら
れ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
李
鍾

聲
は
歴
史
に
対
し
て
楽
観
的
展
望
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
ど
ん
な
に
暗
い
現
実
が
見
え
よ
う
と
も
、
歴
史
を
統

べ
治
め
給
う
お
方
は
歴
史
の
主
な
る
ひ
と
り
の
神
し
か
お
ら
れ
な
い
と
の
確
信
が
、
李
鍾
聲
に
は
強
く
あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
に
言
及
さ
れ
る
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
言
葉
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
通
俗
的
な
意
味
に
お
け
る
「
ユ
ー

ト
ピ
ア
」
と
は
異
な
り
、
聖
書
的
な
「
新
し
い
世
界
」
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
李
鍾
聲
は
マ
ン
ハ
イ
ム
（K

. M
annhaim

）
に
な

ら
っ
て
、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
思
想
の
類
型
を
四
つ
に
整
理
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
千
年
王
国
説
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
、
②
自
由
主
義
に
根
差

す
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
、
③
保
守
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
、
④
社
会
主
義
に
根
差
す
共
産
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
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四
つ
で
あ
る
。
李
鍾
聲
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
世
俗
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
で
あ
る
た
め
、
容
認
も
受
容
も
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
結
局
は
「
人
間
に
よ
る
人
間
の
た
め
の
…
…
人
間
的
理
想
主
義
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
い
ず
れ
も
実
現
不
可

能
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
人
間
の
有
限
な
能
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
自
ら
を
擁
護
す
る
能
力
を
持
ち
得
な
い
も
の
で

あ
る
（2: 570
）。
李
鍾
聲
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
こ
こ
に
あ
え
て
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
他

方
で
、
李
鍾
聲
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。「
聖
書
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
に
、
新
し
い
天
、
新
し
い
地
、
あ
る
い
は

天
国
と
か
神
の
国
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
全
て
の
歴
史
が
統
合
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
不
義
や
悪
の
な
い
理
想
的
な
新
『
世
界
』
に
言
及
す
る

の
で
あ
る
」（2: 570

）。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
李
鍾
聲
が
「
神
の
国
の
完
成
」
時
に
出
現
す
る
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
に
つ
い
て
述

べ
る
と
き
、
そ
れ
は
聖
書
に
指
し
示
さ
れ
た
「
新
し
い
世
界
」
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
単
な
る
終
わ
り
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
新
し
い
世
界
」
を

意
味
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
李
鍾
聲
は
「
そ
の
『
世
界
』
は
歴
史
の
『
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
』
で
あ
る
イ
エ
ス
の
再

臨
を
通
し
て
始
ま
る
」（2: 571

）
と
記
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
終
末
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
「
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

歴
史
の
向
か
い
行
く
最
終
目
的
と
し
て
の
神
の
国
の
完
成
の
時
で
あ
る
が
、
そ
の
時
が
ま
さ
に
「
新
し
い
世
界
」
の
始
ま
り
で
あ
り
、
新
し

い
天
と
新
し
い
地
の
始
ま
る
時
な
の
で
あ
る
（2: 571

）。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
個
人
の
終
末
と
し
て
の
死
に
も
当
て
は
ま
る
と
李
鍾
聲

は
考
え
る
。
彼
は
「
死
は
信
徒
た
ち
の
生
の
最
後
な
の
で
は
な
く
、
完
全
な
る
生
の
始
ま
り
な
の
で
あ
る
」（1: 104

））20
（

と
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
引
用
文
に
お
い
て
、
李
鍾
聲
は
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る

の
で
」
と
記
し
た
り
、「
確
信
す
る
た
め
」
と
記
す
こ
と
が
あ
っ
た
。「
そ
の
事
実
」
と
は
歴
史
が
神
の
救
い
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
「
事

実
」
で
あ
り
、「
確
信
」
と
は
歴
史
の
主
が
神
し
か
お
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
「
確
信
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
語
ら
れ

る
「
事
実
」
と
は
、
果
た
し
て
事
実
と
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
「
事
実
」
と
は
、
理
性
や
論
理
に
先
立
っ
て
李
鍾
聲
が
信

じ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
先
に
信
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
故
に
知
る
こ
と
と
な
っ
た
「
真
実
」
の
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
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か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
の
使
う
「
事
実
」
と
か
「
確
信
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
信
仰
に
基
づ
く
「
事
実
」
で
あ
り
「
確
信
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

李
鍾
聲
の
終
末
論
は
、
要
す
る
に
聖
書
信
仰
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
の
み
な
ら
ず
哲
学
者
や
宗
教

家
た
ち
に
よ
っ
て
考
究
さ
れ
て
き
た
膨
大
な
議
論
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
耳
を
傾
け
整
理
し
検
討
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
終
末
論
を
究
極

的
に
支
え
る
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
聖
書
に
記
録
さ
れ
た
御
言
葉
と
そ
の
御
言
葉
に
対
す
る
信
仰
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
李
鍾
聲
自
身
は
、

こ
の
よ
う
な
発
言
を
明
瞭
な
仕
方
で
は
記
さ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
終
末
論
を
締
め
く
く
る
に
際
し
、
最
後
に
記
し
た
文
章
は
、
彼
の
考
え
る

事
実
と
い
う
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
李
鍾
聲
は
終
わ
り
の
部
分
に
、
ヨ
ハ
ネ
が
啓
示
を
受
け
て
記
録

し
た
御
言
葉
を
書
き
お
い
た
。

聖
な
る
都
、
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
が
、
…
…
天
か
ら
下
っ
て
来
る
の
を
見
た
。
…
…
こ
の
都
に
は
、
そ
れ
を
照
ら
す
太
陽
も

月
も
、
必
要
で
な
い
。
神
の
栄
光
が
都
を
照
ら
し
て
お
り
、
小
羊
が
都
の
明
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
諸
国
の
民
は
、
都
の
光
の

中
を
歩
き
、
地
上
の
王
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
栄
光
を
携
え
て
、
都
に
来
る
。
都
の
門
は
、
一
日
中
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
夜
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
、
諸
国
の
民
の
栄
光
と
誉
れ
と
を
携
え
て
都
に
来
る
。
し
か
し
、
汚
れ
た
者
、
忌

ま
わ
し
い
こ
と
と
偽
り
を
行
う
者
は
だ
れ
一
人
、
決
し
て
都
に
入
れ
な
い
。
小
羊
の
命
の
書
に
名
が
書
い
て
あ
る
者
だ
け
が
入

れ
る
。（
黙
示
録
21
：
2
、
23
―
27
、
新
共
同
訳
）

こ
の
黙
示
録
か
ら
の
引
用
は
、「
聖
書
に
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
御
言
葉
を
信
じ
よ
う
で
は
な
い

か
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
「
私
は
こ
の
御
言
葉
を
信
じ
る
」
と
い
う
李
鍾
聲
の
信
仰
告
白
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
ろ

う
。
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李
鍾
聲
は
、
全
て
の
歴
史
が
到
達
す
る
最
後
の
時
が
描
写
さ
れ
た
聖
書
の
御
言
葉
を
も
っ
て
自
ら
の
終
末
論
を
擱
筆
し
た
。
そ
の
困
難
な

内
容
に
関
す
る
解
説
は
一
切
な
し
に
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
著
し
た
終
末
論
の
基
礎
と
到
達
点
が
、
共
に
理
性
と
論
理

を
も
っ
て
し
て
は
証
明
困
難
な
信
仰
の
事
柄
に
あ
る
こ
と
、
特
に
聖
書
に
対
す
る
全
的
な
信
仰
に
あ
る
こ
と
の
証
左
と
見
な
し
得
よ
う
。

以
上
、
李
鍾
聲
の
終
末
論
に
関
す
る
考
察
を
終
え
よ
う
と
思
う
が
、
最
後
に
李
鍾
聲
が
終
末
論
と
の
関
係
で
韓
国
教
会
の
た
め
に
残
し
た

言
葉
を
記
憶
し
て
お
き
た
い
。
李
鍾
聲
は
こ
う
書
い
た
。

韓
国
教
会
で
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
海
を
越
え
て
も
た
ら
さ
れ
た
終
末
論
と
千
年
王
国
説
が
韓
国
の
民
俗
的
末
世
思
想
と
融
合

し
、
非
常
に
多
様
な
終
末
信
仰
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中
に
は
『
鄭
鑑
録
』
の
よ
う
な
奇
怪
な
末
世
思
想
と
融

合
し
た
も
の
も
あ
り
、
非
聖
書
的
・
非
神
学
的
な
末
世
運
動
が
起
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
聖
書
の
教
え
に
堅

0

0

0

0

0

0

0

く
立
ち

0

0

0

、
神
学
的
に
健
全
な
終
末
信
仰
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（1: 361

、
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）

こ
こ
で
強
く
心
に
留
め
お
き
た
い
こ
と
は
、「
聖
書
の
教
え
に
堅
く
立
ち
、
神
学
的
に
健
全
な
終
末
信
仰
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、「
神
学
的
に
健
全
な
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し

て
き
た
李
鍾
聲
の
終
末
論
の
性
格
を
こ
こ
で
も
う
一
度
思
い
返
す
な
ら
、
そ
れ
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ

は
「
統
全
的
か
つ
聖
書
的
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

李
鍾
聲
は
終
末
論
を
叙
述
す
る
に
当
た
っ
て
、
若
干
些
細
と
も
思
わ
れ
る
事
柄
や
、
時
に
は
考
慮
す
る
に
値
す
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思
わ

れ
る
よ
う
な
こ
と
に
も
関
心
を
向
け
、
そ
れ
を
真
摯
に
問
い
、
追
求
し
、
答
え
を
得
よ
う
と
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
U
F
O
と
か
宇
宙

人
の
問
題
、
あ
る
い
は
「
宇
宙
宣
教
」
等
の
研
究
の
必
要
性
を
訴
え
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
態
度
は
、

神
学
の
営
み
に
お
い
て
子
供
の
よ
う
な
好
奇
心
と
謙
虚
さ
、
そ
し
て
神
秘
）
21
（

に
対
す
る
畏
れ
無
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
李
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鍾
聲
の
終
末
論
か
ら
、
そ
こ
で
論
究
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
神
学
を
営
む
際
に
必
要
な
態
度
を
も
学
ぶ
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
二
五
日
に
ソ
ウ
ル
の
長
老
会
神
学
大
学
校
（
以
下
、
P
U
T
S
）
で
開
催
さ
れ
た
春チ
ュ
ン
ゲ溪 

李イ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

鍾
聲
学
術
大
会
で
発
表

し
た
韓
国
語
論
文
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
の
過
程
で
は
日
本
で
発
表
す
る
こ
と
を
念
頭
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
。
元
と
な

る
韓
国
語
論
文
は
、낙

운
해

〈洛
雲
海

〉, “
춘
계

 이
종
성

 박
사
의

 終
末
論

〈春
溪

 李
鍾
聲
博
士
の
終
末
論

〉, ” 「춘
계

 이
종

성

 박
사
의

 생
애
와

 

사
상

〈春
溪

 李
鍾
聲
博
士
の
生
涯
と
思
想
〉」（서

울
: 장

로
회

신
학

대
학

교

 출
판

부

〈ソ
ウ
ル

: 長
老
会
神
学
大
学
校
出
版
部

〉, 2014

）, 288

―

311 

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

李
鍾
聲
『
春
溪 

李
鍾
聲
著
作
全
集
13
』﹇조

직
신

학
대
계

 終
末
論

〈組
織
神
学
大
系

 終
末
論

〉（1

）﹈（서
울

: 한
국
기
독
교
학
술
원

〈ソ
ウ
ル

：

韓
国
基
督
教
学
術
院

〉, 2001

）, 15.  

以
下
、
全
集
13
を
『
終
末
論
（
1
）』、
全
集
14
を
『
終
末
論
（
2
）』
と
表
記
。
以
下
、『
終
末
論
（
1
）』・

『
終
末
論
（
2
）』
か
ら
の
引
用
箇
所
は
本
文
中
に
（1: 16
）・（2: 36

）
の
よ
う
に
該
当
頁
数
を
記
す
。

（
3
） 

こ
こ
に
記
し
た
頁
数
は
、
序
文
、
目
次
、
巻
末
の
参
考
文
献
、
年
譜
な
ら
び
に
著
書
目
録
を
省
い
た
本
文
の
み
の
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
を
組
織
神
学
の
中
に
含
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
P
U
T
S
で
は
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
と
い
う
言
葉
は
も
は
や

使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
」
と
い
う
範
疇
の
中
で
こ
れ
を
扱
っ
て
い
る
が
、
以
前
の
神
学
的
慣
例
に
従
っ
て
、
依
然

と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
を
組
織
神
学
の
中
に
位
置
づ
け
る
神
学
教
育
機
関
も
あ
る
。
例
え
ば
、
李
鍾
聲
が
最
初
に
神
学
を
学
ん
だ
日
本
神

学
専
門
学
校
（
現
東
京
神
学
大
学
）
で
は
、
現
在
も
な
お
教
義
学
、
倫
理
学
、
弁
証
学
が
組
織
神
学
の
三
本
柱
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
5
） 

終
末
論
が
神
学
の
核
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
序
文
の
注
14
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
我
々
は
終
末
論
を
人
間

論
や
宇
宙
論
に
お
い
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
神
学
の
核
心
部
分
と
し
て
扱
う
の
で
あ
り
、
人
間
論
や
宇
宙
論
や
未
来
学
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
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く
、
神
の
救
い
の
御
業
の
完
成
と
し
て
扱
う
の
で
あ
る
」。

（
6
） 
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
宇
宙
の
運
動
停
止
」
と
い
う
論
理
に
は
飛
躍
が
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
「
運
動
し
て
い
る
も
の
は
い
つ
か
停
止

す
る
」
と
い
う
命
題
に
支
え
ら
れ
た
論
理
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
客
観
的
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
本
命
題
が
証
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

一
切
の
説
明
な
し
に
宇
宙
の
運
動
停
止
と
い
う
論
理
の
た
め
に
そ
の
命
題
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
様
の

こ
と
は
、
四
五
九
頁
で
展
開
さ
れ
る
論
理
に
つ
い
て
も
言
え
る
。「
動
く
と
い
う
こ
と
は
動
力
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
停
止
か
ら
始

ま
り
、
停
止
へ
と
戻
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
激
し
く
動
く
地
球
や
宇
宙
に
は
必
ず
停
止
す
る
時
が
来
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
停
止
の
時

が
ま
さ
に
宇
宙
の
終
末
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な
物
言
い
は
李
鍾
聲
の
信
じ
る
経
験
則
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
反
例

が
一
つ
で
も
見
つ
か
れ
ば
論
理
は
崩
れ
る
と
い
う
曖
昧
さ
を
内
に
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
終

末
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
幸
か
不
幸
か
終
末
が
来
る
ま
で
は
反
例
が
見
つ
か
ら
な
い
可
能
性
は
残
り
続
け
る
。
そ
れ
は
終
末
が
来
て

初
め
て
確
認
で
き
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
李
鍾
聲
の
論
述
法
に
は
螺
旋
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
後
に
四
六
五
頁
で
は
、
宇
宙

の
終
末
の
理
由
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
自
然
法
に
よ
る
被
造
性
消
滅
と
い
う
本
質
と
、
神
の
約
束
と
い
う
二
つ
の
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
7
） 

ク
ロ
ー
チ
ェ
（B

. C
roce

）、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト
レ
ル
チ
（E

. T
roeltsch

）、
ト
イ
ン
ビ
ー
（A

. J. Toynbee

）
な
ど
。

（
8
） 

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

. Spengler

）
や
バ
ル
ト
（K

. B
arth

）
な
ど
。

（
9
） 

な
お
、
前
千
年
王
国
説
と
後
千
年
王
国
説
の
相
違
に
つ
い
て
は
『
終
末
論
（
1
）』、
四
三
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
10
） 

李
鍾
聲
は
、
終
末
論
に
お
い
て
モ
ル
ト
マ
ン
の
『
希
望
の
神
学
』
に
は
多
く
の
失
望
を
感
じ
る
と
い
う
。
李
鍾
聲
に
よ
れ
ば
、
モ
ル
ト
マ
ン
は

未
来
的
終
末
論
（
終
末
論
の
未
来
性
）
を
弱
め
た
。T

heology of H
ope, pp. 265

―272. 

一
五
六
頁
を
読
む
と
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
彼
の
終
末
論
に

お
い
て
、
終
末
に
関
す
る
内
容
を
現
歴
史
に
お
け
る
希
望
の
刺
激
剤
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
ま

ま
現
れ
る
と
は
考
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
未
来
に
約
束
さ
れ
た
終
末
の
出
来
事
は
現
在
の
生
に
お
い
て
す
で
に
体
験
さ
れ
得
る
と
モ
ル
ト
マ

ン
が
述
べ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（『
終
末
論
（
1
）』、
二
五
一
頁
）。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
評
価
が
モ
ル
ト
マ
ン
のD

as K
om

m
en G

ottes

（1995

）
や Im

 E
nde - der A

nfang: eine kleine H
offnungslehre （2003

）
な
ど
が
出
版
さ
れ
る
前
の
批
評
で
あ
っ
た
こ
と
を
加
味
し
て
聞
く

必
要
が
あ
る
。

（
11
） 

李
鍾
聲
は
、
韓
国
で
普
通
「
成
肉
身
〈
受
肉
〉」
と
翻
訳
さ
れ
る
言
葉
よ
り
は
「
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
、
語
感
の
上
か
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ら
し
て
本
来
の
意
味
を
よ
り
よ
く
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
言
葉
を
使
う
の
だ
と
い
う
。

（
12
） 
東
洋
人
の
永
遠
観
を
取
り
上
げ
る
部
分
で
、
特
に
日
本
人
の
歴
史
観
に
対
す
る
李
鍾
聲
の
批
判
は
辛
辣
で
あ
る
。「
日
本
人
に
と
っ
て
永
遠
な
る

理
念
や
終
末
論
な
る
も
の
は
、
極
め
て
弱
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
国
家
の
た
め
に
命
を
落
と
し
て
靖
国
神
社
に
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と
が
、

人
生
に
お
け
る
光
栄
で
あ
る
と
彼
ら
は
考
え
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
で
語
ら
れ
る
よ
う
な

洗
練
さ
れ
た
永
遠
観
が
無
い
」（『
終
末
論
（
2
）』、
二
七
五
頁
）。

（
13
） 

こ
こ
で
李
鍾
聲
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
歴
史
観
の
特
徴
を
八
つ
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
と
の
根
本
的
相
違
を
発
見
し
た
と
い

う
の
だ
が
、
そ
の
根
本
的
相
違
を
李
鍾
聲
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
メ
シ
ア
無
き
メ
シ
ア
観
」
に
見
出
す
。

（
14
） 

李
鍾
聲
は
、
ク
ル
マ
ン
の
主
張
し
た
中
心
的
歴
史
観
に
は
聖
書
の
歴
史
観
を
理
解
す
る
た
め
の
助
け
と
な
る
点
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
も
ま

し
て
問
題
を
内
包
し
て
い
る
も
の
だ
と
こ
れ
を
断
じ
、
ク
ル
マ
ン
の
中
心
的
歴
史
観
に
は
留
保
的
立
場
を
取
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
評
価
し

た
（『
終
末
論
（
2
）』、
五
二
三
頁
）。

（
15
） 

李
鍾
聲
は
、
ラ
ッ
ド
の
重
複
し
た
歴
史
観
が
公
的
に
認
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
問
題
点
を
内

包
し
て
い
る
と
い
う
（『
終
末
論
（
2
）』、
五
三
〇
―
五
三
一
頁
）。
な
お
、
こ
の
「
重
複
し
た
歴
史
観
」
と
い
う
言
葉
は ‘T

w
o-Fold D

ualism
’

の
訳
語
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
16
） 

李
鍾
聲
は
「
螺
旋
形
的
歴
史
観
」
と
「
螺
旋
的
歴
史
観
」
と
の
二
つ
の
表
現
を
使
う
。
両
者
の
意
味
は
同
じ
と
思
わ
れ
る
た
め
、
以
下
、
本
稿

で
は
「
螺
旋
的
歴
史
観
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
と
す
る
。

（
17
） 

た
だ
し
、
李
鍾
聲
は
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
が
提
唱
し
た
螺
旋
的
歴
史
観
を
単
に
評
価
し
て
受
け
入
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点

を
指
摘
も
し
、
批
判
も
す
る
。
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
歴
史
が
螺
旋
的
に
進
む

も
の
だ
と
述
べ
た
こ
と
で
、
あ
る
程
度
、
彼
の
歴
史
観
は
聖
書
的
歴
史
観
に
近
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
歴
史
の
主
流

を
、
人
間
精
神
に
お
け
る
自
我
の
発
展
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
は
神
か
ら
歴
史
支
配
の
主
権
を
剥
奪
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」（『
終

末
論
（
2
）』、
五
六
一
頁
）。

（
18
） 

こ
の
図
表
は
『
終
末
論
（
2
）』、
五
五
五
頁
に
掲
載
さ
れ
た ‘도

표

〈図
表

〉Ⅷ
’ 

を
ま
ね
て
筆
者
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
19
） 「
救
済
の
歴
史
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
李
鍾
聲
は
時
に
「
救
済
の
歴
史
」
と
表
現
し
、
時
に
「
救
済
史
」
と
表
現
す
る
。
両
者
と
も
同
じ
意

味
で
あ
る
。
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（
20
） 

ま
た
、
一
〇
二
頁
も
参
照
。

（
21
） 
李
鍾
聲
は
神
秘
と
関
連
し
て
、「
人
間
は
こ
と
ご
と
く
神
秘
の
中
に
生
き
て
お
り
、
神
秘
に
囲
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
は

こ
の
神
秘
を
暴
き
、
そ
の
神
秘
の
本
質
と
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
自
我
の
生
の
意
義
を
探
ろ
う
と
絶
え
ず
努
力
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
終

末
論
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
し
た
努
力
の
一
つ
の
主
題
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
」（『
終
末
論
（
1
）』、
三
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。


