
Title 氷上英廣における近代 ： その「批判」と「超克」をめぐる思索について 

Author(s) 村松晋 

Citation 聖学院大学論叢, 21(2): 297-314 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/detail.php?item_i

d=937 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository for academic archiVE



（�）

氷上英廣における近代

─ 3�4 ─

氷
上
英
廣
に
お
け
る
近
代

─ 

そ
の
「
批
判
」
と
「
超
克
」
を
め
ぐ
る
思
索
に
つ
い
て 

─

村　

松　
　
　

晋

［
１　

問
題
の
所
在
］

　

氷
上
英
廣
（
明
治
四
十
四
年
～
昭
和
六
十
一
年
）
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
翻
訳
に
傾

注
し
た
ド
イ
ツ
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
の
訳
者
と
し
て
、
そ
の
名
に
親
し
ん
だ
向
き
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
「
専
攻
」
か
ら
す
る
と
、
本
稿
の
課
題
設
定
は
「
意
外
」
に
も
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
事
実
、
氷
上
が
戦
後
日
本
思
想
史
・
宗
教
史
の
論
考
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
で
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
点
、
同
じ
ド
イ
ツ
文
学

者
で
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
の
翻
訳
で
も
名
高
い
竹
山
道
雄
が
、「
ド
イ
ツ
文
学
」
の

域
を
超
え
、
今
な
お
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
状
況
に
比
べ
る
と
、
著
し
い

対
照
を
な
し
て
い
る（
１
）。
そ
の
意
味
で
、
氷
上
は
今
や
「
過
ぎ
去
っ
た
思
想
家
」
の

一
人
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
氷
上
が
敗
戦
直
後
に
し
た
た
め
た
論
考
を
ひ
も
と
く
と
、
彼
は
「
過

ぎ
去
っ
た
思
想
家
」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
今
な
お
看
過
す
べ
き
で
な
い
、
き
わ
め

て
原
理
的
な
問
題
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
敗
戦
直
後

の
昭
和
二
十
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
」
と
題
す
る
論

考
に
注
目
し
た
い
。
氷
上
は
こ
の
一
文
で
、
日
本
に
お
け
る
「
二
つ
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
」
を
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

我
が
国
の
精
神
的
状
況
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
こ
こ
で
は
奇
妙
な
こ
と

に
二
つ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
鉢
合
わ
せ
し
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。
即
ち
東
洋
固

有
の
汎
神
論
的
仏
教
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
近
代
世
界
の
精
神
的
危
機
で
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
め
ぐ
り
あ
ひ
、
こ
の
国
の
哲
学
的
動
向
は
、

こ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
捉
へ
て
、
東
洋
的
無
の
基
盤
の
上
に
両
者
を
連
繋
し

媒
介
統
一
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
示
し
た
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
精
神
的
破
局
を
憂
ひ
、
あ
る
ひ
は
ひ
い
て
現
代
の
終
焉
を
見
る
世
界

史
的
観
察
と
は
む
し
ろ
対
蹠
的
に
、
無
そ
の
も
の
を
拡
充
深
化
し
て
、
却

つ
て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包
ま
う
と
す
る
や
う
に
見

え
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
率
直
単
純
な
意
味
で

は
理
解
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
深
徹
と
飽
和
に
努
力
が
向
け
ら
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れ
た
ご
と
く
で
あ
る（
２
）。

　

指
摘
さ
れ
た
「
二
つ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
う
ち
、
一
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

「
近
代
世
界
の
精
神
的
危
機
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ

の
表
現
か
ら
は
氷
上
が
既
に
「
近
代
」
を
、
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
も
の
と
し
て

否
定
的
に
見
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
我
が
国
の
精
神
的
状
況
」
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
「
特
殊
」
扱
い
す
る
こ
と
な
く
、「
近
代
」
の
「
精
神

的
危
機
」
に
侵
蝕
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る（
３
）。
そ

れ
は
「
近
代
的
思
惟
」
や
「
近
代
的
人
間
類
型
」
の
「
創
出
」
が
称
揚
さ
れ
て
い

た
敗
戦
直
後
の
風
潮
下
、
氷
上
の
視
座
の
特
質
を
照
射
す
る
も
の
と
称
し
得
る
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
氷
上
が
「
我
が
国
の
精
神
的
状
況
」
を
、「
二
つ

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
鉢
合
わ
せ
し
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
わ
く

「
こ
の
国
の
哲
学
的
動
向
」
は
「
近
代
世
界
の
精
神
的
危
機
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
直
視
す
る
ほ
ど
に
、
む
し
ろ
そ
の
「
克
服
」
可
能
性
を
「
東

洋
固
有
の
汎
神
論
的
仏
教
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
と
。
す
な

わ
ち
、
日
本
近
代
に
お
い
て
、「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
率

直
単
純
な
意
味
で
は
理
解
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
深
徹
と
飽
和
に
努
力

が
向
け
ら
れ
た
」
と
い
う
知
的
事
態
に
、
氷
上
は
「
我
が
国
の
精
神
的
状
況
」
が

帯
び
て
い
る
固
有
の
問
題
領
域
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
氷
上
の
こ
う
し
た
見
解
は
、「
近
代
」
を
「
神

＝
絶
対
者
」
と
人
間
の
関
係
性
か
ら
、
根
源
的
に
把
え
よ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
座
は
、
問
題
の
所
在
を
原
理
的
な
レ
ベ
ル
で
理
解

し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
の
「
現

代
的
課
題
」
を
再
定
義
す
る
上
か
ら
も
、
示
唆
に
富
む
論
点
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
今
、
氷
上
に
お
け
る
如
上
の
問
い
か
け
を
再
考
す
る
こ
と
は
、「
我

が
国
の
精
神
的
状
況
」
を
思
想
的
に
問
い
質
す
試
み
と
し
て
、「
過
去
の
思
想
家
」

へ
の
「
着
目
」
以
上
の
意
義
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
氷
上
は
な
ぜ
「
近
代
世
界
」
を
「
精
神
的
危
機
」
に
あ
る

も
の
と
し
て
把
握
し
た
の
か
、
ま
た
、
氷
上
は
な
ぜ
「
無
そ
の
も
の
を
拡
充
深
化

し
て
、
却
つ
て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包
ま
う
と
す
る
」
試
み

を
、「
近
代
世
界
の
精
神
的
危
機
」
と
の
関
係
で
問
題
視
し
た
の
か
、
こ
れ
ら
二

点
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
い
ま
だ
覚
書
の
域
を
出
な
い
小
論

で
あ
る
が
、
本
稿
の
試
み
が
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
「
我
が
国
の
精
神
的
状
況
」

へ
の
問
題
提
起
に
な
り
得
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

［
２　
「
近
代
」
と
「
近
代
的
人
間
」
─
そ
の
精
神
的
位
相
へ
の
洞
察
］

　

既
述
の
と
お
り
氷
上
の
関
心
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
軸
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史

に
こ
そ
存
し
、「
近
代
」
そ
の
も
の
を
厳
密
に
定
義
し
て
、
そ
の
問
題
性
の
指
摘

自
体
を
目
的
と
し
た
論
考
を
遺
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
叙
述

を
跡
づ
け
る
と
き
、
敗
戦
直
後
の
氷
上
に
お
い
て
、「
近
代
」
は
既
に
「
理
想
郷
」

と
は
目
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、「
近
代
的
人
間
」
は
そ
の
「
人
間
類
型
」
の
「
創

出
」
を
無
条
件
に
称
揚
し
得
る
ほ
ど
、
単
純
な
も
の
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
敗
戦
直
後
、氷
上
は
「
近
代
」
の
「
始
原
」
と
も
称
し
得
る
「
ル
ネ
ッ

─ 3�3 ─
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氷上英廣における近代

サ
ン
ス
」
に
つ
き
こ
う
述
べ
て
い
た
。
い
わ
く
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
も
た
ら
し
た

人
間
性
の
解
放
と
い
ふ
も
の
が
、
人
間
性
統
一
の
根
本
要
請
た
る
神
性
を
見
失
は

せ
、
人
間
性
そ
の
も
の
を
そ
の
機
能
で
あ
り
成
素
で
あ
り
部
分
で
あ
る
も
の
に
分

解
せ
し
め
る
方
向
に
進
行
し
て
ゆ
き
、
殊
に
最
近
の
実
証
主
義
的
相
対
主
義
的
な

時
代
精
神
に
よ
っ
て
拍
車
を
か
け
ら
れ
た
の
が
、
近
代
的
人
間
の
危
機
を
醸
成
し

た
決
定
的
原
因
で
あ
つ
た
」
（
４
）と
。
ま
た
同
じ
頃「
近
代
的
人
間
」に
関
し
て
は
ニ
ー

チ
ェ
に
触
れ
て
こ
う
書
い
て
い
た
。「
ニ
ー
チ
ェ
は
『
神
が
死
ん
だ
』
こ
と
に
よ
っ

て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
時
代
が
到
来
し
、
無
の
濃
霧
の
中
を
彷
徨
す
る
近
代
的
人
間

が
も
は
や
そ
の
生
に
何
ら
の
目
標
と
方
向
も
設
定
し
え
な
い
こ
と
を
見
た
の
で

あ
っ
た
」
（
５
）。
こ
れ
ら
の
記
述
が
示
唆
す
る
ご
と
く
、
氷
上
に
お
い
て
「
近
代
」
は
、

政
治
的
・
経
済
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
人
間
精
神
の
問
題

と
し
て
、
し
か
も
危
機
的
な
状
況
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
こ
と
に
「
近
代
的

人
間
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
目
指
す
べ
き
「
規
範
」
と
し
て
で
な
く
、
ま
さ
に

「
無
の
濃
霧
」
と
も
称
す
べ
き
、
無
制
約
的
・
無
律
法
的
事
態
を
宿
命
づ
け
ら
れ

て
あ
る
、
悲
劇
的
な
存
在
と
見
な
し
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
見
方
が
促
さ
れ
た
の
は
何
ゆ
え
か
。
既
述
の
と
お
り
、
そ
れ
は
人
間

が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
、「
人
間
性
統
一
の
根
本
要
請
た
る
神
性
」
す
な
わ
ち
「
存

在
を
存
在
た
ら
し
め
る
中
心
」（
６
）を
喪
っ
た
と
い
う
根
源
的
な
見
通
し
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
氷
上
が
昭
和
二
十
四
年
、
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て

の
単
著
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
が
示
唆
に
富
む
。

　

神
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
徴
候
は
し
た
が
つ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
的
側
面
と
そ
の
動
向
に
お
い
て
も
自
己
を
示
し
は
じ
め
ず
に

は
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
神
的
中
心
に
集
中
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
巨

大
な
意
志
が
解
放
さ
れ
る
に
至
つ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
矛
盾
と
分
裂

の
相
の
も
と
に
自
己
主
張
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
肝
要
な
点
は
、

意
志
そ
の
も
の
が
衰
弱
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
教
導
す
る
目
標
が

見
失
は
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
決
定
的
な
こ
と
で
あ
る
。
人
間
意
志
は
神
が

死
ん
で
も
、
な
ほ
い
は
ば
宗
教
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
孕
ん
で
ゐ
る
。
し
か
も

そ
の
方
向
を
規
定
す
る
も
の
が
も
は
や
全
く
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
が

ニ
ー
チ
ェ
の
目
睹
す
る
近
代
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
動
的
な
相
で
あ
る（
７
）。

　
「
神
的
中
心
に
集
中
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
意
志
」
の
あ
り
よ
う
を
、
自
由
な
る

べ
き
「
人
間
意
志
」
の
「
神
」
へ
の
「
隷
属
」
と
見
る
な
ら
ば
、
上
記
の
事
態
は

「
自
己
」
を
手
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
解
放
」
と
も
称
し
得
る
。

し
か
し
氷
上
に
と
っ
て
「
神
的
中
心
」
の
喪
失
は
、「
人
間
意
志
」
と
そ
れ
に
基

く
「
様
々
な
文
化
的
側
面
」
を
「
教
導
す
る
目
標
＝
戒
め
」
の
喪
失
と
し
て
、
人

間
の
拠
る
べ
き
「
中
心
＝
人
間
性
統
一
の
根
本
要
請
」
が
喪
わ
れ
た
事
態
を
こ
そ

意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
。
い
う
な
ら
ば
人
間
は
、「
自
己
」
を
手
に
入
れ
た
代
わ
り
、

「
人
間
性
統
一
の
根
本
要
請
」
を
見
失
い
、さ
ら
に
「
神
の
死
」
を
宣
告
す
る
ニ
ー

チ
ェ
の
時
代
に
至
っ
て
は
、
そ
の
「
自
己
」
と
「
世
界
」
を
意
味
づ
け
導
い
て
き

た
究
極
の
主
体
と
し
て
の
、
依
拠
す
べ
き
人
格
的
他
者
、
な
ら
び
に
そ
の
「
戒
め
」

を
、
併
せ
て
喪
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
氷
上
は
、
か
か
る
「
喪
失
」
の
経
験
が
持
ち
来
た
す
無
制
約
的
・
無
律

法
的
事
態
の
な
か
に
、
以
下
の
よ
う
な
苦
し
み
が
必
然
化
さ
れ
る
と
理
解
し
た
。

そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、「
教
導
す
る
目
標
が
見
失
は
れ
た
」
ま
ま
「
自
由
」
に
対

─ 3�� ─
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峙
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
苦
し
み
で
あ
り
、
第
二
に
「
苦
し
み
の
無
意
味
性
」
と
の

直
面
、
い
わ
ば
「
苦
し
み
の
意
味
を
見
出
せ
な
い
こ
と
に
よ
る
苦
し
み
」
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
点
、
ま
ず
「
自
由
」
の
苦
し
み
に
関
し
て
い
え
ば
、
氷
上
は
昭
和
二
十
六

年
、
サ
ル
ト
ル
の
戯
曲
『
蝿
』
の
主
人
公
た
る
オ
レ
ス
ト
の
科
白
に
こ
と
よ
せ
て
、

神
を
喪
っ
た
「
近
代
」
に
お
け
る
宿
命
的
な
「
自
由
」
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
「
人
間
の
魂
の
中
に
一
度
自
由
が
爆
発
す
る
時
、
神
々
も
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。」
こ
の
オ
レ
ス
ト
の
自
由
は
し
か
し
端
緒
で
あ
り
、
根

源
で
あ
り
、
い
わ
ば
裸
形
の
自
由
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
は
い
ま
ま
で

の
よ
う
に
人
間
行
為
を
分
析
し
た
根
底
に
自
由
が
考
え
ら
れ
て
い
た
限
り

で
は
、
自
由
は
つ
ね
に
そ
の
自
由
が
到
達
す
る
結
果
あ
る
い
は
目
的
と
結

び
つ
い
て
表
現
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
根
源
の
自
由
そ
の
も
の
、
い
わ
ば
無

記
な
自
由
、
い
ま
だ
価
値
と
も
意
味
と
も
結
び
つ
か
な
い
自
由
そ
の
も
の

が
、
そ
れ
だ
け
照
射
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
…
私

の
考
え
で
は
、
近
代
で
は
人
間
存
在
を
支
え
る
モ
ラ
ル
の
喪
失
、
神
の
死
、

価
値
体
系
の
相
対
化
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
様
相
の
も
と
で
、
人
間
の
行

動
は
し
だ
い
に
従
来
の
観
念
的
倫
理
的
着
色
を
剥
が
れ
、
そ
の
根
底
に
あ

る
自
由
は
、
も
は
や
意
味
や
価
値
と
結
び
つ
か
ず
、
意
志
か
ら
も
引
離
さ

れ
、
実
存
と
し
て
端
的
に
裸
形
の
ま
ま
で
凝
視
さ
れ
る
に
至
っ
た（
８
）。

　

こ
こ
で
は
「
近
代
」
の
精
神
的
位
相
が
「
人
間
存
在
を
支
え
る
モ
ラ
ル
の
喪
失
、

神
の
死
、
価
値
体
系
の
相
対
化
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
様
相
」
と
描
写
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
表
現
一
つ
を
見
て
も
、
氷
上
に
お
け
る
「
近
代
」
が
、「
理
想
郷
」
と

は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
近
代
的

人
間
」
が
、「
神
的
中
心
」
と
「
無
縁
」
な
「
自
己
主
張
」
を
獲
得
し
た
も
の
の
、

代
り
に
「
人
間
意
志
」
と
そ
れ
に
基
く
「
様
々
な
文
化
的
側
面
」
を
「
教
導
す
る

目
標
」
を
も
喪
っ
て
、
無
制
約
的
・
無
律
法
的
事
態
へ
と
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「
無
記
な
自
由
、
い
ま
だ
価
値
と
も
意
味
と
も
結
び
つ
か
な
い
自
由
」
と
の
表

現
が
含
意
す
る
「
自
由
」
と
は
、「
そ
の
自
由
が
到
達
す
る
結
果
あ
る
い
は
目
的

と
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
」
得
た
類
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、「
何
ら
の
目
標
と

方
向
も
設
定
し
え
な
い
」「
無
の
濃
霧
」
そ
の
ま
ま
の
「
裸
形
の
自
由
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
何
ら
基
準
も
指
針
も
な
い
だ
け
に
、
そ
の
只
中
に
放
逐
さ

れ
て
あ
る
人
間
は
、
い
か
に
行
為
す
べ
き
で
あ
る
か
、
み
ず
か
ら
の
進
む
べ
き
方

向
性
を
全
く
定
め
得
な
い
。
人
間
は
「
無
の
濃
霧
」
の
中
に
孤
独
の
ま
ま
に
棄
て

お
か
れ
、し
か
も
な
す
術
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
ニ
ー
チ
ェ
以
後
」

の
「
近
代
的
人
間
」
に
宿
命
付
け
ら
れ
た
、
苦
し
み
の
第
一
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

既
に
そ
れ
自
体
、
非
常
な
苦
悩
と
言
い
得
る
が
、
昭
和
三
十
年
「
創
造
と
苦
悩
」

と
い
う
論
考
に
お
い
て
「
苦
悩
で
は
な
く
て
、
苦
悩
の
無
意
味
が
こ
れ
ま
で
人
類

に
与
へ
ら
れ
た
最
大
の
呪
詛
で
あ
つ
た
」
（
９
）

と
看
破
す
る
氷
上
の
ま
な
ざ
し
は
、「
い

ま
だ
価
値
と
も
意
味
と
も
結
び
つ
か
な
い
自
由
そ
の
も
の
」
に
放
逐
さ
れ
た
「
近

代
的
人
間
」
の
苦
し
み
を
、
さ
ら
に
加
え
て
「
苦
悩
の
意
味
」
の
喪
失
に
も
見
出

し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
氷
上
は
こ
の
「
創
造
と
苦
悩
」
と
い
う
一
文
で
『
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
依
拠
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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キ
リ
ス
ト
教
的
理
想
が
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
存
在
に
意
味

と
目
標
を
与
へ
て
き
た
。
た
と
へ
ば
「
人
間
は
そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
存

在
す
る
の
か
」
と
い
ふ
問
は
、
解
答
し
能
は
な
い
問
で
あ
つ
て
、
人
間
の

意
志
は
そ
の
た
め
に
い
は
ば
病
気
と
な
つ
た
。
す
べ
て
の
偉
大
な
人
間
の

運
命
も
、
最
期
に
は
「
す
べ
て
は
む
な
し
い
！
空
だ
！
」
と
い
ふ
繰
返
し

が
つ
い
て
ゐ
た
（
例
へ
ば
「
難
波
の
事
も
夢
の
ま
た
夢
」
と
日
本
の
英
雄

も
観
じ
た
）。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
難
問
を
解
い
た
。

即
ち
人
間
の
存
在
に
意
味
を
与
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
苦
悩
に
意
味

を
与
へ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
…
け
れ
ど
も
ニ
ー
チ
ェ
は
「
神
は
死
ん

だ
」
と
云
つ
て
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
の
終
焉
を
宣
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
こ

れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
が
与
へ
て
き
た
人
生
の
意
味
と
価
値
が
消
滅
す
る
こ

と
、
従
つ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
世
紀
が
は
じ
ま
る
こ
と
を
予
言
し
た）

（（
（

。

　
「
人
間
の
存
在
に
意
味
を
与
へ
」「
そ
の
苦
悩
に
意
味
を
与
へ
」
て
き
た
「
キ
リ

ス
ト
教
」
が
「
終
焉
」
を
迎
え
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
以
後
、「『
人
間
は

そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
存
在
す
る
の
か
』
と
い
ふ
問
」
も
ま
た
、「
解
答
し
能
は

な
い
問
」
と
し
て
棄
て
お
か
れ
た
こ
と
を
含
意
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
「
能
動

的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
」
に
て
い
わ
く
「『
神
が
死
ん
だ
』
こ
と
に
よ
つ
て
、
一

切
の
意
味
と
価
値
の
究
極
の
付
与
者
が
失
は
れ
た
以
上
は
、
現
存
す
る
近
代
文
化

の
全
体
系
は
真
の
内
的
生
命
と
最
後
的
統
一
を
失
つ
た
」
と）

（（
（

。
人
間
は
神
と
い
う
、

「
一
切
の
意
味
と
価
値
の
究
極
の
付
与
者
」
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
苦
し
み

多
き
「
現
実
」
を
超
え
出
で
る
超
越
的
な
価
値
・
序
列
を
見
出
す
こ
と
が
、
原
理

的
に
で
き
な
く
な
っ
た
。
か
く
し
て
「
近
代
的
人
間
」
は
、
ニ
ー
チ
ェ
以
後
、「
無

の
濃
霧
」
へ
と
放
逐
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、そ
う
し
た
自
己
の
現
実
に
、何
ら
「
意

味
」
を
見
出
せ
な
く
な
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
無
意
味
の
濃
霧
」
に
ま
で
呻
吟
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
氷
上
は
ニ
ー
チ
ェ
に
拠
り
つ
つ
「
近
代
」
を
見
す
え
る
な
か
で
、

そ
れ
が
人
間
に
「
解
放
」
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
、
二
重
の
苦
悩
を
宿
命
づ
け
る

も
の
と
し
て
、
悲
観
的
に
把
握
し
て
い
た
が
、
氷
上
の
卓
越
し
た
点
は
、「
近
代
」

の
産
物
で
あ
る
「
近
代
自
然
科
学
」
な
ら
び
に
そ
れ
に
基
く
「
近
代
文
明
」
が
、「
産

み
の
親
」
た
る
「
近
代
的
人
間
」
に
、「
幸
福
」
以
上
に
さ
ら
な
る
呻
き
を
も
た

ら
す
と
い
う
、
逆
説
的
な
構
造
を
も
凝
視
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
点
、
短

い
な
が
ら
も
次
の
一
文
は
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
の
暴
力
性
」
の
原
点
を
、
根
源
か

ら
見
通
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　

総
じ
て
実
証
主
義
を
基
盤
と
す
る
近
代
自
然
科
学
も
ま
た
、
そ
れ
が
元

来
目
的
や
価
値
に
無
記
で
あ
る
の
に
、
そ
の
技
術
と
機
械
力
が
主
体
と
な

つ
て
、
逆
に
人
間
勢
力
を
駆
り
た
て
る
こ
と
に
よ
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
趨

勢
に
参
加
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
明
瞭
な
事
実
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
云
ふ

や
う
に
、「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
以
来
人
間
は
中
心
か
ら
Ｘ
の
方
へ
こ
ろ
が
る
」

傾
向
を
押
し
す
す
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

氷
上
に
と
り
「
近
代
自
然
科
学
」
は
単
に
、「
魔
術
か
ら
の
解
放
」
や
そ
の
「
対

価
」
と
し
て
の
「
近
代
文
明
＝
物
質
文
明
」
を
も
た
ら
す
だ
け
の
存
在
で
は
あ
り

え
な
か
っ
た
。
右
の
文
中
、
そ
れ
が
「
元
来
目
的
や
価
値
に
無
記
で
あ
る
の
に
」、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
趨
勢
」
と
い
う
一
定
の
「
方
向
」
を
推
し

進
め
る
営
み
に
「
参
加
し
て
ゐ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
実
が
示
唆
す
る
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よ
う
に
、氷
上
に
お
い
て
「
近
代
自
然
科
学
」
の
本
質
は
、あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
分

析
」
の
対
象
と
な
し
、
そ
の
前
に
い
さ
さ
か
の
「
聖
域
」
を
も
許
さ
ず
、
そ
の
形

式
的
な
「
論
理
」
の
う
ち
に
全
て
を
取
り
込
ま
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
、
ニ
ヒ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
趨
勢
」
を
こ
そ
帯
び
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
洞
察
さ
れ
て
い

た
。

　

し
か
も
「
近
代
自
然
科
学
」
は
「
そ
れ
が
元
来
目
的
や
価
値
に
無
記
で
あ
る
」

だ
け
に
、「
そ
の
技
術
と
機
械
力
が
主
体
と
な
つ
」
た
「
近
代
文
明
」
も
ま
た
同

様
に
、人
間
を
意
味
づ
け
る
究
極
的
な
「
目
的
や
価
値
」
に
つ
き
、原
理
的
に
「
無

記
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
近
代
文
明
」
は
、「
人
間
の
存
在
に

意
味
を
与
へ
」「
そ
の
苦
悩
に
意
味
を
与
へ
」
る
と
い
う
人
格
的
・
実
存
的
な
任

を
負
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
先
に
引
い
た
論
考

「
創
造
と
苦
悩
」
に
お
い
て
、
氷
上
は
「
近
代
文
明
」
を
「
人
間
的
苦
悩
な
ど
は

素
通
り
し
た
近
代
文
明
」）

（（
（

と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
が
こ
の
「
素
通
り
」
な
る
形
容

に
込
め
た
企
図
こ
そ
は
看
取
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

か
く
し
て
「
裸
形
の
自
由
」
と
い
う
「
無
の
濃
霧
」
へ
と
放
逐
さ
れ
る
の
み
な

ら
ず
、
そ
う
し
た
自
己
の
現
実
に
、
何
ら
「
意
味
」
を
見
出
せ
な
い
と
い
う
事
態
、

い
わ
ば
「
無
意
味
の
濃
霧
」
に
呻
吟
さ
せ
ら
れ
て
い
る
ニ
ー
チ
ェ
以
後
の
「
近
代

的
人
間
」
は
、「
人
間
的
苦
悩
な
ど
は
素
通
り
し
た
近
代
文
明
」
に
よ
っ
て
は
救

済
さ
れ
な
い
の
は
自
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
氷
上
は
こ
れ
も「
創
造
と
苦
悩
」

の
中
で
、「
技
術
と
機
械
の
時
代
の
中
で
、
最
も
悩
む
の
は
人
間
的
苦
悩
の
筈
で

あ
る
」）

（（
（

と
主
張
す
る
。「
苦
悩
で
は
な
く
て
、
苦
悩
の
無
意
味
が
こ
れ
ま
で
人
類

に
与
へ
ら
れ
た
最
大
の
呪
詛
で
あ
つ
た
」と
す
る
氷
上
に
と
っ
て
、「
近
代
的
人
間
」

に
も
た
ら
さ
れ
た
危
機
こ
そ
は
、「
人
間
性
統
一
の
根
本
要
請
た
る
神
性
＝
存
在

を
存
在
た
ら
し
め
る
中
心
」
を
喪
っ
た
「
近
代
」
の
試
み
の
、
あ
ま
り
に
も
大
き

な
「
代
価
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た）

（（
（

。

［
３　
「
近
代
超
克
」
へ
の
批
判 

─「
神
観
」
を
め
ぐ
る
思
索
］

　

ニ
ー
チ
ェ
以
後
の
精
神
史
的
宿
命
を
ふ
ま
え
、「
近
代
」
お
よ
び
「
近
代
的
人
間
」

を
危
機
的
に
理
解
し
て
き
た
氷
上
に
お
い
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
日
本
近
代
は
い
か
な

る
も
の
と
把
握
さ
れ
た
の
か
。
既
述
の
と
お
り
、
氷
上
は
「
我
が
国
の
精
神
的
状

況
」
を
「
近
代
」
と
無
縁
な
世
界
と
は
考
え
ず
、
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
様
に
、

「
近
代
」
の
「
精
神
的
危
機
」
に
侵
蝕
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
内
的

連
関
の
詳
細
に
関
し
て
は
別
稿
に
て
論
じ
た
の
で
こ
こ
に
は
繰
り
返
さ
な
い）

（（
（

。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
近
代
世
界
の
精
神
的
危
機
＝
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
、
別

個
の
「
ニ
ヒ
ル
＝
無
」
の
思
想
に
よ
っ
て
「
超
克
」
し
よ
う
と
す
る
「
こ
の
国
の

哲
学
的
動
向
」
に
向
け
、
氷
上
が
根
源
的
な
疑
義
を
呈
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

　

氷
上
は
な
ぜ
こ
の
「
試
み
」
を
問
題
視
し
た
の
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え

ば
、
そ
れ
は
結
局
、「
無
そ
の
も
の
を
拡
充
深
化
し
て
、
却
つ
て
無
的
弁
証
法
に

よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包
ま
う
と
す
る
」
企
て
が
は
ら
む
「
神
観
」
に
か
か
わ

る
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
氷
上
に
お
い
て
、「
近
代
的
人
間
」
の
問
題
は
、

要
す
る
に
、「
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
る
中
心
＝
神
」
を
喪
失
し
た
事
態
に
こ
そ

見
出
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、「
近
代
的
人
間
の
問
題
の
克
服
」
＝
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
克
服
」
の
試
み
は
、
そ
の
よ
う
に
喪
失
さ
れ
た
「
神
」
の
「
回
復
」
如
何
の
問

─ 309 ─



（�）

氷上英廣における近代

題
と
し
て
問
わ
れ
る
の
は
必
然
だ
っ
た
。
事
実
、氷
上
は
敗
戦
直
後
の
論
考「
ニ
ー

チ
ェ
と
近
代
精
神
」
に
お
い
て
「
近
代
は
、
そ
の
解
放
し
た
諸
力
が
何
等
か
の
意

味
で
絶
対
者
と
新
し
い
関
係
に
於
て
結
び
つ
く
ま
で
は
、
未
だ
完
成
に
い
た
ら
ず
、

従
っ
て
超
克
も
起
ら
な
い
」）

（（
（

と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
無
そ
の
も
の
を

拡
充
深
化
し
て
、
却
つ
て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包
ま
う
と
す

る
」
企
て
が
、「
近
代
的
人
間
の
問
題
の
克
服
」
＝
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
」
た

り
得
る
か
否
か
は
、
氷
上
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
企
て
が
持
ち
来
た
す
と
こ
ろ
の

「
神
」
が
、
果
し
て
「
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
る
中
心
」
と
し
て
の
「
神
」
た
り

得
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
神
観
」
如
何
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
は
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
の
点
、
氷
上
の
視
座
は
明
確
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、「
無
そ
の
も
の
を

拡
充
深
化
し
て
、
却
つ
て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包
ま
う
と
す

る
」
企
て
は
必
ず
「
神
秘
主
義
」
に
陥
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
神
秘
主
義
に

お
け
る
「
神
」
は
、
超
越
性
も
人
格
性
も
欠
落
さ
せ
た
、
人
間
次
第
の
恣
意
的
な

「
神
」
に
堕
さ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
「
神
」
は
原
理
的
に
「
絶
対
者
」

た
り
え
な
い
、
す
な
わ
ち
神
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、「
無
そ

の
も
の
を
拡
充
深
化
し
て
、
却
つ
て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包

ま
う
と
す
る
」
企
て
は
、
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
様
な
「
近
代
」
の
「
精
神
的

危
機
」
に
あ
る
日
本
近
代
の
人
々
を
、
到
底
、
救
済
す
る
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。

氷
上
は
こ
う
退
け
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
氷
上
は
先
に
も
引
い
た
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ

ル
ケ
」
の
な
か
で
、
時
代
の
知
的
状
況
を
「
東
洋
的
汎
神
論
の
無
を
無
意
識
的
背

景
に
し
た
」
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

　

伝
統
的
な
東
洋
的
汎
神
論
の
無
を
無
意
識
的
背
景
に
し
た
こ
の
漠
然
た

る
文
学
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト
た
ち
が
、
直
感
の
み
を
武
器
と
し
て
、
近
代
精
神

と
そ
の
文
化
に
対
す
る
錯
覚
的
な
格
闘
は
、
し
ば
し
ば
可
憐
な
戯
画
で
あ

る
。
か
く
も
多
数
の
趣
味
人
の
思
想
と
行
動
の
裏
付
け
と
な
つ
て
い
る
禅

的
無
と
そ
の
神
秘
主
義
は
、
よ
り
明
瞭
な
自
覚
に
も
た
ら
さ
れ
る
必
要
が

あ
ら
う
。
東
洋
に
せ
よ
西
洋
に
せ
よ
、
そ
の
本
質
上
、
美
的
人
間
存
在
は

神
秘
主
義
を
要
請
す
る
。
耽
美
家
は
と
も
す
れ
ば
神
秘
家
に
変
る
。
お
そ

ら
く
い
か
な
る
宗
教
的
信
仰
も
神
秘
主
義
的
側
面
な
し
に
は
成
立
し
得
な

い
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
神
秘
主
義
そ
の
も
の
は
宗
教
で
も
な
け
れ
ば
哲

学
で
も
な
い
。
日
本
人
の
趣
味
的
精
神
に
神
秘
主
義
が
深
く
喰
い
込
ん
だ

こ
と
は
、
そ
の
美
的
生
活
に
お
け
る
伝
統
的
文
化
の
繊
細
な
陰
翳
を
生
ん

だ
が
、
同
時
に
不
必
要
な
混
乱
と
似
而
非
深
刻
性
と
自
己
陶
酔
の
原
因
と

な
つ
て
ゐ
る）

（（
（

。

　

昭
和
二
十
二
年
の
時
点
で
氷
上
が
想
定
す
る
「
文
学
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト
」
が
誰
で

あ
る
の
か
等
々
、
興
味
深
い
表
現
が
散
見
さ
れ
る
が）

（（
（

、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

氷
上
が
「
禅
的
無
と
そ
の
神
秘
主
義
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
禅
的
無
」
を
「
神
秘

主
義
」
と
ほ
ぼ
同
一
に
理
解
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
神
秘
主
義
」
を
「
神
秘

主
義
そ
の
も
の
は
宗
教
で
も
な
け
れ
ば
哲
学
で
も
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
氷
上
に
お
い
て
「
禅
的
無
」
と
「
神
秘
主
義
」
と
は
「
相

即
不
離
」
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
神
秘
主
義
」
の
「
神

観
」
は
、「
宗
教
」
を
称
し
得
な
い
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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然
ら
ば
な
ぜ
氷
上
は
「
神
秘
主
義
」
を
問
題
に
す
る
の
か
。
こ
の
理
由
に
関
し

て
は
、
氷
上
が
そ
う
し
た
「
宗
教
で
も
な
け
れ
ば
哲
学
で
も
な
い
」「
神
秘
主
義
」

の
典
型
と
し
て
、
リ
ル
ケ
の
そ
れ
に
下
し
た
指
摘
が
注
目
さ
れ
て
く
る
。「
ゲ
オ

ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
」
に
お
い
て
氷
上
が
注
意
す
る
の
は
「
リ
ル
ケ
の
神
は
『
神
秘
的
』

で
あ
る
」）

（（
（

が
、「
そ
の
神
秘
主
義
は
た
と
え
ば
パ
ウ
ロ
や
そ
の
後
継
者
た
ち
の
持

つ
神
秘
主
義
と
は
、
全
く
類
を
異
に
し
て
い
る
」）

（（
（

と
い
う
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
わ
く
「
パ
ウ
ロ
で
は
そ
の
究
極
目
標
は
つ
ね
に
キ
リ
ス
ト
の
充
溢
に
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
無
差
別
的
で
流
動
的
な
神
性
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」）

（（
（

が
、
リ
ル
ケ
の
そ
れ
は
「
美
的
人
間
存
在
に
本
質
的
な
不
安
と
懐
疑
と
憧
憬
が
織

り
出
し
た
詩
的
影
像
の
神
秘
主
義
、
美
的
神
秘
主
義
で
あ
る
」）

（（
（

と
。

　

こ
こ
で
氷
上
が
リ
ル
ケ
に
比
し
て
パ
ウ
ロ
を
取
り
上
げ
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の

「
集
中
」
を
強
調
し
て
い
る
事
実
は
興
味
深
い
。
氷
上
は
リ
ル
ケ
の
ご
と
き
「
美

的
人
間
存
在
」
が
「
織
り
出
し
た
」「
神
」
の
決
定
的
問
題
点
と
し
て
、
そ
れ
が

パ
ウ
ロ
と
違
い
「
キ
リ
ス
ト
」
す
な
わ
ち
「
仲
保
者
」
を
「
無
用
」
と
し
て
い
る

側
面
を
重
視
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

美
的
人
間
存
在
が
そ
れ
自
ら
の
自
律
的
根
源
か
ら
誕
生
せ
し
め
る
神
は
、

芸
術
家
に
直
接
結
ば
れ
て
、
そ
の
間
な
ん
ら
仲
保
者
の
ご
と
き
を
要
し
な

い
。
ゲ
オ
ル
ゲ
に
お
い
て
は
、
仲
保
者
は
外
な
ら
ぬ
彼
自
身
で
あ
る
。
リ

ル
ケ
の
場
合
に
も
、
キ
リ
ス
ト
は
終
始
無
用
な
も
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
に

お
い
て
仲
保
的
な
も
の
は
、
強
ひ
て
求
め
れ
ば
「
物
」、
彼
が
特
有
な
意

味
を
常
に
付
与
し
て
ゐ
る
「
物
」
で
あ
る
。）

（（
（

　

氷
上
の
こ
の
洞
察
は
、「
神
観
」
の
問
題
と
し
て
重
要
な
指
摘
を
含
ん
で
い
る
。

と
い
う
の
も
神
が
「
神
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
絶
対
者
が
「
絶
対
者
」
で

あ
る
な
ら
ば
、
人
間
は
相
対
者
に
過
ぎ
な
い
だ
け
に
、
絶
対
者
の
前
に
立
つ
こ
と

な
ど
、
そ
れ
こ
そ
絶
対
に
能
わ
な
い
。
相
対
者
は
絶
対
者
に
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
こ
そ
相
対
者
な
の
で
あ
り
、
絶
対
者
は
相
対
者
を
圧
倒
・
否
定
す
る

か
ら
こ
そ
─
「
対
」
を
「
絶
す
る
」
が
ゆ
え
に
こ
そ
─
絶
対
者
な
の
で
あ
る）

（（
（

。
相

対
者
た
る
人
間
が
、
神
と
対
峙
す
る
の
に
「
キ
リ
ス
ト
」
を
、「
仲
保
者
」
を
、

必
死
に
も
要
す
る
ゆ
え
ん
は
─
ま
た
絶
対
者
が
絶
対
者
で
あ
る
ゆ
え
に
、
み
ず
か

3

3

3

ら
自
己
を
否
定

3

3

3

3

3

3

し
て
「
仲
保
者
」
を
備
え
る
ゆ
え
ん
は
─
実
に
こ
の
点
に
こ
そ
存

す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
リ
ル
ケ
の
「
神
」
は
、
相
対
者
た
る
人
間
と
「
直
接

結
ば
れ
て
、
そ
の
間
な
ん
ら
仲
保
者
の
ご
と
き
を
要
し
な
い
」。
こ
の
事
実
は
リ

ル
ケ
の
「
神
」
が
、
相
対
者
た
る
人
間
を
圧
倒
し
屈
服
さ
せ
る
神
、
ま
さ
に
絶
対

者
と
し
て
の
超
越
性
・
他
者
性
を
兼
ね
備
え
た
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
逆

照
射
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
氷
上
が
リ
ル
ケ
の
「
神
秘
主
義
」

な
ら
び
に
「
神
」
の
問
題
性
を
、「
仲
保
者
」
の
不
在
に
こ
そ
求
め
て
い
る
こ
と
は
、

誠
に
慧
眼
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
氷
上
は
か
か
る
「
神
観
」
の
問
題
性
を
、
リ
ル
ケ
『
祈
祷
書
』
に
こ
と

よ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
祈
祷
書
」
の
神
は
暗
く
あ
る
。
詩
人
も
ま
た
暗
く
あ
る
。
こ
の
共
通

の
深
き
基
底
で
あ
る
暗
黒
に
よ
つ
て
詩
人
は
神
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。

神
は
巣
か
ら
落
ち
た
弱
い
雛
の
や
う
で
あ
る
。
…
つ
ま
り
我
々
の
実
存
的

不
安
を
、
リ
ル
ケ
は
逆
に
絶
対
者
の
方
に
押
し
や
る
の
で
あ
る
。
か
う
し

て
絶
対
者
を
不
安
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
々
も
一
層
不
安
に
な
り
、
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一
層
の
宗
教
的
雰
囲
気
を
醸
成
す
る
と
い
ふ
方
法
で
あ
る
。
弱
き
神
の
主

題
は
し
ば
し
ば
出
て
来
る
。
ニ
イ
チ
エ
は
「
神
は
死
ん
だ
」
と
云
つ
た
。

リ
ル
ケ
は
「
神
は
使
ひ
耗
ら
さ
れ
た
過
去
の
も
の
だ
」
と
云
つ
た
。
ニ
イ

チ
エ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
道
徳
主
義
に
転
じ
て
、
神
は
安
死
術
の
死
を
遂

げ
て
ゆ
く
、
と
見
た
の
を
、
リ
ル
ケ
は
そ
の
神
の
瀕
死
状
態
の
不
安
を
、

自
己
の
美
的
存
在
的
不
安
と
交
流
・
交
錯
さ
せ
て
詩
的
旋
律
に
乗
せ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
か
く
の
如
く
し
て
神
に
近
づ
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
逆
に

絶
対
者
の
方
が
彼
に
依
存
す
る
と
い
ふ
関
係
と
同
じ
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。

　

注
目
す
べ
き
は
最
後
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
リ
ル
ケ
の
「
神
」
が
、
人
間

に
「
依
存
す
る
」「
弱
き
」
存
在
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に

先
の
引
用
に
現
れ
た
ゲ
オ
ル
ゲ
の
場
合
、「
神
」
は
「
マ
ク
シ
ー
ミ
ン
と
い
ふ
匿

れ
た
名
で
呼
ば
れ
る
夭
折
し
た
人
物
」）

（（
（

＝
「
現
人
神
」）

（（
（

で
あ
り
、
曲
が
り
な
り

に
も
人
間
が
「
依
存
」
し
う
る
「
人
格
的
存
在
」
で
は
あ
っ
た）

（（
（

。
し
か
し
氷
上
に

よ
れ
ば
、
リ
ル
ケ
の
「
神
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
が
「
依
存
」
し
得
る
ど
こ

ろ
か
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
人
間
に
「
依
存
」
し
て
く
る
「
神
」
で
あ
り
、
か
つ
、

人
間
に
「
直
接
結
ば
れ
」
て
し
ま
う
「
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
マ
ク
シ
ー
ミ
ン
さ

な
が
ら
の
擬
似
的
「
人
格
」
で
さ
え
も
な
く
、「
自
己
の
美
的
存
在
的
不
安
と
交
流
・

交
錯
さ
せ
て
詩
的
旋
律
に
乗
せ
」
ら
れ
た
「
宗
教
的
雰
囲
気
」
そ
れ
自
体
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
に
在
る
の
は
絶
対
者
と
し
て
の
超
越
性
お
よ
び
人
格

性
を
完
全
に
欠
落
さ
せ
た
、「
人
間
次
第
」
の
「
神
」
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
氷
上
は
リ
ル
ケ
の
「
私
が
死
ん
だ
ら
、
神
様
、
あ
な
た
は
ど

う
な
さ
り
ま
す
」「
私
と
と
も
に
あ
な
た
の
意
味
は
失
は
れ
る
」）

（（
（

と
の
一
節
を
と

ら
え
、「
遂
に
父
と
子
の
関
係
は
逆
転
し
、
人
間
に
よ
つ
て
神
が
造
ら
れ
る
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。
神
は
伽
藍
で
あ
つ
て
我
々
は
そ
れ
を
築
く
。
人
間
が
神
の
似
姿

で
な
く
て
、
神
が
人
間
の
似
姿
と
な
る
。
神
の
国
は
我
々
と
と
も
に
熟
す
る
」）

（（
（

と
、

そ
の
倒
錯
し
た
「
神
観
」
を
批
判
し
て
い
る
が
、そ
の
よ
う
な
「
宗
教
的
雰
囲
気
」

と
し
て
の
「
神
」
と
の
「
邂
逅
」
が
、
ゲ
オ
ル
ゲ
と
マ
ク
シ
ー
ミ
ン
の
「
神
的
邂

逅
」
同
様
に
、「
真
の
人
間
の
救
済
で
は
な
く
」、
せ
い
ぜ
い
「
自
己
陶
酔
」
し
か

も
た
ら
さ
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
る）

（（
（

。

　

そ
し
て
氷
上
が
「
禅
的
無
」
を
問
題
に
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
「
無
そ
の
も
の

を
拡
充
深
化
し
て
、
却
つ
て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包
ま
う
と

す
る
」
企
て
に
疑
義
を
唱
え
る
の
は
、実
に
「
神
秘
主
義
」
の
こ
う
し
た
「
神
観
」、

す
な
わ
ち
人
間
に
「
依
存
」
し
て
く
る
「
神
」、
人
間
に
「
直
接
結
ば
れ
」
て
し

ま
う
「
神
」
へ
の
批
判
的
理
解
に
基
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
敗
戦
直

後
の
論
考
「
人
格
的
な
る
も
の
」
と
い
う
一
文
中
、
次
の
一
節
が
示
唆
的
で
あ
る
。

　

私
が
想
ひ
出
す
の
は
、
戦
争
の
始
ま
っ
た
前
後
で
あ
つ
た
と
思
ふ
が
、

禅
が
さ
な
が
ら
新
し
い
魅
力
の
や
う
に
知
識
人
に
作
用
し
だ
し
た
頃
、
い

ま
は
故
人
と
な
ら
れ
た
一
高
の
岩
本
禎
先
生
が
「
禅
は
責
任
を
取
ら
ん
か

ら
い
か
ん
」
と
云
っ
て
居
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
禅
的
な
訓
練
が
な
に
か

実
存
的
な
活
力
を
培
う
こ
と
は
わ
か
る
や
う
に
思
ふ
が
、
そ
れ
が
ま
た
責

任
意
識
一
般
を
解
除
す
る
か
ど
う
か
私
に
は
断
定
す
る
力
が
な
い
が
、
禅

の
神
秘
主
義
の
志
向
す
る
も
の
は
、
西
洋
的
な
人
格
の
責
任
観
念
と
は
す

こ
ぶ
る
違
つ
た
も
の
で
あ
る
や
う
に
想
は
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
禅
的
な
東

洋
的
無
を
根
底
に
お
い
た
意
識
は
日
本
人
の
ア
ニ
マ
の
重
要
な
底
流
の
一
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つ
で
あ
る
や
う
に
私
に
は
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。）

（（
（

　

氷
上
が
こ
こ
で
「
禅
の
神
秘
主
義
」
を
批
判
す
る
に
あ
た
り
、「
責
任
観
念
」

を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
氷
上
の
「
理
解
」
を
前
提

と
す
る
限
り
、「
神
秘
主
義
」
の
「
神
」
と
い
う
も
の
は
、
既
述
の
と
お
り
、
相

対
者
た
る
人
間
と
「
直
接
結
ば
れ
て
、
そ
の
間
な
ん
ら
仲
保
者
の
ご
と
き
を
要
し

な
い
」
存
在
、す
な
わ
ち
人
間
に
「
依
存
す
る
」「
人
間
次
第
」
の
「
神
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
人
間
に
対
し
圧
倒
的
に
現
在
す
る
人
格
的
他
者
と
は
原
理
的
に
異
な
る
だ

け
に
、
そ
う
し
た
「
神
」
と
人
間
と
の
間
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
張
り
詰
め
た
実

存
と
は
対
極
の
、無
制
約
的
・
無
律
法
的
な
関
係
性
し
か
生
じ
得
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
人
間
が
「
禅
」
を
と
お
し
て
何
ら
か
「
絶
対
者
＝
神
」
と
の
関
係
に
入
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
「
絶
対
者
」
が
所
詮
、
人
間
と
「
直
接
結
ば
れ
て
、
そ
の
間
な

ん
ら
仲
保
者
の
ご
と
き
を
要
し
な
い
」
存
在
、人
間
に
「
依
存
す
る
」「
人
間
次
第
」

の
「
神
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
神
」
に
は
絶
対
者
と
し
て
の
超
越
性

お
よ
び
人
格
性
が
欠
落
し
て
い
る
だ
け
に
、
関
係
す
る
人
間
に
峻
厳
な
る
責
任
意

識
を
惹
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
、
氷
上
が
こ
こ
で
「
禅
」
を
問
題
に
す
る
に
つ
き
、「
一
高
の
岩

本
禎
先
生
が
『
禅
は
責
任
を
取
ら
ん
か
ら
い
か
ん
』
と
云
っ
て
居
ら
れ
た
」
と
回

想
し
、
そ
れ
へ
の
共
感
を
示
し
て
い
る
事
実
は
、
氷
上
に
お
け
る
「
禅
」
批
判
が
、

「
神
秘
主
義
」
同
様
、人
間
と
の
無
制
約
的
・
無
律
法
的
関
係
を
帰
結
す
る
そ
の
「
神

観
」
に
基
く
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、

氷
上
が
こ
の
論
考
の
別
の
箇
所
に
お
い
て
、「
人
格
は
人
格
的
絶
対
者
た
る
神
と

の
直
接
な
つ
な
が
り
を
め
ぐ
つ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
格
的
絶
対
者
に
対

し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
個
々
の
魂
が
ど
こ
ま
で
も
責
任
を
負
ふ
と
い
う
深
刻
な
意
識

が
、
人
格
を
人
格
た
ら
し
め
る
」）

（（
（

と
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
田
辺
元
を
意

識
し
て
で
あ
ろ
う
、「
人
格
的
絶
対
者
の
神
を
持
た
な
い
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学

と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
成
立
つ
か
ど
う
か
す
こ
ぶ
る
可
疑
的
で
あ
る
」）

（（
（

と
述
べ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
同
じ
年
の
別
の
座
談
会
「
パ
ス
カ
ル
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
ニ
ー

チ
ェ
」
に
て
も
、
禅
に
対
し
て
「
実
存
的
な
活
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
」）

（（
（

と
一
定
の
評
価
を
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
「
人
格
的
な
絶
対
者
と
い
う
者
の
前
で
、

個
人
の
魂
が
責
任
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
」）

（（
（

、
人
間
に
「
人
格
性
と
い

う
も
の
が
結
局
た
た
な
い
」）

（（
（

「
こ
れ
は
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
だ
と
思
う
」）

（（
（

と

発
言
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
い
ず
れ
も
、
上
記
の
読
み
の
根
拠
た
り

う
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
神
観
」
を
め
ぐ
る
氷
上
の
こ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
直
接
的
に
は
リ
ル
ケ
や

禅
の
「
神
秘
主
義
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
射
程
は
両
者
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
氷
上
が
こ
こ
で
絶
対
者
の
「
絶
対
者
」
た
る
ゆ
え
ん
と
し
て
、
超

越
性
と
人
格
性
を
強
調
し
、
そ
う
し
た
神
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
の
責

任
意
識
が
成
立
す
る
と
指
摘
し
た
こ
と
は
、「
過
ぎ
去
っ
た
思
想
家
」の「
過
ぎ
去
っ

た
指
摘
」
な
ど
で
は
断
じ
て
な
く
、
お
よ
そ
「
近
代
」
お
よ
び
「
近
代
的
人
間
」

の
問
題
が
、
要
す
る
に
「
神
＝
絶
対
者
」
と
人
間
と
の
関
係
性
に
集
約
さ
れ
て
い

く
も
の
で
あ
る
以
上
、「
近
代
超
克
」
の
試
み
に
関
与
す
る
す
べ
て
の
思
想
的
営

為
に
と
っ
て
、
今
後
も
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
続
け
る
は
ず
で
あ
る
。
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［
４　

お
わ
り
に
］

　

以
上
、
氷
上
は
な
ぜ
「
近
代
世
界
」
を
「
精
神
的
危
機
」
に
あ
る
も
の
と
し
て

把
握
し
た
の
か
、
ま
た
、
氷
上
は
な
ぜ
「
無
そ
の
も
の
を
拡
充
深
化
し
て
、
却
つ

て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的
宇
宙
を
押
包
ま
う
と
す
る
」
試
み
を
、「
近
代

世
界
の
精
神
的
危
機
」
と
の
関
係
で
問
題
視
し
た
の
か
、
こ
れ
ら
二
点
を
中
心
に

考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
最
後
に
今
後
の
課
題
と
し
て
二
つ
の
論
点
に
言
及
し
、

こ
の
さ
さ
や
か
な
一
文
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
本
稿
で
跡
づ
け
た
氷
上
の
見
方
に
対
し
て
は
、「
禅
の
神
秘
主
義
」
な
い

し
は
「
無
そ
の
も
の
を
拡
充
深
化
し
て
、
却
つ
て
無
的
弁
証
法
に
よ
つ
て
精
神
的

宇
宙
を
押
包
ま
う
と
す
る
」
立
場
か
ら
す
る
反
批
判
、特
に
氷
上
に
お
け
る
「
禅
」

理
解
の
妥
当
性
や
、
そ
の
「
神
観
」
の
「
人
格
性
」
把
握
を
め
ぐ
り
、
深
い
議
論

が
成
り
立
ち
得
る）

（（
（

。
そ
の
ほ
か
氷
上
が
「
禅
的
無
」
と
リ
ル
ケ
の
「
神
秘
主
義
」

と
を
「
同
一
視
」
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
り
え
よ
う
。

　

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
と
関
連
し
、
氷
上
同
様
ニ
ー
チ
ェ
を
論
じ
、「
近
代

の
超
克
」
を
根
源
的
に
論
じ
た
思
想
家
と
し
て
西
谷
啓
治
の
存
在
が
思
い
起
こ
さ

れ
る）

（（
（

。
氷
上
が
『
ニ
ー
チ
ェ　

運
命
と
意
志
』
を
出
版
し
た
昭
和
二
十
四
年
、
同

じ
く
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』）

（（
（

を
公
刊
し
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
も
か
か
わ
っ
た

西
谷
の
存
在
は
、
当
時
、
同
じ
く
ニ
ー
チ
ェ
に
取
り
組
ん
で
い
た
氷
上
の
意
識
に

当
然
な
が
ら
上
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
逆
に
、
敗
戦
と
い
う
事
態

を
く
ぐ
り
抜
け
つ
つ
思
索
し
た
、
西
谷
ら
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
お
そ
ら
く
双
方
の
間
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
論
じ
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
そ
の
克
服

の
問
題
を
考
え
抜
い
た
「
同
時
代
人
」
と
し
て
、あ
る
種
の
「
思
想
的
緊
張
関
係
」

が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

（（
（

。
こ
の
点
を
意
識
し
て
両
者
の
業
績
を
読
み

直
す
と
き
、
戦
後
日
本
思
想
史
は
、「
絶
対
者
＝
神
」
を
め
ぐ
っ
て
営
ま
れ
た
根

源
的
な
思
索
の
軌
跡
と
し
て
、
新
た
な
叙
述
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
だ
け
に
、
他

日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

［
注
］

（
１
） 

近
年
、
竹
山
道
雄
を
論
じ
た
作
品
と
し
て
は
、
馬
場
公
彦
『
ビ
ル
マ
の
竪

琴
を
め
ぐ
る
精
神
史
』（
法
政
大
学
出
版
局
、二
〇
〇
四
年
）、大
原
祐
治
『
文

学
的
記
憶
・
一
九
四
〇
年
前
後　

昭
和
期
文
学
と
戦
争
の
記
憶
』（
翰
林
書

房
、
二
〇
〇
六
年
。
特
に
第
五
章
「
戦
争
の
記
憶
／
戦
後
の
語
り
方
」）
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
竹
山
論
」
に
関
し
て
は
、
比
較
的
最
近
の
も
の
が

散
見
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
「
戦
後
日
本
思
想
史
」
を
「
網
羅
」
し
た
感
の

あ
る
小
熊
英
二
『〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉　

戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
公
共
性
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
も
、
竹
山
は
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
氷
上
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

（
２
） 
氷
上
英
廣
「
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
」、『
思
潮
』
第
五
号
、
昭
和

二
十
二
年
十
一
月
、
昭
森
社
（
氷
上
『
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
』、
創
元
社
、
昭

和
二
十
三
年
、
三
四
～
三
五
頁
）。
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（
３
） 

氷
上
は
日
本
近
代
の
精
神
的
位
相
を
、「
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
る
中
心
」

（
氷
上
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
─
芸
術
家
と
神
の
問
題
─
」、『
高
原
』
第
四
輯
、

鳳
文
書
林
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
［
氷
上
『
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
話
』、
岩
波

書
店
、
一
九
八
八
年
、
八
九
頁
］）
を
喪
っ
た
時
代
＝
「
近
代
」
の
「
苦
悩
」

が
刻
印
さ
れ
た
世
界
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
へ
と
至
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史

を
ふ
ま
え
て
読
解
し
た
だ
け
に
、日
本
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
超
国
家
主
義
」

の
求
心
力
を
、
日
本
の
「
前
近
代
性
」
や
「
封
建
制
」
に
の
み
帰
着
さ
せ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

 
 

　

日
本
近
代
の
問
題
群
を
「
神
＝
絶
対
者
」
の
「
不
在
」
を
め
ぐ
る
精
神

史
と
し
て
考
察
し
た
氷
上
の
一
面
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
氷
上
英
廣
の
近

代
批
判
」（『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
四
号
、
聖
学
院
大

学
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
三
月
刊
行
予
定
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、

内
容
上
の
必
要
性
か
ら
、
本
稿
の
叙
述
と
一
部
重
な
る
箇
所
が
あ
る
。

（
４
） 

前
掲
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
─
芸
術
家
と
神
の
問
題
─
」、
八
九
頁
。

（
５
） 

氷
上
「
ゲ
ー
テ
と
ニ
ー
チ
ェ
」、『
ゲ
ー
テ
と
現
代
─
ゲ
ー
テ
生
誕
二
百
周

年
記
念
論
文
集
』、
講
談
社
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
（
同
右
、
一
二
頁
）。

（
６
） 

前
掲
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
─
芸
術
家
と
神
の
問
題
─
」、
八
九
頁

（
７
） 

氷
上
『
ニ
イ
チ
ェ　

運
命
と
意
志
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
四
年
、
一
八
五

～
一
八
六
頁
）。

（
８
） 

同
右
「
サ
ル
ト
ル
の
『
蝿
』」、（『
人
間
』
第
六
巻
一
号
、
目
黒
書
店
、
昭

和
二
十
六
年
一
月
、
一
七
二
～
一
七
三
頁
）。

（
９
） 

同
右
「
創
造
と
苦
悩
─
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
教
え
る
も

の
─
」（『
新
論
』
第
一
巻
第
二
号
、
新
論
社
、
昭
和
三
十
年
七
月
、
四
二
頁
）。

（
�0
） 

同
右
（
同
右
、
四
二
～
四
三
頁
）。

（
��
） 

前
掲
「
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
」（
前
掲
『
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
』、

五
一
頁
）。

（
��
） 

同
右
（
同
右
、
三
四
頁
）。

（
�3
） 

前
掲
「
創
造
と
苦
悩
」、
四
四
頁
。

（
�4
） 

同
右
。

（
��
） 

氷
上
に
お
い
て
、「
近
代
」
お
よ
び
「
近
代
的
人
間
」
は
ニ
ー
チ
ェ
の
視
座

に
依
拠
し
つ
つ
批
判
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
自
身
は
ニ
ー
チ
ェ
と
異

な
っ
て
、「
近
代
」
の
「
到
達
点
」
の
一
つ
で
あ
る
そ
の
政
治
形
態
な
ら
び

に
理
念
ま
で
退
け
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
（
３
）
の
拙
稿
お
よ
び
後
掲
（
��
）
を
参
照
の
こ
と
。

 
 

　

と
こ
ろ
で
氷
上
は
昭
和
二
十
三
年
の
論
考
「
パ
ス
カ
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
」

に
お
い
て
、「
ニ
ー
チ
ェ
の
見
方
は
、
現
代
の
主
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な

思
想
家
が
、
近
代
の
無
宗
教
性
に
よ
る
人
間
存
在
の
危
機
を
警
告
し
、
ひ

い
て
近
代
そ
の
も
の
の
終
焉
を
予
想
す
る
の
と
、
あ
る
点
ま
で
符
節
を
一

に
す
る
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
氷
上
「
パ
ス
カ
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
」、

『
仏
蘭
西
文
学
研
究
Ⅰ　

モ
ラ
リ
ス
ト
研
究
』、
玄
理
社
、
昭
和
二
十
三
年

四
月
［
前
掲
『
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
』、
一
七
五
頁
］）。
し
か
し
「
カ
ト
リ
ッ

ク
的
な
思
想
家
」
と
の
そ
う
し
た
類
似
性
は
、
何
よ
り
も
氷
上
自
身
に
当

て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
文
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
氷
上
は
確
か

に「
近
代
の
超
克
」の
課
題
を
、「
絶
対
者
と
新
し
い
関
係
に
於
て
結
び
つ
く
」
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こ
と
に
求
め
て
い
た
。
し
か
し
「
現
代
の
主
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思

想
家
」
も
、
決
し
て
「
中
世
」
へ
の
単
純
な
「
回
帰
」
を
唱
え
た
わ
け
で

な
く
、
そ
の
意
味
で
「
絶
対
者
と
新
し
い
関
係
に
於
て
結
び
つ
く
」
こ
と

を
度
外
視
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
、
か
の
座
談
会
「
近
代
の

超
克
」
に
参
加
し
た
一
人
が
、「
現
代
の
」「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思
想
家
」

で
あ
る
吉
満
義
彦
で
あ
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
吉
満
が
座
談
会
に

先
立
っ
て
寄
稿
し
た
「
近
代
超
克
の
神
学
的
根
拠
」
に
よ
れ
ば
、
吉
満
の

志
向
す
る
「『
新
し
き
中
世
』
と
は
中
世
の
個
々
契
機
に
よ
り
は
、
正
し
く

言
つ
て
、
中
世
を
通
じ
て
志
向
さ
れ
而
も
実
現
さ
れ
な
か
つ
た
形
而
上
統

一
の
理
念
を
、
不
可
能
な
る
無
意
味
な
る
歴
史
的
中
世
へ
の
逆
行
に
お
い

て
で
は
な
く
、
新
し
き
時
代
の
課
題
と
し
て
探
究
す
る
所
に
語
ら
れ
、
よ

り
内
面
的
に
主
体
的
に
『
新
し
き
秩
序
』
と
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
（「
近
代
超
克
の
神
学
的
基
礎
」、『
文
学
界
』

昭
和
十
七
年
九
月
［『
吉
満
義
彦
全
集
』
第
一
巻
、講
談
社
、昭
和
五
十
九
年
、

二
〇
一
～
二
〇
二
頁
］）。
こ
の
闡
明
を
、
右
論
文
の
結
論
部
分
「
近
代
超

克
の
問
題
は
所
詮
『
如
何
に
し
て
近
代
人
は
神
を
見
出
す
か
』
の
問
題
に

帰
す
る
」（
前
掲
書
、
二
〇
七
頁
）
と
の
指
摘
と
併
せ
読
む
な
ら
ば
、
氷
上

の
視
座
と
「
現
代
の
」「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思
想
家
」
の
そ
れ
と
の
間
に
、

興
味
深
い
「
共
通
点
」
が
浮
上
す
る
の
を
認
め
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。

こ
の
点
の
展
望
に
関
し
て
も
（
３
）
の
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。

（
��
） 

（
３
）
の
拙
稿
参
照
。

（
��
） 

氷
上
「
ニ
ー
チ
ェ
と
近
代
精
神
」、『
人
間
』
第
一
巻
十
一
号
、
鎌
倉
文
庫
、

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
（
前
掲
『
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
』、
一
四
頁
）。
な
お

こ
の
表
現
は
、
氷
上
の
「
近
代
」
観
を
考
察
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
興
味

深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
述
で
き
な
い
が
、
さ
ら

な
る
論
点
を
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
�8
） 

前
掲
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
」（
前
掲
『
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
話
』、
九
〇
～

九
一
頁
）

（
�9
） 

「
直
感
の
み
を
武
器
と
し
て
、
近
代
精
神
と
そ
の
文
化
に
対
す
る
錯
覚
的
な

格
闘
」
を
な
す
「
漠
然
た
る
文
学
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト
」
と
は
興
味
深
い
表
現

で
あ
る
。「
近
代
の
超
克
」
に
参
加
し
た
亀
井
勝
一
郎
や
小
林
秀
雄
、
ま
た

氷
上
よ
り
一
歳
年
上
の
保
田
與
重
郎
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
手
厳
し
い
言
葉
で
あ
る
が
、
一
方
、
氷
上
は
第
一
高

等
学
校
文
芸
部
以
来
の
友
人
で
も
あ
る
中
島
敦
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。

こ
の
対
照
的
な
評
価
の
事
実
は
、
氷
上
の
精
神
の
あ
り
よ
う
を
如
実
に
照

射
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
�0
） 

前
掲
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
」（
前
掲
『
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
話
』、
九
七
頁
）。

（
��
） 

同
右
。

（
��
） 

同
右
。

（
�3
） 

同
右
。

（
�4
） 

同
右
（
同
右
、
九
七
～
九
八
頁
）。

（
��
） 
こ
う
し
た
絶
対
者
理
解
に
関
し
て
は
、
量
義
治
『
宗
教
哲
学
入
門
』
第

十
二
章
「
絶
対
者
の
問
題
」（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
初
版
は

同
『
宗
教
の
哲
学
』、
財
団
法
人
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
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聖学院大学論叢　第��巻　第２号

お
よ
び
関
根
清
三
『
旧
約
聖
書
と
哲
学　

現
代
の
問
い
の
な
か
の
一
神
教
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
に
収
め
ら
れ
た
同
「
旧
約
的
一
神
教
の
再
構

築
─
旧
約
学
と
哲
学
と
の
対
話
か
ら
」（『
日
本
の
神
学
』、
日
本
基
督
教
学

会
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）、
同
「
イ
サ
ク
献
供
の
哲
学
的
解
釈
」（『
旧
約
学

会
雑
誌
』
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
十
月
）
の
二
論
文
に
示
唆
を
受
け
た
。

（
��
） 

前
掲
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
」、（
前
掲
『
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
話
』、
九
八
頁
）

（
��
） 

同
右
（
同
右
、
九
三
頁
）

（
�8
） 

同
右
（
同
右
、
九
五
頁
）

（
�9
） 

ゲ
オ
ル
ゲ
が
見
出
し
た
「
マ
ク
シ
ー
ミ
ン
」
＝
擬
似
的
「
神
」
は
、
な
る

ほ
ど
「
人
格
的
」
で
は
あ
る
が
、
人
間
に
よ
っ
て
「
捏
造
」
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
だ
け
に
、「
創
造
者
」
た
る
当
の
人
間
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
他
者
性
・

超
越
性
は
原
理
的
に
持
ち
得
な
い
。
逆
に
そ
の
存
在
の
根
底
に
、
人
間
に

よ
る
「
存
在
回
復
」
へ
の
希
求
が
お
か
れ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
「
神
」

に
は
お
の
ず
か
ら
、
人
間
の
願
望
や
憧
憬
、
自
然
的
な
欲
望
が
忍
び
込
む

こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
現
象
す
る
「
神
」
は
、
人
間
を
し
て
「
砕
か
れ

た
魂
」
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
超
越
的
人
格
神
で
は
な
く
て
、
逆
に
、「
神
」

を
「
笠
に
着
た
」
自
己
肯
定
・
自
己
絶
対
化
を
可
能
な
ら
し
め
る
、
い
わ

ば
人
間
の
「
方
便
」
と
し
て
の
「
神
」
を
こ
そ
導
か
ず
に
お
か
な
い
。
そ

の
よ
う
な
「
神
」
の
も
と
、
欲
望
自
然
主
義
に
立
脚
し
た
即
物
的
「
宗
教
」

と
そ
の
「
集
団
」
が
出
現
す
る
の
は
、
け
だ
し
当
然
で
あ
っ
た
。
氷
上
の

岳
父
・
南
原
繁
の
「
ゲ
オ
ル
ゲ
（
派
）
批
判
」（
南
原
「
プ
ラ
ト
ー
ン
復
興

と
現
代
国
家
哲
学
の
問
題
」、『
国
家
学
会
雑
誌
』
五
〇
巻
九
号
、
昭
和

十
一
年
（
同
『
国
家
と
宗
教
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、

昭
和
十
七
年
、
後
に
『
南
原
繁
著
作
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和

四
十
七
年
）
に
も
通
ず
る
氷
上
の
視
座
に
関
し
て
は
、（
３
）
の
拙
稿
を
参

照
の
こ
と
。

（
30
） 

前
掲
「
ゲ
オ
ル
ゲ
と
リ
ル
ケ
」（
前
掲
『
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
話
』、
九
八
～

九
九
頁
）

（
3�
） 

同
右
（
同
右
、
九
九
頁
）

（
3�
） 

こ
う
し
た
リ
ル
ケ
批
判
は
、
氷
上
自
身
の
「
精
神
史
的
総
括
」
を
も
意
味

し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
文
で
も
触
れ
た
座
談
会「
パ
ス
カ
ル
・
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
ニ
ー
チ
ェ
」
の
中
で
氷
上
は
リ
ル
ケ
を
「
あ
の
背
景
に
あ

る
も
の
は
、
僕
に
は
や
は
り
信
仰
的
な
も
の
よ
り
も
、
美
的
な
も
の
に
思

わ
れ
ま
す
ね
」（
前
田
陽
一
、
氷
上
英
廣
、
矢
内
原
伊
作
「
パ
ス
カ
ル
・
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
ニ
ー
チ
ェ
」［『
独
立
』
第
九
号
、
昭
和
書
院
、
昭
和

二
十
四
年
八
月
、
六
〇
頁
］）
と
批
判
し
つ
つ
、「
わ
れ
わ
れ
若
い
時
非
常

に
共
感
し
た
も
の
で
す
よ
」（
同
右
）
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
氷
上
は
第

一
高
等
学
校
時
代
に
「
平
野
と
天　

リ
ル
ケ
の
観
照
性
」
と
題
し
た
、
耽

美
的
な
文
体
で
綴
ら
れ
た
論
考
を
も
の
し
て
い
る
（『
第
一
高
等
学
校
校
友

会
雑
誌
』
三
二
四
号
、
昭
和
四
年
十
月
）。
氷
上
の
こ
う
し
た
原
初
の
志
向

性
を
、
昭
和
四
年
と
い
う
時
代
と
重
ね
つ
つ
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
個

性
を
照
射
す
る
手
が
か
り
に
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
33
） 
氷
上
「
人
格
的
な
る
も
の
」（『
基
督
教
文
化
』
第
三
十
七
号
、
新
教
出
版
社
、

昭
和
二
十
四
年
六
月
、
一
三
頁
）。
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（
34
） 

同
右
（
同
右
、
九
頁
）。

（
3�
） 

同
右
（
同
右
、
一
一
頁
）。

（
3�
） 
前
掲
「
パ
ス
カ
ル
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
ニ
ー
チ
ェ
」（
前
掲
『
独
立
』
第

九
号
、
五
六
頁
）。

（
3�
） 

同
右
。

（
38
） 

同
右
。

（
39
） 

同
右
。

（
40
） 

氷
上
は
神
を
、
い
う
な
ら
ば
「
歴
史
を
司
る
応
報
的
存
在
」
と
し
て
、
自

己
の
「
外
」
に
在
る
「
有
的
」
な
絶
対
者
と
捉
え
て
い
る
か
に
見
受
け
ら

れ
る
が
、
し
か
し
、
敗
戦
直
後
の
氷
上
が
俎
上
に
載
せ
た
「
こ
の
国
の
哲

学
的
動
向
」
は
、
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
史
を
根
源
か
ら
把
握
す
る

中
で
、
そ
う
し
た
「
伝
統
的
」
な
「
絶
対
者
＝
神
」
観
へ
の
疑
義
や
批
判

に
対
峙
し
得
る
だ
け
の
、
全
く
新
し
い
神
観
の
構
築
と
い
う
一
面
も
有
し

て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
試
み
の
深
甚
な
る
射
程
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

氷
上
の
批
判
は
如
上
の
立
場
へ
の
、
い
さ
さ
か
表
層
的
な
理
解
に
基
い
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
（
��
）
の
関
根
清
三
論

文
に
示
唆
を
受
け
た
。
ま
た
氷
上
と
は
対
照
的
に
、
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
の
側
か
ら
「
禅
」
の
意
義
を
再
考
し
た
作
品
と
し
て
、
佐
藤
研
『
禅

キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
お
よ
び
関
根
清
三

氏
に
よ
る
同
書
書
評
（『
宗
教
研
究
』
三
五
八
号
、
日
本
宗
教
学
会
、

二
〇
〇
八
年
）
も
興
味
深
い
。

（
4�
） 

西
谷
お
よ
び
そ
の
師
・
西
田
幾
多
郎
の
試
み
が
は
ら
む
射
程
に
関
し
て
は
、

大
橋
良
介
編
『
京
都
学
派
の
思
想
─
個
々
の
像
と
思
想
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
』

（
人
文
書
院
、二
〇
〇
四
年
）、同
「
京
都
学
派
と
『
近
代
の
超
克
』」（
同
『
西

田
哲
学
の
世
界
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
）
に
示
唆
を
受
け
た
。

（
4�
） 

西
谷
啓
治
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』（
弘
文
堂
、
昭
和
二
十
四
年
）。
氷
上
は
、
昭

和
二
十
三
年
に
『
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
』、
翌
年
『
ニ
イ
チ
ェ　

運
命
と
意
志
』

を
公
刊
し
て
い
る
氷
上
だ
け
に
、
本
文
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
西
谷
の
存

在
は
常
に
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
43
） 

こ
の
「
思
想
的
緊
張
関
係
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
波
多
野
精
一
と

西
田
幾
多
郎
を
め
ぐ
る
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
回
想
が
思
い
起
こ

さ
れ
る
。

　
（
波
多
野
精
一
へ
の

：

引
用
者
注
）
西
田
哲
学
を
ど
う
お
考
え
に
な

る
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、《
西
田
哲
学
が
は
た
し
て
世
界
の

哲
学
に
貢
献
し
う
る
か
否
か
は
な
は
だ
疑
問
に
思
う
》、
と
言
下
に
言

わ
れ
、《
西
洋
人
に
は
西
田
哲
学
は
理
解
で
き
な
い
と
思
う
が
、
西
田

君
じ
し
ん
に
と
っ
て
も
自
分
の
哲
学
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
》、
と
も
言
わ
れ
た
（
内
田
芳
明
「
波
多
野
精
一
先

生
の
こ
と
」［
松
村
克
己
他
編
『
追
憶
の
波
多
野
精
一
先
生
』、
玉
川

大
学
出
版
部
、
昭
和
四
十
五
年
、
一
一
二
頁
］）。

　
『
宗
教
哲
学
』
が
出
た
時
、そ
れ
を
読
ま
れ
た
西
田
先
生
は
私
に
、「
波

多
野
君
の
今
度
の
書
物
は
非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
」
と
語
ら
れ
た
。

そ
し
て
更
に
言
葉
を
次
い
で
、
し
か
し
も
う
一
歩
先
へ
踏
み
込
ん
で
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考
へ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
洩

ら
さ
れ
た
（
西
谷
啓
治
「
波
多
野
先
生
の
こ
と
」［
同
右
、
五
四
頁
］）。

 
 

　
「
波
多
野
」
を
「
氷
上
」
に
、「
西
田
」
を
「
西
谷
」
に
置
き
換
え
て
み

る
と
、
そ
れ
は
氷
上
と
西
谷
の
本
質
及
び
両
者
の
「
思
想
的
緊
張
関
係
」

を
評
し
た
言
葉
と
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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The Modern  in Hidehiro Higami

─ His criticism and struggles with the modern world ─

Susumu MURAMATSU

 Hidehiro Higami (1911 〜 1986) was a scholar of German literature who devoted himself to the 

translation of Nietzsche and research into Nietzsche’s work. He explored religion in the modern age.  

This paper examines and clarifies his criticism of and struggles with the modern world.

Key words:   modern, christianity, nililism, Nietzsche, religion, transcendency

─ �9� ─


	カバーシート21巻2号_297.pdf
	19村松　晋(タテ)

