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︿
原
著
論
文
﹀

吉
満
義
彦
の
時
代
認
識
と
︿
実
践
﹀

︱
︱
﹁
近
代
の
超
克
﹂
論
へ
の
一
視
角
︱
︱

村

松

晋

問
題
の
所
在

吉
満
義
彦
︵
明
治
三
十
七
年
～
昭
和
二
十
年
︶
は
、
岩
下
壮
一
と
も
ど
も
近
代

日
本
を
代
表
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
で
あ
り
、
昭
和
十
七
年
、
雑
誌
﹃
文
学
界
﹄

誌
上
で
行
わ
れ
た
座
談
会
﹁
近
代
の
超
克
﹂
に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
唯
一
参
加
し

た
点
で
も
注
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
と
は
い
え
従
来
の
﹁
近
代
の
超
克
﹂
論
に

お
い
て
、
吉
満
は
ほ
と
ん
ど
論
究
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
︿
近
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抄

録
本
稿
の
対
象
は
、
昭
和
戦
前
期
に
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
と
し
て
存
在
感
を
放
っ
た
吉
満
義
彦
で
あ
る
。
そ
の
思

想
の
構
造
と
特
質
に
関
し
て
は
二
〇
一
一
年
度
に
著
し
た
論
考
と
、
本
年
度
末
に
公
刊
さ
れ
る
新
稿
で
明
ら
か
に
し

た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
考
察
を
承
け
、
吉
満
の
思
想
の
展
開
過
程
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
吉
満
の
時

代
認
識
と
、
そ
の
認
識
に
基
づ
く
︿
実
践
﹀
の
あ
り
よ
う
を
解
析
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
を

め
ぐ
る
実
存
へ
の
理
解
、
時
代
を
席
巻
す
る
﹁
二
十
世
紀
の
神
話
﹂
へ
の
内
在
的
批
判
、
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
に
根
ざ
す
同
時
代
把
握
を
指
摘
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
吉
満
の
宗
教
的
︿
実
践
﹀
が
持
ち
得
た
思
想
的
か
つ
社

会
的
な
射
程
を
説
い
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

日
本
思
想
史
、
近
代
の
超
克
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
内
村
鑑
三
、
南
原
繁



代
﹀
を
め
ぐ
る
論
点
の
性
質
上
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ら
ぬ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想

家
な
る
吉
満
の
ま
な
ざ
し
は
原
理
的
に
無
視
し
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
如

上
の
課
題
意
識
か
ら
、
既
に
昨
年
、
吉
満
の
思
想
の
核
心
と
し
て
人
間
観
な
ら
び

に
前
提
と
な
る
神
観
に
注
目
し
、
そ
の
構
造
と
特
質
を
詳
ら
か
に
し
た(

)

。
本
稿
は

１

こ
れ
を
承
け
、
吉
満
の
思
想
の
︿
展
開
﹀
を
あ
と
づ
け
る
べ
く
、
そ
の
時
代
認
識

と
︿
実
践
﹀
の
内
在
的
な
解
析
を
通
じ
て
吉
満
研
究
の
深
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、

併
せ
て
﹁
近
代
の
超
克
﹂
と
い
う
︿
問
題
﹀
に
新
た
な
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
る
。

１

吉
満
の
時
代
認
識

︱
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
と
﹁
決
死
の
世
代
﹂
︱

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
吉
満
の
時
代
認
識
は
、
同
時
代
の
特
質
を
︿
生
命
﹀

の
危
機
、︿
存
在
﹀
の
危
機
の
噴
出
に
見
出
す
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
昭
和
十
一

年
﹁
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
﹂
に
お
い
て
吉
満
は
﹁
生
命
へ
の
渇
望(

)

﹂
２

を
現
代
の
傾
向
と
な
し
、
ま
た
同
年
﹁
新
し
き
秩
序
︱
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
立
場
︱
﹂
で
は
、
論
壇
の
話
題
で
あ
っ
た
﹁
新
し
き
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム(

)

﹂
に
つ

３

い
て
説
き
、
そ
の
底
に
﹁
抑
圧
さ
れ
た
生
命
︵
b
ios︶
の
強
烈
な
あ
る
い
は
悲
痛
な

る
権
利
回
復(

)

﹂
の
希
求
を
指
摘
し
た
。
昭
和
十
三
年
﹁
ヨ
ハ
ン
・
ア
ダ
ム
・
メ
ー

４

ラ
ー
と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
思
惟
の
理
念
﹂
に
て
も
、﹁
現
代
的
思
惟
の
根
本
的
範
疇
と

も
言
う
べ
き
も
の
を
問
わ
ば
人
々
は
等
し
く
そ
は
﹃

生
レ
ー
ベ
ン

﹄
な
い
し
﹃
生
命
的
﹄

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
答
え
る
で
あ
ろ
う(

)

﹂
と
の
総
括
を
見
せ
て
い
た
。

５

こ
れ
ら
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
を
、
吉
満
は
時
代
の
必
然
と
位
置
づ
け
て
い
た
。

こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
別
稿(

)

に
て
論
じ
た
よ
う
に
、
吉
満
が
そ
の
淵
源
と

６

し
て
指
摘
し
た
の
は
第
一
に
、﹁
eg
o
cog
itan
s

(

)

﹂
の
﹁
確
実
性(

)

﹂
に
依
り
恃
む
デ

７

８

カ
ル
ト
以
来
の
人
間
観
の
帰
結
、
具
体
的
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る

﹁﹃
人
間
本
性
﹄
の
虚
無
性(

)

﹂
の
暴
露
が
も
た
ら
し
た
、
人
間
の
存
立
基
盤
の
形
而

９

上
的
危
機
だ
っ
た
。
第
二
に
、﹁
探
究
者
自
ら
の
精
神
の
事
実(

)

﹂
を
除
外
し
て
﹁
一

10

切
を
量
と
数(

)

﹂
ま
た
﹁
法
則
や
理
念
の
形
式
的
機
能(

)

﹂
に
﹁
帰
属
せ
し
め
ん
と
す

11

12

る(

)

﹂
類
の
﹁
合
理
主
義
﹂、
そ
し
て
、
そ
の
上
に
築
か
れ
た
﹁
文
明
の
構
造(

)

﹂
と
﹁
技

13

14

術
的
機
械
的
生
条
件
規
定(

)

﹂
の
自
乗
化
が
強
い
る
、﹁
人
間
的
生
そ
の
も
の(

)

﹂
の
﹁
分

15

16

解
の
危
機(

)

﹂
だ
っ
た
。

17

し
か
し
吉
満
は
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
と
い
う
表
現
に
、
如
上
の
原
理
的
問
題
の

み
な
ら
ず
、
同
時
代
日
本
に
お
け
る
、
よ
り
具
体
的
な
﹁
渇
望
﹂
を
託
し
て
も
い

た
。
た
と
え
ば
前
掲
﹁
新
し
き
秩
序
﹂
で
吉
満
は
、
特
に
﹁
若
き
魂
﹂
の
現
状
を

以
下
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
い
た
。
い
わ
く
﹁
今
日
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
生
の
環
境

を
一
つ
の
苦
悩
と
一
つ
の
憂
愁
と
な
し
に
感
じ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
多
く

の
若
き
魂
が
断
念
と
順
応
の
徳
を
牧
羊
の
ご
と
く
に
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
、

⋮
⋮
そ
の
憂
い
そ
の
断
念
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
眼
前
に
提
供
さ
れ
た

ポ
リ
ス
の
現
実
的
秩
序
志
向
に
よ
っ
て
は
均
衡
さ
れ
得
ぬ
と
こ
ろ
の
苦
悩
を
感
ず

る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
﹃
パ
ン
を
求
む
る
に
石
を
与
え
ん
と
す
る
﹄
に
対
す

る
憤
り
と
反
感
の
沈
殿
に
胸
塞
が
る
こ
と
で
あ
ろ
う(

)

﹂
と
。

18

﹁
眼
前
に
提
供
さ
れ
た
ポ
リ
ス
の
現
実
的
秩
序
志
向
﹂
を
﹁
パ
ン
を
求
む
る
に
石

を
与
え
ん
と
す
る
﹂
こ
と
に
譬
え
る
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
﹁
眼
前
﹂
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の
﹁
若
き
魂
﹂
が
、
政
治
状
況
に
因
す
る
﹁
苦
悩
﹂
に
苛
ま
れ
て
い
る
と
見
な
し

て
い
た
。
実
際
、
右
が
書
か
れ
た
昭
和
十
一
年
、﹁
ポ
リ
ス
の
現
実
的
秩
序
志
向
﹂

は
、
前
年
の
﹁
国
体
明
徴
声
明
﹂
に
始
ま
っ
て
、
こ
の
年
二
月
の
二
・
二
六
事
件
、

そ
し
て
翌
十
二
年
の
﹃
国
体
の
本
義
﹄
発
行
へ
と
至
る
、
極
め
て
統
制
的
な
﹁
生

条
件
規
定
﹂
構
築
の
只
中
に
あ
っ
た(

)

。
し
か
も
そ
れ
に
先
立
つ
、
佐
野
学
ら
共
産

19

党
幹
部
の
﹁
転
向
﹂
な
ら
び
に
党
員
の
﹁
大
量
転
向
﹂
が
表
す
よ
う
に
、
も
は
や

如
上
の
﹁
志
向
﹂
を
相
対
化
し
て
、
別
個
の
地
平
を
指
し
示
し
得
る
希
望
的
な
世

界
観
は
封
じ
ら
れ
て
い
た(

)

。
彼
な
ら
ず
と
も
、﹁
今
日
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
生
の
環

20

境
を
一
つ
の
苦
悩
と
一
つ
の
憂
愁
と
な
し
に
感
じ
得
る
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
の
呻
き

を
必
然
と
す
る
﹁
生
条
件
規
定
﹂
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
吉
満
は
、
如
上
の
﹁
規
定
﹂
が
﹁
若
き
魂
﹂
に
宿
命
づ
け
た
、
深
刻
な

課
題
を
見
す
え
て
も
い
た
。
た
と
え
ば
吉
満
没
し
て
十
年
後
、
雑
誌
﹃
世
紀
﹄
で

﹁
吉
満
義
彦
教
授
を
偲
ぶ
﹂
と
の
特
集
が
編
ま
れ
た
が
、
寄
稿
者
で
あ
り
、
吉
満
に

私
淑
し
た
岡
田
純
一
・
広
瀬
京
一
郎
両
名
の
生
年
は
、
共
に
一
九
二
一
年
だ
っ
た
。

﹃
吉
満
義
彦
全
集
﹄
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
垣
花
秀
武
も
、
一
九
二
〇
年
生
ま
れ
の
同

世
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
九
二
〇
年
を
起
点
と
し
、
た
と
え
ば
﹃
戦
艦
大
和
ノ
最

期
﹄
の
著
者
た
る
吉
田
満
、
あ
る
い
は
自
身
も
吉
満
に
師
事
し
た
遠
藤
周
作
ら
の

生
年
で
あ
る
一
九
二
三
年
ま
で
に
出
生
し
た
人
々
は
、
太
平
洋
戦
争
に
て
最
も
戦

没
者
を
出
し
た
世
代
と
し
て
、﹁
決
死
の
世
代(

)

﹂
と
称
さ
れ
る
一
群
を
形
作
っ
て
い

21

た
。こ

う
し
た
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
の
周
囲
に
集
う
た
﹁
若
き
魂
﹂
は
、

遠
か
ら
ず
﹁
国
家
の
た
め
の
死
﹂
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
点
で
、
観
念
と
し
て

で
な
く
文
字
通
り
、﹁
eg
o
cog
itan
s﹂
の
﹁
確
実
性
﹂
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
み
ず
か

ら
の
﹁
虚
無
性
﹂
と
の
対
峙
を
強
い
ら
れ
て
い
た
存
在
だ
っ
た
。
実
際
、
広
瀬
は

上
掲
の
追
悼
文
﹁
吉
満
先
生
の
想
い
出
﹂
に
て
、﹁
私
が
先
生
に
代
父
を
お
願
い
し

て
受
洗
し
た
の
は
入
営
の
三
ヶ
月
ほ
ど
前
で
あ
つ
た(

)

﹂
と
、
時
代
の
息
吹
を
し
た

22

た
め
て
い
る
し
、
ま
た
垣
花
は
吉
満
へ
の
師
事
と
前
後
し
て
、
無
教
会
キ
リ
ス
ト

者
・
三
谷
隆
正
の
周
り
に
形
成
さ
れ
た
集
い
に
も
出
入
り
し
て
い
た
が
、
そ
の
交

わ
り
に
連
な
っ
た
一
人
に
は
、
当
時
﹁
戦
争
工
学
部
﹂
と
し
て
、
眼
前
の
戦
争
に

奉
仕
す
る
こ
と
を
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
東
京
帝
国
大
学
第
二
工
学
部
に
在
籍

の
学
生
も
含
ま
れ
て
い
た(

)

。
23

さ
ら
に
遠
藤
も
、
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
戦
後
間
も
な

く
著
し
た
論
考
の
一
つ
﹁
堀
辰
雄
論
覚
書(

)

﹂
で
、︿
死
﹀
を
め
ぐ
る
堀
の
汎
神
論
的

24

傾
向
を
内
在
的
に
批
判
し
た
が
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
戦
時
中
の
遠
藤

が
堀
の
如
上
の
作
風
に
心
酔
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
回
顧
に
て
い
わ

く
、﹁
召
集
令
の
赤
紙
が
や
が
て
来
る
こ
と
も
予
想
し
て
い
た
し
、
毎
夜
の
空
襲
で

い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
切
迫
し
た
生
活
の
中
で
、
私
は
月
に
一

回
は
朝
暗
い
う
ち
か
ら
起
き
て
駅
の
行
列
に
な
ら
び
、
や
っ
と
手
に
入
れ
た
切
符

を
も
っ
て
、
信
濃
追
分
に
行
く
こ
と
を
た
だ
一
つ
の
救
い
の
よ
う
し
て
い
た
⋮
⋮

堀
辰
雄
氏
の
話
を
少
し
で
も
う
か
が
え
る
の
が
精
神
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る(

)

﹂
と
。
こ
の
述
懐
は
遠
藤
個
人
の
経
験
を
超
え
、﹁
月
に
一
回
は
朝
暗
い
う

25

ち
か
ら
起
き
て
駅
の
行
列
に
な
ら
び
、
や
っ
と
手
に
入
れ
た
切
符
﹂
の
そ
の
先
に
、

﹁
た
だ
一
つ
の
救
い
﹂﹁
精
神
の
よ
り
ど
こ
ろ
﹂
を
見
出
す
ほ
ど
に
追
い
詰
め
ら
れ

て
い
た
﹁
決
死
の
世
代
﹂
の
実
存
の
証
言
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。
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吉
満
が
対
峙
し
た
の
は
如
上
の
希
求
を
携
え
た
青
年
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら
と
吉

満
が
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
掲
岡
田
純
一
に
よ
る
回
想
﹁
吉
満
先

生
な
き
空
虚
さ
﹂
の
次
の
一
節
に
明
瞭
だ
っ
た
。
い
わ
く
﹁
生
前
、
先
生
は
青
年

や
学
生
の
い
う
こ
と
を
全
身
全
霊
を
あ
げ
て
受
け
止
め
て
下
さ
っ
て
い
た
よ
う
に

思
う
。
思
想
家
で
あ
り
、
学
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
先
生
は
実
に
類
の
ま
れ
な

青
年
の
よ
き
共
感
者
で
あ
り
、
先
輩
で
あ
り
、
教
育
者
で
あ
っ
た
。
聖
フ
ィ
リ
ッ

ポ
寮
の
お
仕
事
を
先
生
が
ど
れ
程
心
に
か
け
て
お
ら
れ
た
か
を
渡
辺
秀
さ
ん
か
ら

お
き
き
す
る
に
つ
け
て
も
、
先
生
が
青
年
た
ち
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
に
、
ど
ん

な
に
御
自
分
の
使
命
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
か
を
推
察
で
き
る
よ
う
に
思
う(

)

﹂
と
。

26

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
﹁
青
年
や
学
生
﹂
は
、
回
顧
す
る
岡
田
自
身
が
﹁
決
死

の
世
代
﹂
に
属
す
る
よ
う
に
、﹁
平
和
﹂
な
時
代
の
﹁
青
年
や
学
生
﹂
で
は
な
か
っ

た
。
吉
満
が
舎
監
を
つ
と
め
た
﹁
聖
フ
ィ
リ
ッ
ポ
寮
﹂
に
、
件
の
遠
藤
が
入
寮
し

た
の
は
昭
和
十
八
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
学
生
・
生
徒
の
徴
兵
猶
予
が
停
止
さ
れ

た
の
は
こ
の
年
十
月
、
い
わ
ゆ
る
﹁
学
徒
出
陣
﹂
の
強
行
は
、
そ
の
二
ヶ
月
後
の

こ
と
だ
っ
た
。

か
よ
う
な
時
代
の
息
吹
を
呼
吸
し
て
い
た
﹁
青
年
や
学
生
の
い
う
こ
と
を
全
身

全
霊
で
受
け
止
め
て
﹂
い
た
吉
満
が
、﹁
召
集
令
の
赤
紙
が
や
が
て
来
る
﹂
宿
命
、

出
征
の
宿
命
、
そ
し
て
つ
い
に
は
戦
場
に
お
け
る
死
す
ら
も
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い

た
﹁
決
死
の
世
代
﹂
の
実
存
を
意
識
し
な
い
は
ず
が
な
い
。
実
際
、
吉
満
は
そ
の

死
の
五
カ
月
前
、
デ
ュ
モ
リ
ン
著
﹃
告
白
録
に
お
け
る
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
回
心

へ
の
道
﹄
に
序
文
を
送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
上
の
﹁
絶
筆
﹂
で
吉
満
が
呼
び

か
け
た
相
手
こ
そ
、
前
線
に
あ
る
学
徒
、
す
な
わ
ち
死
に
さ
ら
さ
れ
た
﹁
若
き
魂
﹂

だ
っ
た
。
そ
の
末
尾
に
て
い
わ
く
﹁
特
に
も
今
日
若
き
学
徒
等
に
、
而
も
そ
の
大

多
数
は
前
線
陣
中
に
あ
る
学
徒
等
に
、
精
神
の
糧
と
し
て
贈
ら
る
ゝ
を
心
よ
り
感

謝
し
祝
福
し
度
く
思
ふ
所
以
で
あ
る
︵
昭
和
二
十
年
五
月
聖
母
月
に
當
り
て
認

む(

)

︶﹂
と
。

27

こ
の
よ
う
に
、
吉
満
が
そ
の
最
期
ま
で
気
に
か
け
た
の
が
、
﹁
若
き
学
徒
﹂﹁
而

も
そ
の
大
多
数
は
前
線
陣
中
に
あ
る
学
徒
﹂
で
あ
っ
た
事
実
は
、
言
う
と
こ
ろ
の

﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
が
、
既
述
の
原
理
的
危
機
に
対
応
し
た
﹁
渇
望
﹂
を
指
す
の
み

な
ら
ず
、﹁
眼
前
﹂
の
﹁
決
死
の
世
代
﹂
が
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
迫
真

的
な
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
を
も
射
程
に
入
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
す
る

も
の
で
あ
る
。
吉
満
は
そ
う
し
た
具
体
性
と
対
峙
し
て
い
た
だ
け
に
、
同
時
代
日

本
の
﹁
若
き
魂
﹂
が
、﹁
抑
圧
さ
れ
た
生
命
の
強
烈
な
あ
る
い
は
悲
痛
な
る
権
利
回

復
﹂
の
希
求
を
殊
更
に
募
ら
せ
る
こ
と
を
同
情
的
に
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
以
下

に
見
る
よ
う
に
、
吉
満
は
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
が
向
か
う
そ
の
対
象
を
無
批
判
に

認
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
吉
満
は
そ
こ
で
内
在
的
な
理
解
と
と
も
に
、
明
確

な
批
判
を
示
し
て
い
た
。

２

﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
と
の
対
峙
︱
擬
似
的
﹁
神
﹂
の
批
判
︱

吉
満
は
前
掲
﹁
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
﹂
に
お
い
て
、﹁
民
族
的
現
実

に
お
け
る
文
化
は
そ
の
神
々
を
文
化
の
魂
と
し
て
持
つ(

)

﹂
と
な
し
、﹁
今
日
か
か
る

28

傾
向
が
実
証
主
義
的
唯
物
論
的
合
理
主
義
の
妖
怪
の
荒
ら
し
た
後
に
顕
れ
至
る
と

こ
ろ
に
お
い
て
国
の
守
護
神
が
新
し
き
生
命
へ
の
渇
望
に
呼
応
し
て
い
る
ご
と
く
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で
あ
る(

)

﹂
と
説
い
て
い
た
。
昭
和
十
五
年
﹁
中
世
精
神
史
の
理
念
﹂
で
も
、﹁
二
十

29

世
紀
的
知
性
の
自
意
識
の
さ
ま
ざ
ま
の
神
話
的
自
己
把
持(

)

﹂
に
説
き
及
び
、﹁
人
為

30

的
に
抽
象
的
に
合
理
化
技
術
化
さ
れ
た
人
間
環
境
の
自
殺
的
状
況
か
ら
新
し
く
生

命
の
可
能
を
求
め
る
人
間
性
が
古
き
﹃
神
々
の
復
活
﹄
を
求
む
る
い
わ
ば
地
霊
の

声(

)

﹂
と
し
て
そ
れ
を
位
置
づ
け
て
い
た
。

31

こ
の
よ
う
に
吉
満
は
、
時
代
を
生
き
る
﹁
生
命
﹂
が
、
み
ず
か
ら
を
苛
む
﹁
哲

学
﹂、﹁
合
理
主
義
﹂、﹁
生
条
件
規
定
﹂
の
﹁
埒
外
﹂
な
る
﹁
神
話
﹂
等
、
非
合
理

的
な
価
値
世
界
に
﹁
救
済
﹂
を
求
め
ゆ
く
様
相
を
、
内
在
的
に
捉
え
る
深
み
を
有

し
て
い
た
。
し
か
し
吉
満
は
、
如
上
の
動
向
を
決
し
て
認
め
は
し
な
か
っ
た
。
結

論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
吉
満
は
い
ず
れ
の
﹁
神
々
﹂
も
﹁
自
然
﹂
的
な
存
在
、

す
な
わ
ち
真
の
︿
神
﹀
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
へ
の
没
入
は
人
間
の
自
己
追
求
、
自

己
神
化
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た
。

た
と
え
ば
﹁
倫
理
性
へ
の
定
位
﹂
に
お
い
て
吉
満
は
、
世
を
席
巻
す
る
﹁
血
﹂

お
よ
び
﹁
民
族
﹂
の
﹁
ミ
ュ
ト
ス(

)

﹂
の
本
質
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
。
い

32

わ
く
﹁
そ
は
最
も
深
き
根
底
に
お
い
て
人
間
神
化
の
非
倫
理
的
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム

で
あ
る
。
拝
す
べ
き
神
を
失
い
祈
る
べ
き
祭
壇
を
失
っ
た
人
間
が
、
神
を
狂
い
求

め
祭
壇
を
築
か
ん
と
し
て
所
詮
こ
の
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
﹃
怪
物
﹄
の
人
間
を
拝
す
る

と
は(

)

！
﹂
と
。
引
用
部
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
吉
満
は
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
の
﹁
拝

33

す
る
﹂
対
象
が
、
所
詮
、﹁
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
と
切
れ
て
は
お
ら
ず
、︿
神
﹀
を

求
め
つ
つ
も
神
な
ら
ぬ
﹁
人
間
を
拝
す
る
﹂
倒
錯
に
陥
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

前
掲
﹁
中
世
精
神
史
の
理
念
﹂
に
て
も
、﹁
新
し
く
自
然
的
生
命
の
血
の
う
ち
に
、

衝
動
的
生
命
の
う
ち
に
神
話
を
創
造
せ
ざ
る
を
得
ず
、﹃
二
十
世
紀
の
ミ
ュ
ト
ス
﹄

が
﹃
精
神
の
危
機
﹄
を
通
じ
て
発
生
す
る(

)

﹂
と
述
べ
、﹁
二
十
世
紀
の
ミ
ュ
ト
ス
﹂

34

は
所
詮
、﹁
自
然
的
生
命
﹂
の
う
ち
に
﹁
創
造
﹂
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は

﹁
神
﹂
を
称
し
な
が
ら
も
、
原
理
的
に
︿
超
越
性
﹀
や
︿
他
者
性
﹀
と
は
縁
の
な
い

擬
似
的
﹁
神
﹂
で
あ
る
こ
と
を
喝
破
し
た
。

如
上
の
批
判
の
基
底
に
は
、
最
晩
年
の
論
考
﹁
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上

学
﹂
に
お
け
る
一
節
、﹁
求
め
ら
れ
た
神
と
絶
対
は
こ
の
歴
史
的
世
界
で
あ
り
人
間

的
精
神
の
う
ち
に
、
有
限
と
相
対
の
う
ち
に
矛
盾
的
に
同
一
化
さ
れ
る
、
神
自
ら

の
悲
劇
で
あ
る(

)

﹂
と
の
神
観
に
加
え
、
人
間
の
自
己
追
求
、
自
己
神
化
に
よ
っ
て

35

は
︿
生
命
﹀
の
危
機
、︿
存
在
﹀
の
危
機
は
回
復
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、﹁
生
命

へ
の
渇
望
﹂
は
満
た
さ
れ
な
い
と
の
確
信
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
前
掲

﹁
倫
理
性
の
定
位
﹂
に
お
い
て
吉
満
は
、﹁
人
間
を
拝
す
る
﹂
道
の
帰
結
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
断
定
を
な
し
て
い
た
。
い
わ
く
﹁
時
間
性
と
有
限
性
と
の
人
間
を
無

の
内
に
自
ら
把
持
せ
ん
と
す
る
限
り
、
人
間
を
人
間
に
限
ら
ん
と
す
る
限
り
、
人

間
は
永
久
に
﹃
不
安
﹄
に
と
ど
ま
る
の
ほ
か
な
い(

)

﹂
と
。
ま
た
昭
和
十
一
年
﹁
新

36

ス
コ
ラ
哲
学
と
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
で
は
人
間
の
自
己
追
求
、
自
己
神
化
の

宿
命
を
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
﹃
悪
霊
﹄
に
お
け
る
キ
リ
ー
ロ
フ
の
言
葉
と
そ
の

命
運
に
ひ
き
よ
せ
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
。
い
わ
く
﹁
人
間
を
し
て
単

に
有
限
な
る
も
の
、
人
間
的
な
る
も
の
を
も
っ
て
満
足
せ
し
め
ん
と
す
れ
ば
人
間

を
結
局
神
化
せ
ず
ん
ば
や
ま
ず
、
か
く
て
人
間
を
﹃
真
の
神
﹄
無
し
に
神
化
せ
し

め
ん
と
す
れ
ば
人
間
を
狂
気
せ
し
め
る
か
、
人
間
を
そ
の
自
由
自
ら
を
も
っ
て
自

殺
せ
し
め
る
の
ほ
か
な
い(

)

﹂
と
。

37

さ
ら
に
昭
和
十
五
年
﹁
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
﹂
で
も
﹁
リ
ル
ケ
の
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初
期
の
作
品
が
す
べ
て
一
つ
の
神
探
究
で
あ
っ
た(

)

﹂、﹁
否
神
探
究
の
姿
に
お
け
る

38

人
間
と
実
在
の
、
死
と
生
の
探
究
で
あ
っ
た(

)

﹂
と
な
し
、
し
か
し
そ
の
﹁
神
探
究
﹂

39

は
﹁
自
ら
の
う
ち
に
神
を
創
造
し
、
神
の
生
命
を
自
ら
の
う
ち
に
な
ら
せ
ん
と
す

る(

)

﹂
点
で
人
間
の
自
己
主
張
に
過
ぎ
ず
、
結
局
、﹁
タ
ン
タ
ロ
ス
的
神
の
渇
き
に
自

40己
を
蝕
む
悲
劇(

)

﹂
に
終
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

41

こ
の
よ
う
に
吉
満
は
、﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
が
時
代
の
必
然
で
あ
り
、
そ
の
﹁
渇

望
﹂
が
﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
や
﹁
神
々
﹂
等
、
非
合
理
的
世
界
に
奔
り
ゆ
く
こ
と
を
理

解
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
﹁
神
々
﹂
へ
の
没
入
が
、
結
局
、
人
間
の
自
己
追
求
、

自
己
神
化
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
真
面
目
に
か
か
わ
ろ
う
と
も
、︿
生
命
﹀

の
危
機
や︿
不
安
﹀、死
の
問
題
は
克
服
さ
れ
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
。

吉
満
は
如
上
の
自
覚
に
基
づ
い
て
、
ま
ず
学
者
と
し
て
の
視
座
か
ら
は
、
眼
前
の

事
態
を
持
ち
来
た
し
た
原
理
的
問
題
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
に
遡
及
し
て
見
極

め
る
こ
と
で
、
神
観
お
よ
び
人
間
観
の
転
回
を
提
起
し
た
。
た
だ
、
こ
の
点
は
前

掲
別
稿
に
て
論
じ
た
の
で
省
略
し
、
こ
こ
で
は
吉
満
に
お
け
る
﹁
近
代
の
超
克
﹂

を
解
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
﹁
信
仰
者
＝
キ
リ
ス
ト
者
﹂
と
し
て
の
課
題
意
識
と

︿
実
践
﹀
に
分
析
の
眼
を
向
け
た
い
。

既
述
の
と
お
り
吉
満
は
、
時
代
に
お
け
る
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
が
、
み
ず
か
ら

を
磨
耗
せ
し
め
た
原
理
の
﹁
埒
外
﹂
に
、
己
の
価
値
や
存
在
の
根
拠
を
求
め
ゆ
く

必
然
性
を
理
解
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
さ
ま
よ
え
る
﹁
渇
望
﹂
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
、
同
じ
く
如
上
の
原
理
の
﹁
埒
外
﹂
な
る
価
値
世
界
に
は
背

を
向
け
て
、
逆
に
﹁
自
然
的
生
命
﹂
の
う
ち
に
﹁
創
造
﹂
さ
れ
た
﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂

や
﹁
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
﹃
怪
物
﹄
の
人
間
﹂
に
拝
跪
す
る
ば
か
り
な
の
か
。
こ
の
点
、

吉
満
に
特
徴
的
な
課
題
設
定
は
、﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
が
﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
に
奔
る
そ

の
事
態
の
根
底
に
、
人
間
を
超
え
た
超
現
実
的
な
︿
力
﹀
︱
そ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教

に
敵
対
す
る
︿
力
﹀
︱
の
存
在
を
指
摘
し
て
、︿
実
践
﹀
の
最
初
の
射
程
を
こ
の
︿
力
﹀

と
の
対
峙
に
定
め
た
こ
と
だ
っ
た
。

３

吉
満
に
お
け
る
︿
実
践
﹀
そ
の
１

︱
﹁
悪
霊
﹂
と
の
﹁
闘
争
﹂
︱

た
と
え
ば
昭
和
十
七
年
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
現
代
人
﹂
に
お
け
る
一
節
、﹁
今
日

キ
リ
ス
ト
教
の
困
難
は
十
九
世
紀
的
知
的
苦
悶
の
あ
と
を
受
け
た
、
行
動
的
無
神

論
の
一
般
的
社
会
的
精
神
状
況
に
あ
る(

)

﹂
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
﹁
キ
リ

42

ス
ト
教
の
困
難
﹂
を
﹁
行
動
的
無
神
論
﹂
の
隆
盛
に
求
め
て
い
た
。
こ
の
﹁
行
動

的
無
神
論
﹂
と
し
て
吉
満
が
想
定
し
て
い
た
も
の
は
、
続
く
一
節
﹁
い
う
と
こ
ろ

の
﹃
二
十
世
紀
の
神
話
﹄
は
、
﹃
神
な
き
ミ
ス
テ
ィ
ク
﹄
の
知
的
自
意
識
不
安
と
、

﹃
信
仰
な
き
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
﹄
の
審
美
的
司
祭
意
識
と
絶
望
的
精
神
を
共
有
す
る
、

新
し
き
﹃
行
動
的
無
神
論
﹄
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う(

)

﹂
と
の
敷
衍
が
示
唆
す

43

る
よ
う
に
、﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
の
﹁
二
十
世
紀
の
神
話
﹂
へ
の
没
入
を
含
意
す
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
吉
満
が
時
代
に
お
け
る
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
困
難
﹂
の
主
要
因

を
、﹁
二
十
世
紀
の
神
話
﹂
の
隆
盛
に
見
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
吉
満
は

そ
の
根
底
に
﹁
知
的
自
意
識
不
安
﹂
と
﹁
絶
望
的
精
神
﹂
の
存
在
を
指
摘
し
な
が

ら
も
、
問
題
の
さ
ら
な
る
淵
源
を
、
超
現
実
的
な
地
平
に
見
出
し
て
い
た
。
い
わ
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く
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
現
代
の
自
意
識
的
行
動
的
無
神
論
の
躓
き
は
そ

れ
自
身
、
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
信
仰
の
超
自
然
的
自
意
識
を
要
請
す
る
も
の
と
し
て
、

い
わ
ば
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
う
﹃
天
空
の
悪
霊
﹄
と
の
闘
い
、
使
徒
ヨ
ハ
ネ
の
言
う

﹃
こ
の
世
の
長
﹄︵
人
間
事
を
支
配
す
る
悪
天
使
︶
と
の
対
面
を
意
味
す
る(

)

﹂
と
。

44

こ
れ
ら
の
叙
述
が
表
す
よ
う
に
、
吉
満
は
民
族
神
話
に
象
徴
さ
れ
る
﹁
行
動
的
無

神
論
﹂
が
、﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
を
捉
え
ゆ
く
事
態
の
根
底
に
、
聖
書
的
な
文
脈
に

お
け
る
﹁
悪
霊
﹂
の
は
た
ら
き
を
指
摘
し
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、

吉
満
は
時
代
に
お
け
る
﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
の
跋
扈
を
、﹁
悪
霊
﹂
に
も
ら
さ
れ
た
宗
教

的
事
態
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

同
様
の
見
解
は
、
ほ
か
の
論
考
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
代
認
識
の

要
を
な
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
昭
和
十
三
年
﹁
マ
リ
タ
ン
先
生
へ
の
手
紙
﹂
の
中

で
吉
満
は
、﹁
人
間
の
歴
史
の
究
極
の
意
義
は
人
間
と
人
間
と
の
戦
い
で
は
な
く
、

特
に
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
精
神
の
戦
い
は
人
間
的
悪
と
で
は
な
く
、
天
空
の

悪
霊
つ
ま
り
聖
書
に
言
う
﹃
こ
の
世
の
長
﹄
と
し
て
の
悪
天
使
と
の
闘
争
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た(

)

﹂
と
、﹁
人
間
の
歴
史
﹂
へ
の
﹁
悪
霊
﹂

45

の
介
入
を
説
い
て
い
た
。
ま
た
昭
和
十
四
年
﹁
道
徳
の
将
来
﹂
に
て
は
、﹁
歴
史
神

学
的
に
見
て
全
人
類
は
今
や
﹃
恩
寵
の
時
代
﹄
に
入
っ
て
い
よ
い
よ
人
間
本
性
の

限
界
内
の
特
性
で
は
支
配
し
き
れ
な
い
大
い
な
る
世
界
苦
と
悪
霊
の
試
練
に
臨
ん

で
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か(

)

﹂
と
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
昭
和

46

十
二
年
﹁
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
﹃
悪
霊
﹄
に
つ
い
て
﹂
で
は
、
よ
り
直
裁
に
、﹁
信

仰
な
き
社
会
と
人
間
と
の
一
切
の
現
象
が
結
局
悪
鬼
に
憑
か
れ
た
る
者
の
絶
望
的

な
宿
命
で
あ
る(

)

﹂
と
述
べ
、﹁
眼
前
﹂
の
﹁
現
象
﹂
の
根
源
的
要
因
が
﹁
社
会
と
人

47

間
﹂
に
﹁
憑
﹂
い
て
い
る
﹁
悪
鬼
﹂
に
こ
そ
あ
る
と
の
解
釈
を
指
し
示
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
時
代
に
お
け
る
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
困
難
﹂
す
な
わ
ち
﹁
ミ
ュ
ト

ス
﹂
跋
扈
の
淵
源
を
、
究
極
に
お
い
て
﹁
悪
霊
﹂
の
は
た
ら
き
に
求
め
て
い
く
こ

と
は
、︿
生
命
﹀
に
飢
え
る
時
代
人
心
へ
の
︿
実
践
﹀
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

ま
ず
﹁
人
間
の
歴
史
の
窮
極
の
意
義
は
人
間
と
人
間
と
の
戦
い
で
は
な
く
﹂
と
明

言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
﹁
戦
い
﹂
は
、﹁
二
十
世
紀
の
神
話
﹂
に

奔
る
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
か
よ
う
に
奔
ら
し
め
て
い
る

﹁
悪
霊
﹂
に
こ
そ
向
け
ら
れ
る
べ
き
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
吉

満
の
、
時
代
に
対
す
る
眼
、
な
か
ん
ず
く
﹁
民
衆
﹂
理
解
に
か
か
わ
る
論
点
と
言

い
得
る
が(

)

、
こ
こ
で
は
如
上
の
対
象
設
定
が
、
同
じ
﹁
マ
リ
タ
ン
先
生
へ
の
手
紙
﹂

48

の
一
節
﹁
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
の
歴
史
的
な
戦
い
の
場
は
人
間
的
文
化
圏
内
に
お

い
て
あ
る
よ
り
も
、
ま
ず
﹃
天
空
の
悪
霊
﹄
な
る
﹃
こ
の
世
の
長
﹄
な
る
超
人
間

的
悪
魔
と
の
戦
い
の
場
た
る
﹃
魂
の
領
域
﹄
に
お
い
て
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い(

)

﹂
が
照
射
す
る
よ
う
に
、﹁
人
間
的
文
化
圏
内
﹂
を
超
え
た
︿
実
践
﹀
を
こ
そ

49

構
想
さ
せ
て
い
く
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。

そ
の
第
一
は
、﹁
マ
リ
タ
ン
先
生
へ
の
手
紙
﹂
に
お
け
る
次
の
く
だ
り
が
照
射
す

る
︿
実
践
﹀
だ
っ
た
。
い
わ
く
、﹁
今
日
私
た
ち
日
本
の
若
き
キ
リ
ス
ト
者
の
真
実

の
歴
史
的
使
命
は
、
⋮
⋮
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
の
所
在
を
そ
の
可
視
体
と
し
て
今
日

な
お
わ
れ
ら
の
間
に
恩
寵
的
真
理
と
生
命
を
媒
介
す
る
﹃
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
体
と

し
て
の
教
会
﹄
の
う
ち
に
高
く
か
か
げ
、
普
く
証
示
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い(

)

﹂
と
。﹁
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
﹂
を
﹁﹃
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
体
と
し
て
の
教
会
﹄

50

の
う
ち
に
高
く
か
か
げ
、
普
く
証
示
す
る
こ
と
﹂
と
は
、﹁﹃
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
体
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と
し
て
の
教
会
﹄
の
う
ち
に
﹂
と
の
強
調
か
ら
察
す
る
に
、
具
体
的
に
は
﹁
キ
リ

ス
ト
の
神
秘
体
と
し
て
の
教
会
﹂
に
お
け
る
︿
共
同
﹀
の
︿
礼
拝
﹀
を
表
す
も
の

と
言
っ
て
よ
い
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
昭
和
十
五
年
﹁
復
活
よ
り
の
世

界
観
︱
歴
史
的
世
界
の
神
学
的
意
味
︱
﹂
の
一
節
﹁
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
は
本
質

的
に
こ
の
世
界
を
旅
人
と
し
て
渡
る
も
の
、
否
な
戦
闘
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
軍

勢
と
し
て
生
き
る
も
の
で
あ
り
、
復
活
を
望
ん
で
最
後
の
勝
利
に
向
か
っ
て
万
軍

の
王
の
勝
戦
に
参
与
す
る
も
の
で
あ
る(

)

﹂
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の

51

︿
実
践
﹀
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
困
難
﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
の
﹁
悪
霊
﹂
と
の
﹁
闘
争
﹂
を
既
に
﹁
万
軍
の
王
の
勝
戦
﹂
に
決
し
た
も
の
と

し
て
、
そ
れ
を
﹁﹃
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
体
と
し
て
の
教
会
﹄
の
う
ち
に
高
く
か
か
げ
、

普
く
証
示
す
る
こ
と
﹂
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
姿
勢
は
、
吉
満
に
お
け
る
﹁
祈
り
﹂
の
位
置
づ
け
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ

の
点
、
昭
和
十
五
年
﹁
現
代
キ
リ
ス
ト
者
の
思
想
的
立
場
︱
特
に
学
生
に
与
え
る

言
葉
︱
﹂
に
お
け
る
次
の
一
節
は
、
吉
満
の
︿
実
践
﹀
理
解
を
最
も
象
徴
す
る
叙

述
と
な
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
現
代
の
世
紀
に
あ
っ
て
最
も
深
く
祈
り
を
知
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
現
代
の
世
紀
に
あ
っ
て
最
も
深
く
祈
り
を
知
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⋮
⋮
キ
リ
ス
ト
者
の
こ
の
歴
史
的
人
間
社
会
に

お
い
て
貢
献
し
得
る
超
自
然
的
特
権
は
実
に
わ
れ
わ
れ
の
地
上
的
共
同
体
社

会
へ
の
祈
り
に
よ
る
超
自
然
的
奉
仕
で
あ
り
、
第
二
次
的
な
る
他
の
い
か
な

る
手
段
に
よ
っ
て
も
こ
れ
よ
り
大
い
な
る
奉
仕
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
を
確
信
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
お
い
て
な
ん
ら
か
思
想
し
得、

る、

な、

ら、

ば、

︵
傍
点
原
文
、

以
下
同
じ
︶、
そ
れ
は
歴
史
に
お
い
て
祈、

り、

得、

る、

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
祖
国
の
た
め
に
人
類
の
た
め
に
深
く
祈
り
得
ん
た
め
に

も
わ
れ
ら
の
信
仰
の
深
め
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
り
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ

わ
れ
の
信
仰
は
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
た
め
の
み
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
兄
弟

の
た
め
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
国
の
た
め
、
全
人
類
の
た
め
に
あ
る
。
こ
の
歴
史

的
世
界
は
悪
霊
の
支
配
に
対
す
る
耐
え
ざ
る
闘
い
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
の
悪
霊
と
の
戦
い
に
お
い
て
人
間
的
社
会
へ
の
最
高
の
奉
仕

を
い
た
す
の
で
あ
る(

)

。
52

こ
こ
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
は
﹁
祈
り
﹂
を
﹁
無
力
﹂
な
営
み
と

は
見
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
﹁
祈
り
﹂
こ
そ
、﹁
悪
霊
﹂
の
跋
扈
す
る
︿
現
代
﹀
の
只

中
で
、
キ
リ
ス
ト
者
に
の
み
遂
行
し
得
る
、﹁
人
間
的
社
会
へ
の
最
高
の
奉
仕
﹂
と

見
な
し
て
い
た
。
こ
の
明
言
の
基
底
に
は
、
﹁
人
間
の
歴
史
の
窮
極
の
意
義
は
人

間
と
人
間
と
の
戦
い
で
は
な
く
﹂﹁
天
空
の
悪
霊
つ
ま
り
聖
書
に
言
う
﹃
こ
の
世
の

長
﹄
と
し
て
の
悪
天
使
と
の
闘
争
で
あ
る
﹂
と
の
自
覚
に
加
え
、﹁
眼
前
﹂
の
あ
り

よ
う
に
﹁
悪
霊
﹂
の
﹁
介
入
﹂
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
神
の
介
入
の
現
在

を
確
信
す
る
ま
な
ざ
し
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。

こ
の
点
、
吉
満
は
﹁
マ
リ
タ
ン
先
生
へ
の
手
紙
﹂
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
た
。
い
わ
く
﹁
私
た
ち
は
歴
史
世
界
の
文
化
の
問
題
を
知
ら
ず
知
ら
ず
自

然
主
義
者
の
ご
と
く
人
間
的
要
因
の
み
で
理
解
し
よ
う
と
し
処
理
し
よ
う
と
す
る

︵
し
か
も
学
問
の
名
に
お
い
て
理
性
の
名
に
お
い
て
︶
無
神
論
的
不
信
的
思
惟
に

お
ち
い
る
危
険
を
今
に
し
て
真
に
醒
め
て
知
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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ニ
ュ
ー
マ
ン
が

“A
n
g
els
are
am
on
g
u
s”
と
言
い
﹃
見
え
ざ
る
実
在
を
計
算
に

入
れ
る
と
き
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
記
述
は
変
わ
る
で
あ
ろ
う
﹄
と
言
っ
た
言
を
私
は

以
前
か
ら
頭
に
刻
ん
で
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す(

)

﹂
と
。
同
じ
こ
と
は
昭

53

和
十
四
年
﹁
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
の
追
憶
に
因
ん
で
﹂
に
て
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。

い
わ
く
﹁
キ
リ
ス
ト
者
は
人
々
が
﹃
神
は
死
せ
り
﹄
と
考
え
、
神
の
霊
の
働
き
か

け
を
計
算
に
入
る
る
こ
と
を
忘
れ
果
て
ん
と
し
て
い
る
二
十
世
紀
の
最
中
に
断
固

と
し
て
﹃
否
な
﹄
を
醒
め
て
祈
る
夜
の
予
言
者
の
ご
と
く
宣
す
る
光
栄
あ
る
使
命

が
あ
る
の
で
あ
る(

)

﹂
と
。

54

吉
満
の
言
う
ご
と
く
、﹁
人
間
の
歴
史
の
窮
極
の
意
義
は
人
間
と
人
間
と
の
戦

い
で
は
な
く
﹂
て
﹁
天
空
の
悪
霊
つ
ま
り
聖
書
に
言
う
﹃
こ
の
世
の
長
﹄
と
し
て

の
悪
天
使
と
の
闘
争
で
あ
る
﹂
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
﹁
闘
争
﹂
を
、﹁
人
間
﹂
が

﹁
単
独
﹂
で
戦
い
得
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
く
吉
満
が
説
く
よ

う
に
、
こ
の
﹁
歴
史
世
界
﹂
へ
の
﹁
神
の
霊
の
働
き
か
け
﹂
が
確
信
さ
れ
る
と
き
、

﹁
悪
霊
﹂
相
手
の
﹁
闘
争
﹂
で
最
も
求
め
ら
れ
る
試
み
は
、
如
上
の
﹁
闘
争
﹂
を
諦

め
る
こ
と
で
も
、
あ
え
て
﹁
人
間
﹂
に
依
り
恃
む
こ
と
で
も
な
く
、﹁
神
の
霊
の
働

き
か
け
﹂
を
﹁
祈
り
求
め
﹂
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
の
は
必
然
だ
っ
た
。
吉
満
は
か

く
捉
え
れ
ば
こ
そ
、﹁
神
の
霊
の
働
き
か
け
﹂
を
﹁
祈
り
求
め
﹂
る
営
み
を
、
か
の

﹁
闘
争
﹂
下
に
あ
る
﹁
歴
史
世
界
﹂
へ
の
、
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
﹁
最
高
の
奉
仕
﹂

と
闡
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

時
折
り
し
も
祖
国
の
命
運
が
極
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
頃
、
吉
満
は
司
祭
へ
の
決
意

を
語
り
だ
し
て
い
た
。
こ
の
立
志
に
関
し
て
は
、か
つ
て
疑
問
が
呈
さ
れ
も
し
た(

)

。
55

し
か
し
眼
前
の
﹁
歴
史
世
界
﹂
に
如
上
の
超
現
実
的
な
は
た
ら
き
を
見
出
す
吉
満

に
と
り
、
司
祭
へ
の
志
は
﹁
現
実
逃
避
﹂
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
﹁
二

十
世
紀
の
神
話
﹂
が
席
巻
し
、﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
が
惑
わ
さ
れ
る
状
況
下
、
そ
の

根
源
な
る
﹁
悪
霊
﹂
と
の
﹁
闘
争
﹂
の
﹁
最
前
線
﹂
に
赴
い
て
、
如
上
の
︿
実
践
﹀

す
な
わ
ち
﹁
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
﹂
を
﹁
﹃
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
体
と
し
て
の
教
会
﹄
の

う
ち
に
高
く
か
か
げ
、
普
く
証
示
す
る
こ
と
﹂
お
よ
び
﹁
神
の
霊
の
働
き
か
け
﹂

を
﹁
祈
り
求
め
﹂
る
こ
と
へ
の
専
心
と
し
て
、
同
時
代
の
︿
預
言
者
﹀
的
キ
リ
ス

ト
者
に
も
通
ず
る
、
超
越
的
な
︿
実
践
﹀
へ
の
志
の
表
明
だ
っ
た
。

４

吉
満
に
お
け
る
︿
実
践
﹀
そ
の
２

︱
﹁
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

﹂
を
通
じ
て
︿
生
命
﹀
へ
︱

前
節
で
見
た
吉
満
の
︿
実
践
﹀
が
、﹁
闘
争
﹂
と
は
言
え
﹁
悪
霊
﹂
へ
の
対
処
と

し
て
、
い
わ
ば
﹁
受
身
﹂
の
そ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
よ
り
積
極
的
な
︿
実
践
﹀
は
、

時
代
に
お
け
る
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
に
向
け
、﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
の
代
わ
り
に
真
の
︿
神
﹀

を
指
し
示
す
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
偽
り
の
﹁
生
命
﹂
で
な
く
真
の
︿
生
命
﹀
の
所

在
を
指
し
示
す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
試
み
は
既
述
の
通
り
、
﹁
召
集
令
の
赤
紙
が

や
が
て
来
る
﹂
こ
と
、
そ
し
て
戦
場
に
お
け
る
死
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
﹁
若

き
学
徒
﹂
の
深
刻
な
実
存
を
意
識
し
て
い
た
吉
満
に
と
り
、
切
迫
し
た
促
し
で
も

あ
っ
た
。

こ
の
促
し
は
、
昭
和
十
七
年
の
座
談
会
﹁
近
代
の
超
克
﹂
に
お
け
る
自
身
の
発

言
、﹁
近
代
人
は
無
邪
気
な
無
信
仰
者
ぢ
や
な
い
。
信
仰
を
失
つ
た
悲
劇
人
な
の

で
す
。
そ
こ
で
見
失
つ
た
神
を
自
意
識
を
通
じ
て
再
び
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
56
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に
込
め
ら
れ
た
自
省
に
規
定
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
闡
明
を
帰
結
し
た
。
す
な
わ

ち
、
吉
満
が
﹁
再
び
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂︿
神
﹀
と
し
て
時
代
に
指
し
示
し
た

の
は
、
雄
々
し
く
︿
歴
史
﹀
を
つ
か
さ
ど
る
超
越
的
存
在
で
は
な
く
て
、
こ
の
﹁
世
﹂

に
お
い
て
十
字
架
上
で
苦
し
み
抜
い
て
、
惨
死
に
至
っ
た
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
別

の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
吉
満
が
時
代
に
お
け
る
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
に
求
め

た
も
の
は
、﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
へ
の
陶
酔
で
な
く
、
か
よ
う
な
イ
エ
ス
を
﹁
再
び
見
出
﹂

す
こ
と
に
よ
り
、
み
ず
か
ら
も
ま
た
、
イ
エ
ス
に
倣
う
︿
生
﹀
の
意
義
を
﹁
再
び

見
出
﹂
す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
主
張
は
、
た
と
え
ば
﹁
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
道

徳
の
問
題
﹂
の
次
の
叙
述
が
典
型
的
に
表
す
も
の
だ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
愛
の
律
法
の
可
能
性
の
源
泉
自
ら
な
る
も
の
の
十
字

架
の
苦
悩
を
分
け
も
ち
、﹁
キ
リ
ス
ト
の
艱
難
の
欠
け
た
る
を
補
わ
ん
﹂

︵
コ
ロ
サ
イ
書

一
ノ
二
四

︶
が
た
め
に
﹁
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
﹂

︵
ガ
ラ
テ
ア
書

二
ノ
一
九

︶、﹁
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
甦
ら
せ
ら
れ
た
﹂︵
コ
ロ
サ
イ
書

三
ノ
一

︶、﹁
キ
リ

ス
ト
の
心
を
心
と
し
﹂︵
ピ
リ
ピ
書

二
ノ
五

︶、﹁
常
に
イ
エ
ズ
ス
の
死
を
身
に
負
う
﹂

︵
コ
リ
ン
ト
後
書

四
ノ
一
〇

︶
も
の
と
し
て
、
単
に
人
間
的
に
こ
の
世
に
死
し
、
道
徳
的
に

諸
悪
よ
り
身
を
守
る
の
み
で
な
く
、
実
に
﹁
天
空
の
悪
霊
﹂︵
エ
ペ
ソ
書

六
ノ
一
二

︶
ま
た

﹁
こ
の
世
の
長
﹂︵
悪
天
使
の
こ
と
、

ヨ
ハ
ネ
十
四
ノ
三
〇

︶
と
の
超
人
間
的
霊
魂
戦
闘
を
ま
さ
に
超
自

然
的
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
も
っ
て
戦
い
貫
き﹁
聖
な
る
都
新
し
き
イ
エ
ル
サ
レ
ム
﹂

︵
ヨ
ハ
ネ
黙
示

二
十
一
ノ
二

︶
の
終
末
時
的
実
現
を
望
ん
で
生
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い(

)

。
57

後
述
す
る
ご
と
く
、
吉
満
は
パ
ス
カ
ル
の
﹁
イ
エ
ズ
ス
の
ミ
ス
テ
ー
ル(

)

﹂
に
依

58

拠
し
つ
つ
、
世
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
苦
悶
の
う
ち
に
あ
る
イ
エ
ス
を
説
き
も
し

た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
吉
満
が
描
き
出
し
た
の
は
、﹁
苦
悩
﹂﹁
艱
難
﹂﹁
死
﹂

に
彩
ら
れ
た
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
吉
満
は
、
如
上
の
イ
エ
ス
を
﹁
再

び
見
出
﹂
す
こ
と
に
よ
り
、﹁
キ
リ
ス
ト
の
艱
難
の
欠
け
た
る
を
補
﹂
う
こ
と
、﹁
キ

リ
ス
ト
と
と
も
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
﹂
る
こ
と
、﹁
常
に
イ
エ
ズ
ス
の
死
を
身
に

負
う
﹂
こ
と
を
諾
う
︿
生
﹀
を
問
い
か
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
吉
満
が
、﹁
苦
悩
﹂﹁
艱
難
﹂﹁
死
﹂
と
不
可
分
な
イ
エ
ス
を
指
し
示
し
、

併
せ
て
、
か
よ
う
な
存
在
に
倣
う
︿
生
﹀
の
あ
り
よ
う
を
、﹁
二
十
世
紀
の
神
話
﹂

が
席
巻
す
る
同
時
代
へ
示
し
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
如
上
の
イ

エ
ス
と
そ
れ
に
基
づ
く
︿
生
﹀
の
あ
り
よ
う
が
、
擬
似
的
な
﹁
生
命
﹂
の
﹁
神
話
﹂

に
囚
わ
れ
た
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
、
こ
と
に
イ
エ
ス
さ
な
が
ら
無
残
で
理
不
尽
な
死

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
﹁
眼
前
﹂
の
﹁
青
年
や
学
生
﹂
に
対
し
﹁
精
神
の
糧
﹂

を
与
え
る
も
の
と
把
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
こ
の
点
、
前
掲
﹁
復
活
よ
り

の
世
界
観
﹂
に
お
い
て
吉
満
は
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
根
拠
と
し
、
次
の
ご
と
く
に

︿
生
命
﹀
へ
の
︿
希
望
﹀
を
問
い
か
け
て
い
た
。

ロ
マ
書
六
章
に
あ
る
ご
と
く
﹁
け
だ
し
わ
れ
ら
は
そ
の
死
に
倣
わ
ん
た
め

に
洗
礼
を
も
っ
て
彼
と
と
も
に
葬
ら
れ
た
る
な
り
。
こ
れ
キ
リ
ス
ト
が
父
の

光
栄
を
も
っ
て
死
者
の
中
よ
り
復
活
し
た
ま
い
し
ご
と
く
、
わ
れ
ら
も
ま
た

新
し
き
生
命
に
歩
ま
ん
た
め
な
り
。
け
だ
し
わ
れ
ら
は
彼
に
接
れ
て
そ
の
死

の
状
態
に
あ
や
か
り
た
れ
ば
そ
の
復
活
に
も
ま
た
あ
や
か
る
べ
し
﹂

︵
ロ
マ
書
六

ノ
四
︱
五

︶
と
あ
る
ご
と

マ

マ

く
、
ま
た
ピ
リ
ピ
書
に
あ
る
ご
と
く
﹁
キ
リ
ス
ト
を

知
り
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
の
能
力
を
知
り
、
キ
リ
ス
ト
の
死
に
か
た
ど
り
た

る
者
と
な
り
、
そ
の
苦
し
み
に
あ
ず
か
ら
ん
た
め
い
か
に
も
し
て
そ
の
死
者
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の
中
よ
り
復
活
せ
ん
た
め
な
り
﹂︵
ピ
リ
ピ
書
三

ノ
一
〇
以
下

︶
と
記
さ
る
る
ご
と

マ

マ

く
、
キ
リ
ス

ト
教
的
人
生
の
有
り
方
は
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
と
に
そ
の
原
型
を
有
す
る

も
の
と
し
て
説
か
れ
る(

)

。
59

同
様
の
主
張
は
前
掲
﹁
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
﹂
で
も
次
の
よ
う
に

展
開
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
く
﹁﹃
わ
れ
ら
も
し
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
死
し
た
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
生
く
べ
く
﹄︵
テ
モ
テ
後
書

二
ノ
一
一

︶﹃
常
に
イ
エ
ズ
ス
の
死
を
身
に
負
う

も
の
﹄︵
コ
リ
ン
ト
後

書
四
ノ
一
〇

︶﹃
常
に
イ
エ
ズ
ス
の
た
め
に
死
に
付
さ
る
る
も
の
﹄︵
コ
リ
ン
ト
後

書
四
ノ
一
一

︶

と
し
て
実
に
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
死
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
日
々
に
生
く
る
の
が
キ
リ

ス
ト
の
使
徒
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、
こ
の
使
徒
の
﹃
さ
れ
ば
死
は
わ
れ
ら
の
う

ち
に
働
き
、
生
命
は
汝
ら
の
う
ち
に
働
く
﹄︵
コ
リ
ン
ト
後

書
四
ノ
一
二

︶
と
言
え
る
ご
と
く
、
す
べ

て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
救
済
を
求
め
る
世
紀
の
子
ら
に
対
し
て
言
い
得
る
ご
と
き
福

音
の
故
の
復
活
の
希
望
に
お
い
て
日
々
に
キ
リ
ス
ト
の
死
を
死
す
る
実
に
大
い
な

る
死
の
パ
ト
ス
を
こ
そ
生
の
イ
デ
ア
ル
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す(

)

﹂
と
。

60

既
に
見
た
よ
う
に
、
吉
満
は
﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
が
所
詮
﹁
人
間
神
化
の
非
倫
理
的

ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
に
過
ぎ
ず
、
か
つ
、﹁
人
間
神
化
﹂
に
よ
っ
て
は
︿
生
命
﹀
は

得
ら
れ
ず
に
、
む
し
ろ
﹁
人
間
を
狂
気
せ
し
め
る
か
、
人
間
を
そ
の
自
由
自
ら
を

も
っ
て
自
殺
せ
し
め
る
の
ほ
か
な
い
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
吉
満

が
試
み
た
の
は
﹁
救
済
を
求
め
る
世
紀
の
子
ら
に
﹂、
こ
と
に
﹁
若
き
学
徒
﹂﹁
而

も
そ
の
大
多
数
は
前
線
陣
中
に
あ
る
学
徒
﹂
に
対
し
、
聖
書
に
基
づ
き
︿
生
命
﹀

へ
の
︿
希
望
﹀
を
開
示
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
︿
希
望
﹀
と
は
、
右
引
用
が
示

唆
す
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
﹁
に
接
れ
て
そ
の
死
の
状
態
に
あ
や
か
﹂
り
、﹁
常
に
イ

エ
ズ
ス
の
死
を
身
に
負
う
も
の
﹂
と
さ
れ
、﹁
キ
リ
ス
ト
の
死
に
か
た
ど
り
た
る
者

と
な
り
、
そ
の
苦
し
み
に
あ
ず
か
﹂
る
︿
生
﹀
を
歩
ま
し
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
さ

に
そ
の
こ
と
が
、
か
つ
て
そ
う
し
た
︿
生
﹀
を
た
ど
っ
た
イ
エ
ス
に
起
き
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
﹁
そ
の
復
活
に
も
ま
た
あ
や
か
る
﹂
こ
と
の
証
と
し
て
捉
え
得
る
と
の

︿
希
望
﹀
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
同
じ
﹁
復
活
よ
り
の
世
界
観
﹂
に
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
キ
リ
ス
ト
者
の
存
在
の
仕
方
﹂
は
、
十
字
架
上
で
惨
死
し
た

イ
エ
ス
に
倣
う
︿
生
﹀
と
し
て
、
ま
さ
に
﹁﹃
死
へ
の
存
在
﹄
の
仕
方
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
﹃
死
へ
の
存
在
﹄
の
仕

方
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
へ
の
参
与
、
つ
ま
り
﹃
復

活
的
生
へ
の
存
在
﹄
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る(

)

﹂
と
の
︿
発
見
﹀
に
根
ざ
し
た
︿
希

61

望
﹀
で
あ
っ
た
。

無
論
、
右
に
続
け
て
吉
満
は
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
と
死
と
再
生
命
︵
su
rv
iv
e︶

と
の
観
念
は
単
な
る
、
生
命
の
存
在
的
進
化
持
続
と
い
う
ご
と
き
意
味
の
概
念
で

は
な
く
⋮
⋮
あ
く
ま
で
も
倫
理
的
性
質
の
良
心
的
人
格
的
生
命
の
範
疇
に
属
す
る

概
念
で
あ
る(

)

﹂
と
強
調
し
、﹁
こ
こ
に
お
い
て
説
か
る
る
復
活
が
い
か
に
罪
と
救
済

62

と
審
判
と
を
も
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
か(

)

﹂
を
問
い
か
け
て
い
た
。
し
か
し
﹁
見

63

失
つ
た
神
を
自
意
識
を
通
じ
て
再
び
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
力
説
す
る
吉
満

に
と
っ
て
、﹁
苦
悩
﹂﹁
艱
難
﹂﹁
死
﹂
に
彩
ら
れ
た
イ
エ
ス
を
ふ
ま
え
た
如
上
の
展

望
は
、
同
じ
く
﹁
苦
悩
﹂﹁
艱
難
﹂﹁
死
﹂
を
刻
印
さ
れ
た
同
時
代
の
﹁
自
意
識
﹂

を
一
転
さ
せ
る
、
意
義
深
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
示
唆
に
富
む

文
章
と
し
て
、
前
掲
﹁
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
﹂
の
次
の
一
節
に
注
意

を
促
し
た
い
。

信
仰
は
一
度
限
り
不
安
を
消
去
す
る
も
の
で
も
な
く
、
一
度
限
り
人
を
英
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雄
化
す
る
も
の
で
も
な
く
、
い
わ
ん
や
一
度
限
り
探
究
を
静
止
せ
し
め
愛
の

努
力
と
苦
悩
を
吸
収
し
去
り
解
消
し
去
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
人

の
思
わ
ぬ
不
安
が
神
に
よ
る
神
に
お
け
る
不
安
が
、
真
理
に
お
け
る
真
理
の

生
命
自
ら
の
故
の
戦
闘
が
、
神
の
愛
故
の
苦
悩
と
貧
し
さ
が
、
恩
寵
の
故
の

弱
さ
の
継
続
が
、
肉
の
棘
の
連
続
が
、
全
く
新
し
き
超
自
然
的
戦
闘
の
開
始

と
と
も
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
充
ち
て
提
示
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
し
か
も
こ

の
不
安
と
こ
の
苦
悩
は
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
ご
と
く
言
う
な
ら
ば
こ
の
世
の
不

安
で
は
な
く
生
命
に
至
る
不
安
な
の
で
す
。
こ
の
使
徒
の
ロ
マ
書
八
章
か
ら

九
章
に
か
け
て
聖
霊
に
お
け
る
こ
の
宇
宙
的
苦
悩
の
激
情
を
思
い
み
て
も
ご

覧
な
さ
い(

)

。
64

こ
こ
で
吉
満
は
、﹁
福
音
の
故
の
復
活
の
希
望
﹂
の
信
仰
が
、﹁
不
安
﹂﹁
戦
闘
﹂

﹁
苦
悩
と
貧
し
さ
﹂﹁
弱
さ
﹂﹁
肉
の
棘
﹂
を
﹁
吸
収
し
去
り
解
消
し
去
る
も
の
﹂
で

は
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、﹁
福
音
の
故
の
復
活
の
希
望
﹂
の
信
仰
に
て
は
、
い
ず

れ
の
﹁
苦
悩
﹂
も
﹁
神
に
お
け
る
﹂﹁
神
の
愛
故
﹂
の
そ
れ
と
し
て
、﹁
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
に
充
ち
て
提
示
﹂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
如
上
の
﹁
不
安
﹂﹁
戦
闘
﹂﹁
苦
悩

と
貧
し
さ
﹂﹁
弱
さ
﹂﹁
肉
の
棘
﹂
は
、﹁
こ
の
世
の
不
安
で
は
な
く
生
命
に
至
る
不

安
﹂
と
し
て
、
す
な
わ
ち
︿
復
活
﹀
を
確
約
す
る
﹁
神
の
愛
﹂
を
光
源
と
す
る
も

の
と
し
て
、
希
望
的
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
問
い
か
け
て
い
た
。
吉
満
が
こ
の

﹁
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂
に
現
代
的
な
意
義
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
名
も
﹁
現
代

に
お
け
る
神
秘
主
義
の
問
題
﹂
に
お
い
て
、﹁
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
自
ら
も
解
し
得
な

か
っ
た
自
ら
の
憂
愁
の
苦
悩
の
謎
を
、
次
第
に
﹃
神
は
そ
の
愛
し
給
う
者
を
苦
し

め
給
う
﹄
と
い
う
、
神
愛
の
最
内
面
的
啓
示
と
し
て
理
解(

)

﹂
し
、
そ
の
﹁
生
の
秘

65

密
を
す
べ
て
神
関
係
︵
G
ottesv
erh
ältn
is︶
と
し
て
理
解
す
る(

)

﹂﹁
神
愛
の
パ
ラ

66

ド
ク
ス(

)

﹂
に
お
い
て
、﹁
感
謝
の
祈
り(

)

﹂
と
﹁
キ
リ
ス
ト
へ
の
従
範
実
践
の
ヒ
ロ
イ

67

68

ズ
ム(

)

﹂
を
現
成
さ
せ
た
こ
と
に
触
れ
、﹁
そ
れ
が
広
く
現
代
の
自
意
識
的
信
仰
者
の

69

精
神
に
生
か
さ
れ
、
志
向
さ
れ
る
所
以
は
認
め
得
る
で
あ
ろ
う(

)

﹂
と
結
論
づ
け
て

70

い
る
中
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

こ
の
展
望
は
ま
た
、
個
々
の
﹁
自
意
識
﹂
の
み
な
ら
ず
、﹁
苦
難
﹂﹁
艱
難
﹂﹁
死
﹂

に
彩
ら
れ
た
時
代
を
見
る
ま
な
ざ
し
を
、
同
じ
く
希
望
的
に
一
変
さ
せ
得
る
も
の

と
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
吉
満
は
、
昭
和
十
年
﹁
時
間
の
変
貌
︱
歴
史

と
詩
と
行
動
︱
﹂
に
お
い
て
、﹁
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
取
り
巻

く
﹃
夜
﹄
を
怖
る
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
夜
を
通
じ
て
歴
史
の
う
ち
に
わ
れ

ら
の
日
常
性
の
う
ち
に
彼
の
大
い
な
る
﹃
夜
﹄
を
自
ら
苦
し
み
ま
た
黙
想
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ
る(

)

﹂
と
述
べ
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
取
り
巻
く
﹃
夜
﹄
﹂
を
﹁
彼

71

の
大
い
な
る
﹃
夜
﹄﹂
す
な
わ
ち
﹁
神
が
神
自
ら
を
見
放
し
た
も
う
て
し
か
も
人
間

を
見
棄
て
た
も
う
こ
と
を
あ
え
て
な
し
た
ま
わ
な
か
っ
た
恩
寵
の
苦
悩
の
夜(

)

﹂
と

72

重
ね
て
問
う
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。
同
様
の
認
識
は
、
前
掲
﹁
新
し
き

秩
序
﹂
に
て
も
次
の
ご
と
く
開
示
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
く
﹁
人
間
と
そ
の
歴
史
と

を
十
字
架
の
愛
の
深
淵
に
お
い
て
最
も
神
学
的
に
、
聖
金
曜
日
の
夜
と
復
活
の
朝

と
を
貫
く
全
道
程
に
お
い
て
、
ま
さ
に
か
か
る
救
い
主
と
の
超
自
然
﹃
同
時
性
﹄

の
故
に
﹃
祝
福
さ
れ
し
夜
﹄︵
O
b
eata
n
ox
!︶
と
し
て
讃
美
し
、
歴
史
の
内
面
的

意
味
そ
の
も
の
を
黙
想
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
と
。

73

こ
こ
で
言
う
﹁
神
が
神
自
ら
を
見
放
し
た
も
う
て
し
か
も
人
間
を
見
棄
て
た
も

う
こ
と
を
あ
え
て
な
し
た
ま
わ
な
か
っ
た
恩
寵
の
苦
悩
の
夜
﹂
こ
そ
は
、﹁
復
活
の
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朝
﹂
を
約
束
さ
れ
た
﹁
聖
金
曜
日
の
夜
﹂﹁
祝
福
さ
れ
し
夜
﹂
を
指
す
も
の
だ
っ
た
。

吉
満
は
そ
う
し
た
﹁
夜
﹂
に
﹁
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
取
り
巻
く
﹃
夜
﹄﹂
を
重
ね
る

べ
く
促
す
こ
と
に
よ
り
、﹁
苦
難
﹂﹁
艱
難
﹂﹁
死
﹂
に
彩
ら
れ
た
︿
現
代
﹀
と
い
う

﹁
夜
﹂
を
、︿
復
活
﹀
の
︿
希
望
﹀
を
内
在
さ
せ
た
﹁
夜
﹂
と
し
て
受
け
と
る
こ
と

を
呼
び
か
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
人
生
と
時
代
へ
の
諦
観
を
導
く
も
の
で
な

く
、
前
掲
﹁
時
間
性
の
変
貌
﹂
の
中
で
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
愛
と
苦
悩
の
現

実
を
こ
の
救
済
史
の
縮
図
に
お
い
て
忍
耐
を
も
っ
て
生
き
ん
こ
と
見
ん
こ
と(

)

﹂、

74

す
な
わ
ち
﹁
一
切
の
歴
史
的
お
よ
び
個
人
的
倫
理
性
の
竟
極
的
理
解
を
﹃
十、

字、

架、

に、

つ、

け、

ら、

れ、

た、

る、

者、

﹄
に
お
い
て
い
た
す
こ
と(

)

﹂
と
力
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

75

﹁
不
安
﹂﹁
戦
闘
﹂﹁
苦
悩
と
貧
し
さ
﹂﹁
弱
さ
﹂﹁
肉
の
棘
﹂
を
﹁
神
に
よ
る
神
に
お

け
る
不
安
﹂﹁
真
理
に
お
け
る
真
理
の
生
命
自
ら
の
故
の
戦
闘
﹂﹁
神
の
愛
故
の
苦

悩
と
貧
し
さ
﹂﹁
恩
寵
の
故
の
弱
さ
の
継
続
﹂﹁
肉
の
棘
の
連
続
﹂
と
し
て
、
ま
さ

に
﹁
聖
金
曜
日
の
夜
﹂
に
お
け
る
﹁
生
命
に
至
る
不
安
﹂
と
し
て
、﹁
忍
耐
を
も
っ

て
生
き
ん
こ
と
﹂
を
促
す
も
の
だ
っ
た
。

た
だ
し
吉
満
は
、
如
上
の
︿
生
﹀
が
、
た
だ
︿
復
活
﹀
へ
の
︿
希
望
﹀
に
根
ざ

す
﹁
忍
耐
﹂
に
お
い
て
の
み
生
き
ら
れ
る
べ
き
と
は
位
置
づ
け
て
い
な
か
っ
た
。

本
節
冒
頭
で
も
少
し
く
触
れ
た
と
お
り
、
吉
満
は
パ
ス
カ
ル
の
﹁
イ
エ
ズ
ス
の
ミ

ス
テ
ー
ル
﹂
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
イ
エ
ス
の
︿
復
活
﹀
の
み
な
ら
ず
、
今
な
お

﹁
人
間
と
共
に
苦
し
む
イ
エ
ス
﹂
を
問
い
か
け
て
い
た
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
前
掲

﹁
現
代
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
問
題
﹂
で
﹁
パ
ス
カ
ル
が
﹃
イ
エ
ズ
ス
の

秘
儀

ミ
ス
テ
ー
ル

﹄

に
言
う
ご
と
く
、﹃
キ
リ
ス
ト
は
世
の
終
わ
り
ま
で
苦
悩
の
う
ち
に
あ
る
で
あ
ろ

う
﹄
な
ら
ば
、﹃
わ
れ
ら
は
そ
の
間
眠
っ
て
は
な
ら
な
い(

)

﹄﹂
と
そ
の
言
葉
を
紹
介

76

し
、
ま
た
同
時
期
の
文
章
﹁
神
秘
主
義
の
形
而
上
学
︱
宗
教
的
実
存
の
秘
儀
︱
﹂

に
て
も
、﹁
パ
ス
カ
ル
は
﹃
イ
エ
ズ
ス
の
秘
儀
﹄
に
﹃
イ
エ
ズ
ス
は
世
の
終
わ
り
に

至
る
ま
で
苦
悶
の
う
ち
に
在
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
眠
っ
て
は
な
ら
な
い
﹄
と
言

い
、﹃
た
だ
そ
の
苦
悩
に
つ
な
が
る
﹄
︵
Il
n
e
fau
t
n
ou
s
u
n
ir
q
u
’à
ses

sou
ffran
ces︶
と
言
う(

)

﹂
と
、﹁
世
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
苦
悶
の
う
ち
に
在
す
﹂

77

イ
エ
ス
を
こ
そ
説
い
て
い
た
。

こ
う
し
た
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、吉
満
に
お
い
て
イ
エ
ス
と
い
う
存
在
は
、

い
わ
ば
﹁
天
上
﹂
に
て
超
然
た
る
存
在
と
し
て
で
な
く
、
人
間
と
と
も
に
今
な
お

﹁
苦
悩
﹂
し
続
け
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、﹁
キ
リ
ス
ト

の
艱
難
の
欠
け
た
る
を
補
﹂う
こ
と
、﹁
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
﹂

る
こ
と
、﹁
常
に
イ
エ
ズ
ス
の
死
を
身
に
負
う
﹂
こ
と
を
諾
う
︿
生
﹀
こ
そ
は
、
イ

エ
ス
﹁
の
死
の
状
態
に
あ
や
か
り
た
れ
ば
そ
の
復
活
に
も
ま
た
あ
や
か
る
べ
し
﹂

と
の
︿
希
望
﹀
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、﹁
世
の
終
わ
り
ま
で
苦
悩
の
う
ち
に
あ
る
﹂

﹁
世
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
苦
悶
の
う
ち
に
在
す
﹂
イ
エ
ス
が
、
み
ず
か
ら
と
い
わ

ば
︿
共
苦
﹀
し
つ
つ
あ
る
と
の
︿
希
望
﹀
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て

吉
満
は
説
い
て
い
た(

)

。
78

吉
満
は
こ
れ
ら
二
重
の
︿
希
望
﹀
を
強
調
す
る
こ
と
で
、﹁
二
十
世
紀
の
神
話
﹂

に
囚
わ
れ
た
時
代
人
心
に
対
し
、
こ
と
に
イ
エ
ス
さ
な
が
ら
無
残
で
理
不
尽
な
死

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
﹁
眼
前
﹂
の
﹁
青
年
や
学
生
﹂
、﹁
前
線
陣
中
に
あ
る
学

徒
﹂
に
向
け
て
、
イ
エ
ス
に
倣
う
︿
生
﹀
が
確
約
す
る
も
の
と
し
て
、︿
復
活
﹀
の

希
望
に
裏
打
ち
さ
れ
た
真
の
︿
生
命
﹀
の
あ
り
か
を
問
い
か
け
た
の
だ
っ
た
。
そ

れ
は
冒
頭
に
触
れ
た
前
稿
で
詳
ら
か
に
し
た
吉
満
の
主
張
、
す
な
わ
ち
﹁
キ
リ
ス
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ト
の
死
に
至
る
ま
で
の
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

に
倣
う(

)

﹂
と
い
う
︿
試
練
﹀
を
通
じ
、﹁
神
に
似
た
者
﹂

79

と
成
り
行
く
こ
と
で
、
そ
の
﹁
神
の
認
識
﹂
を
不
断
に
深
化
徹
底
さ
せ
て
い
く
こ

と
を
人
間
の
︿
目
的
﹀
と
な
す
そ
の
思
想
に
合
致
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た(

)

。
80

お
わ
り
に
︱
思
想
形
成
期
へ
の
問
い
︱

以
上
、
本
稿
で
は
吉
満
の
思
想
の
﹁
展
開
﹂
の
あ
り
よ
う
を
探
る
べ
く
、
そ
の

時
代
認
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
︿
実
践
﹀
を
内
在
的
に
あ
と
づ
け
て
き
た
。
本
稿
に

先
立
ち
筆
者
は
既
に
、
冒
頭
に
て
言
及
し
た
前
稿
、
ま
た
文
中
で
触
れ
た
別
稿
に

て
吉
満
の
思
想
の
構
造
と
特
質
を
論
じ
て
き
た
の
で
、
筆
者
の
﹁
吉
満
論
﹂
に
て

は
、
そ
の
思
想
形
成
の
解
析
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
を
閉

じ
る
に
あ
た
り
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
の
見
通
し
を
仮
説
的
に
述

べ
て
お
き
た
い
。

従
来
、
内
村
門
下
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
吉
満
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
に

関
し
て
は
、
そ
の
最
初
期
の
文
章
﹁
私
の
改
宗
﹂
等
を
資
料
と
な
し
、
師
・
内
村

と
若
き
吉
満
の
内
な
る
齟
齬
・
葛
藤
の
生
成
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る(

)

。
し

81

か
し
吉
満
に
お
け
る
如
上
の
画
期
を
、
内
面
的
な
文
脈
に
引
き
寄
せ
て
解
析
す
る

こ
と
は
一
面
的
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
吉
満
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗

は
、
昭
和
改
元
か
ら
間
も
な
い
一
九
二
七
年
春
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
夏
、
芥
川

龍
之
介
が
自
殺
し
た
年
で
も
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
吉
満
の
︿
改
宗
﹀
を
問
う
視

座
に
、
一
つ
の
示
唆
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

顧
み
て
吉
満
が
内
村
に
師
事
し
た
の
は
一
九
二
〇
年
代
前
半
で
あ
り
、
周
知
の

ご
と
く
、
そ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
機
に
急
激
な
資
本
主
義
化
・
都
市
化
が
進

行
す
る
中
で
、﹁
近
代
﹂
を
彩
る
諸
思
潮
へ
の
批
判
が
高
揚
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期

だ
っ
た
。
当
時
の
吉
満
は
、
第
一
高
等
学
校
に
て
学
生
生
活
を
送
る
な
か
、
一
高

基
督
教
青
年
会
の
熱
心
な
会
員
と
し
て
、
賀
川
豊
彦
に
倣
い
つ
つ
、
関
東
大
震
災

の
被
災
者
救
援
に
あ
た
る
ほ
か
、
革
命
後
の
ロ
シ
ア
民
衆
に
想
い
を
寄
せ
る
﹁
時

代
の
子
﹂
で
あ
っ
た(

)

。
か
く
も
熾
烈
な
︿
時
﹀
を
生
き
た
若
き
吉
満
が
、
そ
の
騒

82

然
た
る
時
代
思
潮
と
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
内
村
と
の
﹁
内
な
る
自
問
﹂
に
よ
っ
て

の
み
、
精
神
の
歩
み
を
な
し
終
え
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
れ
だ
け
に
若
き
吉
満

の
精
神
史
は
、﹁
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
﹂
と
い
う
内
面
的
・
信
仰

論
的
視
座
か
ら
の
み
解
釈
す
る
の
で
な
く
、
二
十
歳
前
後
の
年
齢
で
﹁
戦
争
と
革

命
﹂
お
よ
び
関
東
大
震
災
と
い
う
一
大
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
遭
遇
し
、
さ
ら
に
芥
川

の
死
の
意
味
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
受
け
止
め
た
、﹁
不
安
﹂
の
世
代
の
実
存(

)

を
遠
景

83

に
し
て
こ
そ
解
か
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
他
日
を
期
し
た
い
。

註︵

︶
拙
稿
﹁
吉
満
義
彦
の
人
間
観
︱
﹃
近
代
の
超
克
﹄
と
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀

１

︱
﹂︵﹃
聖
学
院
大
学
論
叢
﹄
第
二
十
四
巻
第
二
号

聖
学
院
大
学

二
〇
一

二
年
三
月
︶。﹁
近
代
の
超
克
﹂
な
ら
び
に
吉
満
義
彦
に
関
す
る
先
行
研
究

も
同
論
考
を
参
照
の
こ
と
。

︵

︶
吉
満
﹁
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
﹂﹃
哲
学
雑
誌
﹄
昭
和
十
一
年
一

２

月
号
︵﹃
吉
満
義
彦
全
集
︵
以
下
全
集
と
略
記
︶﹄
一
巻

講
談
社

昭
和
五

十
九
年

二
二
三
頁
︶。
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︵

︶
同
﹁
新
し
き
秩
序
︱
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
︱
﹂﹃
創
造
﹄
昭
和

３

十
一
年
七
月
︵﹃
全
集
﹄
五
巻

四
〇
六
頁
︶。
な
お
同
時
代
の
﹁
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
﹂
論
に
関
し
、
黒
田
俊
太
郎
﹁
彷
徨
え
る
︿
青
年
﹀
的
身
体
と
ロ
ゴ

ス
︱
三
木
清
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
﹀
に
お
け
る
伝
統
と
近
代
﹂︵﹃
三
田
國

文
﹄
五
十
二
号

慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
室

二
〇
一
〇
年
十
二
月
︶

を
参
照
。

︵

︶
吉
満
﹁
新
し
き
秩
序
︱
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
︱
﹂︵﹃
全
集
﹄
五

４

巻

四
〇
六
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
ヨ
ハ
ン
・
ア
ダ
ム
・
メ
ー
ラ
ー
と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
思
惟
の
理
念
﹂﹃
カ
ト

５

リ
ッ
ク
﹄
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
出
版
部

昭
和
十
三
年
九
・
十
月
号
︵﹃
全
集
﹄

三
巻

二
三
二
頁
︶。

︵

︶
拙
稿
﹁
吉
満
義
彦
の
思
想
︱
そ
の
﹃
近
代
批
判
﹄
と
﹃
近
代
超
克
﹄
を
め
ぐ

６

る
一
考
察
︱
﹂︵﹃
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
﹄
五
十
五
号

二
〇
一
三

年
二
月
︶
を
参
照
。

︵

︶
同
﹁
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
﹄
昭
和
十
四
年
九
・
十

７

月
号
︵
同

五
五
頁
︶。

︵

︶
同
。

８
︵

︶
同
﹁﹃
現
代
の
転
向
﹄
と
﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
﹄﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
﹄
昭
和

９

六
年
五
月
号

五
二
頁
︵﹃
全
集
﹄
街
頭
箇
所
を
示
さ
な
い
場
合
は
﹃
全
集
﹄

未
収
録
作
品
。
以
下
同
様
︶。

︵

︶
同
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂﹃
倫
理

10

研
究
﹄
昭
和
七
年
十
・
十
一
月
号
︵﹃
全
集
﹄
二
巻

二
七
三
頁
︶

︵

︶
同
。

11
︵

︶
同
︵
同

二
七
三
～
二
七
四
頁
︶。

12
︵

︶
同
︵
同

二
七
三
頁
︶。

13
︵

︶
吉
満
﹁
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
﹄
昭
和
十

14

九
年
五
月
号
︵﹃
全
集
﹄
四
巻

一
五
〇
頁
︶。

︵

︶
同
。

15
︵

︶
同
。

16
︵

︶
同
。

17
︵

︶
前
掲
﹁
新
し
き
秩
序
﹂︵﹃
全
集
﹄
五
巻

四
〇
一
、
四
〇
四
頁
︶。

18
︵

︶
河
合
栄
治
郎
の
﹃
学
生
叢
書
﹄
の
刊
行
開
始
は
昭
和
十
一
年
、
ま
た
古
典
古

19

代
や
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
﹁
人
間
賛
歌
﹂
を
描
い
た
羽
仁
五
郎
﹃
ミ
ケ
ル
ア
ン

ヂ
ェ
ロ
﹄︵
昭
和
十
四
年
︶、
出
隆
﹃
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
と
政
治
﹄︵
昭
和
十
八

年
︶
等
の
公
刊
は
、
日
中
戦
争
～
太
平
洋
戦
争
期
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実

は
時
代
の
﹁
若
き
魂
﹂
が
置
か
れ
た
閉
塞
的
な
精
神
状
況
を
逆
照
射
し
て
余

り
あ
る
。

︵

︶
マ
ル
ク
ス
主
義
弾
圧
後
、
昭
和
十
年
代
の
知
的
状
況
に
関
し
て
は
拙
著
﹃
三

20

谷
隆
正
の
研
究
︱
信
仰
・
国
家
・
歴
史
︱
﹄︵
刀
水
書
房

二
〇
〇
一
年
︶
所

収
﹁
三
谷
隆
正
の
求
心
力
﹂
を
参
照
。

︵

︶
森
岡
清
美
﹃
決
死
の
世
代
と
遺
書

補
訂
版
﹄
吉
川
弘
文
館

一
九
九
一
年
。

21

な
お
文
中
で
言
及
し
た
諸
氏
の
生
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
奥
付
等
に
よ

る
。

︵

︶
広
瀬
京
一
郎
﹁
吉
満
先
生
の
想
い
出
﹂﹃
世
紀
﹄
七
十
二
号

昭
和
三
十
年

22
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十
一
月
号

二
四
頁
。

︵

︶
前
掲
﹃
三
谷
隆
正
の
研
究
﹄

二
〇
九
～
二
一
〇
頁
。
ま
た
垣
花
秀
武
﹁
詩

23

人
哲
学
者
、
吉
満
義
彦
と
そ
の
時
代
﹂︵﹃
全
集
﹄
四
巻

解
説
︶
を
参
照
。

︵

︶
遠
藤
周
作
﹁
堀
辰
雄
論
覚
書
﹂﹃
高
原
﹄
昭
和
二
十
三
年
三
、
七
、
十
月
︵﹃
遠

24

藤
周
作
文
学
全
集

﹄
新
潮
社

二
〇
〇
〇
年
︶。
堀
と
遠
藤
の
関
係
お
よ

10

び
遠
藤
の
伝
記
的
事
実
は
、
遠
藤
﹃
堀
辰
雄
覚
書

サ
ド
伝
﹄︵
講
談
社

二
〇
〇
八
年
︶
巻
末
の
山
根
道
公
に
よ
る
解
説
・
年
譜
を
、
ま
た
吉
満
と
遠

藤
の
関
係
は
、
右
記
ほ
か
遠
藤
﹁
吉
満
先
生
の
こ
と
﹂﹃
遠
藤
周
作
文
学
全

集
６

沈
黙
・
母
な
る
者
﹄
新
潮
社

月
報
１

一
九
七
五
年
二
月
︵﹃
遠

藤
周
作
文
学
全
集

﹄︶
を
参
照
。

13

︵

︶
遠
藤
﹁
堀
辰
雄
氏
の
パ
イ
プ
﹂
同
﹃
落
第
坊
主
の
履
歴
書
﹄
日
本
経
済
新
聞

25

社

一
五
八
頁
。

︵

︶
岡
田
純
一
﹁
吉
満
先
生
な
き
空
虚
さ
﹂
前
掲
﹃
世
紀
﹄
二
〇
頁
。

26
︵

︶
吉
満
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
と
新
し
き
精
神
の
世
紀
﹂
デ
ュ
モ
リ
ン
著
﹃
告

27

白
録
に
お
け
る
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
回
心
へ
の
道
﹄
の
序
文

上
智
学
院

出
版
部

昭
和
二
十
年
八
月

九
頁
。

︵

︶
前
掲
﹁
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
﹂︵﹃
全
集
﹄
一
巻

二
二
三
頁
︶。

28
︵

︶
同
。

29
︵

︶
同
﹁
中
世
精
神
史
の
理
念
﹂﹃
世
界
精
神
史
講
座
﹄
四
巻
﹃
西
洋
精
神
﹄
其
一

30

理
想
社

昭
和
十
五
年
︵﹃
全
集
﹄
二
巻

二
三
頁
︶。

︵

︶
同
︵
同

二
二
頁
︶。

31
︵

︶
吉
満
﹁
倫
理
性
へ
の
定
位
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
昭
和
九
年
五
月
、
日
付
不
詳
︵﹃
全

32

集
﹄
五
巻

三
九
四
頁
︶。

︵

︶
同
。
な
お
半
澤
孝
麿
氏
は
﹃
近
代
日
本
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
﹄︵
み
す
ず
書
房
、

33

一
九
九
三
年
︶
で
引
用
箇
所
に
触
れ
、﹁
同
時
代
の
神
学
的
ナ
チ
ズ
ム
批
判

と
し
て
、
南
原
繁
﹃
国
家
と
宗
教
﹄
を
想
い
出
さ
せ
る
﹂︵
九
〇
頁
︶
と
述
べ

る
が
、
南
原
の
射
程
が
﹁
神
学
的
ナ
チ
ズ
ム
﹂
を
超
え
同
時
代
の
﹁
天
皇
神

学
﹂
を
も
捉
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
せ
れ
ば
︵
宮
田
光
雄
﹁
南
原
繁
と
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
﹂﹃
平
和
か
戦
争
か

南
原
繁
の
学
問
と
思
想
﹄
to
b
e
出
版

二
〇
〇
八
年
︶、
吉
満
の
﹁
ミ
ュ
ト
ス
﹂
批
判
に
も
南
原
同
様
の
意
図
を
読

み
込
む
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
加
藤
周
一
﹁
吉
満
義
彦
覚
書
︱
﹃
詩

と
愛
と
実
存
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
全
集
﹄
五
巻

解
説
︶
を
参
照
。
し
か
し

吉
満
の
文
章
に
も
、
南
原
そ
し
て
内
村
と
同
様
の
、
キ
リ
ス
ト
教
と
︿
日
本
﹀、

︿
伝
統
﹀、︿
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹀
等
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
、
容
易
な
ら
ざ
る

︿
問
題
﹀
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
で
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
た
め

他
日
を
期
し
た
い
。

︵

︶
前
掲
﹁
中
世
精
神
史
の
理
念
﹂︵﹃
全
集
﹄
二
巻

一
三
頁
︶。
な
お
、
引
用
部

34

に
お
け
る
﹁
二
十
世
紀
の
ミ
ュ
ト
ス
﹂
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ロ
ー
ゼ

ン
ベ
ル
ク
の
著
作
︵
A
lfre
d
R
o
se
n
b
e
rg
,
D
er
M
y
th
u
s
d
es
2
0
.

Jah
rh
u
n
d
erts,1930︶
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

後
掲
註
︵

︶
も
参
照
の
こ
と
。
ち
な
み
に
本
書
に
関
し
て
は
、
吉
満
と
同

43

時
代
の
思
想
家
・
南
原
繁
が
、
吉
満
と
同
時
期
に
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
て

い
る
。
南
原
﹁
ナ
チ
ス
世
界
観
と
宗
教
の
問
題
﹂︵
一
︶
～
︵
三
︶﹃
国
家
学

会
雑
誌
﹄
五
五
巻
十
二
号
、
五
六
巻
二
号
、
五
六
巻
四
号

昭
和
十
六
年
～
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十
七
年
︵﹃
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
［﹃
南
原
繁
著
作
集
﹄
一
巻

岩
波
書
店

昭
和
四
十
七
年
］︶

を
参
照
。
吉
満
と
南
原
は
︿
近
代
﹀
批
判
の
構
え
と
深
み
に
お
い
て
極
め
て

近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
註
︵
６
︶
の
拙

稿
を
参
照
の
こ
と
。

︵

︶
前
掲
﹁
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
﹂︵﹃
全
集
﹄
四
巻

一
五
八
～
一

35

五
九
頁
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
倫
理
性
の
定
位
﹂︵﹃
全
集
﹄
五
巻

三
九
四
頁
︶。

36
︵

︶
吉
満
﹁
新
ス
コ
ラ
哲
学
と
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
上
智
大
学
哲
学
会
講
演

37

昭
和
十
一
年
十
一
月
︵﹃
全
集
﹄
五
巻

四
四
五
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
﹂﹃
創
造
﹄
昭
和
十
五
年
五
月
︵﹃
全

38

集
﹄
五
巻

四
一
頁
︶。
な
お
昭
和
戦
前
期
の
精
神
史
に
お
け
る
リ
ル
ケ
受

容
の
特
質
に
つ
い
て
拙
稿
﹁
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
︱
﹂︵﹃
聖
学
院
大
学
論
叢
﹄
二
十
一
巻

二
号

二
〇
〇
九
年
三
月
︶
を
参
照
。

︵

︶
同
。

39
︵

︶
同
︵
同
、
七
八
頁
︶。

40
︵

︶
同
。

41
︵

︶
吉
満
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
現
代
人
﹂﹃
新
興
基
督
教
﹄
昭
和
十
七
年
十
一
月

42

号
︵﹃
全
集
﹄
一
巻

一
七
三
頁
︶。

︵

︶
同
︵
同

一
七
四
頁
︶。
こ
こ
で
言
う
﹁
二
十
世
紀
の
神
話
﹂
も
、
明
ら
か
に

43

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

︵

︶
同
︵
同

一
七
五
頁
︶。

44
︵

︶
吉
満
﹁
マ
リ
タ
ン
先
生
へ
の
手
紙
﹂﹃
創
造
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
︵﹃
全
集
﹄

45

五
巻

一
二
四
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
道
徳
の
将
来
﹂﹃
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
﹄
昭
和
十
四
年
七
月
十
六
日

46

号
︵
同

二
三
六
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
﹃
悪
霊
﹄
に
つ
い
て
﹂﹃
創
造
﹄
昭
和
十
二
年
十
一

47

月
︵﹃
全
集
﹄
五
巻

九
四
頁
︶。

︵

︶
座
談
会
﹁
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
︱
吉
満
義
彦

48

を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
世
紀
﹄
一
九
九
号
、
一
九
六
六
年
十
一
月
︶
で
は
、
時

代
人
心
に
対
す
る
吉
満
の
﹁
甘
さ
﹂
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
く
﹁
人

間
の
み
に
く
さ
、
脱
線
と
か
に
対
し
て
非
常
に
寛
大
だ
な
。
ぼ
く
な
ん
か

中
学
生
正
義
観
で
許
さ
な
い
こ
と
を
、
か
れ
︵
筆
者
注

吉
満
︶
は
そ
れ
が

人
間
だ
と
い
う
の
で
、
い
わ
ゆ
る
濁
り
を
呑
み
ま
し
た
よ
﹂︵
小
林
珍
雄
、

同
二
四
～
二
五
頁
︶、﹁
私
な
ん
か
、
ま
だ
若
造
で
、
よ
く
吉
満
さ
ん
に
食
っ

て
か
か
っ
た
、
戦
争
中
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
こ
と
を
悪
く
言
う
と
、
吉
満
先
生
は
、

ド
イ
ツ
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
日
本
は
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
に

な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
と
言
う
ん
で
す
よ
﹂︵
松
本
正
夫
、
同
二
五
頁
︶。

﹁
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
結
局
だ
ま
さ
れ
た
、
だ
ま
さ
れ
な
い
民
衆
な
ら
民

衆
じ
ゃ
な
い
。
⋮
⋮
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
も
で
き
な
か
っ
た
、
だ
ま
さ
れ
る
民

衆
、
し
か
も
︵
筆
者
注

吉
満
に
と
っ
て
は
︶、
そ
こ
に
ほ
ん
と
の
民
衆
が

あ
る
﹂︵
同
、
同
二
六
頁
︶
と
。

吉
満
へ
の
如
上
の
﹁
違
和
感
﹂
は
、
し
か
し
、
本
文
で
も
触
れ
た
吉
満
の
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﹁
悪
霊
﹂
へ
の
視
座
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
解
き
ほ
ぐ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
吉
満
は
﹁
人
間
の
み
に
く
さ
、
脱
線
﹂、﹁
だ
ま
さ
れ
る
民
衆
﹂

を
視
る
際
に
、
そ
の
底
に
、
か
よ
う
に
な
さ
し
め
て
い
る
﹁
悪
霊
﹂
の
は
た

ら
き
を
凝
視
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、﹁
だ
ま
さ
れ
る
民
衆
﹂
を
批
判
す

る
こ
と
よ
り
も
、﹁
民
衆
﹂
を
﹁
だ
ま
﹂
し
彼
ら
に
犠
牲
を
強
い
る
﹁
悪
霊
﹂

に
対
峙
す
る
こ
と
を
本
質
視
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
こ
そ
﹁
民
衆
﹂
の
為
す

︿
悪
﹀
へ
の
吉
満
の
ま
な
ざ
し
は
、﹁
非
常
に
寛
大
﹂﹁
い
わ
ゆ
る
濁
り
を
呑

み
ま
し
た
よ
﹂
と
顧
み
ら
れ
る
ほ
ど
、
時
に
﹁
甘
い
﹂
印
象
を
与
え
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
半
澤
孝
麿
氏
は
前
掲
﹃
近
代
日
本
の
カ
ト
リ

シ
ズ
ム
﹄
に
お
い
て
、
吉
満
の
﹁
思
想
の
中
で
も
と
り
わ
け
分
析
し
難
い
も

の
の
一
つ
﹂︵
同
、
一
〇
七
頁
︶
と
し
て
そ
の
﹁﹃
民
衆
﹄
の
観
念
﹂︵
同
︶
を

あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
﹁
分
析
し
難
﹂
さ
も
、
右
記
の
視
点
を
取
り
入
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
生
産
的
に
整
理
し
直
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
あ
え
て
率
直
に
私
見
を
述
べ
る
な
ら
、
か
く
も
﹁
悪
霊
﹂
を

強
調
す
る
吉
満
の
ま
な
ざ
し
は
、
行
為
に
対
す
る
︿
責
任
﹀
を
蔑
ろ
に
す
る

可
能
性
を
胚
胎
す
る
点
で
、
極
め
て
問
題
に
感
じ
ら
れ
る
。
吉
満
は
こ
の

非
常
に
重
要
な
一
点
で
、
旧
師
・
内
村
鑑
三
と
分
岐
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

︵

︶
前
掲
﹁
マ
リ
タ
ン
先
生
へ
の
手
紙
﹂︵﹃
全
集
﹄
五
巻

一
四
七
頁
︶。

49
︵

︶
同
︵
同

一
四
六
頁
︶。

50
︵

︶
吉
満
﹁
復
活
よ
り
の
世
界
観
︱
歴
史
的
世
界
の
神
学
的
意
味
︱
﹂﹃
声
﹄
昭

51

和
十
五
年
四
月
号
︵﹃
全
集
﹄
五
巻

二
八
七
頁
︶。

︵

︶
吉
満
﹁
現
代
キ
リ
ス
ト
者
の
思
想
的
立
場
︱
特
に
学
生
に
与
え
る
言
葉
︱
﹂

52

同

昭
和
十
五
年
八
月
号
︵
同

二
七
一
～
二
七
二
頁
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
マ
リ
タ
ン
先
生
へ
の
手
紙
﹂︵
同

一
三
五
～
一
三
六
頁
︶。

53
︵

︶
吉
満
﹁
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
の
追
憶
に
因
ん
で
﹂﹃
創
造
﹄
昭
和
十
四
年
五
月

54

︵
同

一
二
二
頁
︶。

︵

︶
半
澤
前
掲
書

一
〇
四
～
一
一
〇
頁
。

55
︵

︶
座
談
会
﹁
近
代
の
超
克
﹂
に
お
け
る
吉
満
の
発
言

﹃
文
学
界
﹄
昭
和
十
七

56

年
九
、
十
月
号
︵
河
上
徹
太
郎
、
竹
内
好
編
﹃
近
代
の
超
克
﹄

富
山
房

一

九
七
九
年

一
八
五
頁
︶。

︵

︶
吉
満
﹁
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
道
徳
の
問
題
﹂﹃
思
想
﹄
昭
和
十
四
年
四
月

57

号
︵﹃
全
集
﹄
四
巻

二
五
〇
頁
︶。

︵

︶
吉
満
は
﹁
神
愛
﹂
の
極
限
を
パ
ス
カ
ル
の
い
わ
ゆ
る
﹁
イ
エ
ズ
ス
の
ミ
ス
テ
ー

58

ル
﹂
に
見
て
い
た
。
吉
満
に
お
け
る
﹁
神
愛
﹂
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
註

︵
１
︶
の
拙
稿
参
照
。
ま
た
﹁
イ
エ
ズ
ス
の
ミ
ス
テ
ー
ル
﹂
が
問
い
か
け
る

世
界
に
関
し
て
は
田
辺
保
﹃
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
夜

パ
ス
カ
ル
﹁
イ
エ
ス
の
ミ

ス
テ
ー
ル
﹂
を
読
む
﹄︵
教
文
館

二
〇
〇
八
年
︶
に
示
唆
を
得
た
。

︵

︶
前
掲
﹁
復
活
よ
り
の
世
界
観
﹂︵﹃
全
集
﹄
五
巻

二
八
三
頁
︶。

59
︵

︶
前
掲
﹁
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
﹂︵
同

八
〇
頁
︶。

60
︵

︶
前
掲
﹁
復
活
よ
り
の
世
界
観
﹂︵
同

二
八
三
～
二
八
四
頁
︶。

61
︵

︶
同
︵
同

二
八
五
頁
︶。

62
︵

︶
同
。

63
︵

︶
前
掲
﹁
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
﹂︵
同

七
九
～
八
〇
頁
︶。

64
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︵

︶
吉
満
﹁
現
代
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
問
題
﹂﹃
理
想
﹄
昭
和
十
七
年
十
月
号

65

︵﹃
全
集
﹄
四
巻

四
三
頁
︶。

︵

︶
同
。

66
︵

︶
同
︵
同

四
二
頁
︶。

67
︵

︶
同
︵
同

四
三
頁
︶。

68
︵

︶
同
。

69
︵

︶
同
︵
同

四
二
頁
︶。

70
︵

︶
吉
満
﹁
時
間
の
変
貌
︱
歴
史
と
詩
と
行
動
︱
﹂﹃
創
造
﹄
昭
和
十
年
十
月
︵﹃
全

71

集
﹄
五
巻

三
五
〇
頁
︶。

︵

︶
同
。

72
︵

︶
前
掲
﹁
新
し
き
秩
序
﹂︵
同

四
一
五
頁
︶。

73
︵

︶
前
掲
﹁
時
間
の
変
貌
﹂︵
同

三
四
九
頁
︶。

74
︵

︶
同
。

75
︵

︶
前
掲
﹁
現
代
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
問
題
﹂︵﹃
全
集
﹄
四
巻

四
四
頁
︶

76
︵

︶
吉
満
﹁
神
秘
主
義
の
形
而
上
学
︱
宗
教
的
実
存
の
秘
儀
︱
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク

77

研
究
﹄
昭
和
十
八
年
四
月
号
︵
同

一
一
三
頁
︶。

︵

︶
こ
う
し
た
︿
希
望
﹀
に
︿
共
苦
﹀
し
つ
つ
生
き
る
群
れ
を
吉
満
は
︿
教
会
﹀

78

と
解
し
て
い
た
。
示
唆
に
富
む
の
は
昭
和
十
七
年
十
一
月
﹁
世
界
史
と
教

会
史
の
秘
儀
︱
カ
ト
リ
ッ
ク
学
生
の
集
い
に
寄
せ
て
︱
﹂︵﹃
声
﹄
昭
和
十
七

年
十
一
月
号
︶
に
お
け
る
次
の
一
節
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
に
お
い
て
、
世
界
は
人
間
性
の
み
の
営
み
で

は
な
く
、
悪
霊
と
魂
の
分
割
を
争
う
超
人
間
的
な
交
渉
の
場
な
の
で
あ

る
。﹁
教
会
﹂
は
す
べ
て
の
民
族
の
内
面
的
魂
に
お
い
て
悪
霊
と
の
闘
争

に
お
か
れ
て
あ
る
の
で
、
世
の
終
わ
り
ま
で
苦
悩
を
負
う
キ
リ
ス
ト
の

十
字
架
の
苦
に
参
与
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
パ
ス
カ
ル
の
﹁
イ
エ
ズ
ス
の
秘

儀
﹂
の
語
に
あ
る
ご
と
く
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
の
う
ち
に
あ
る
間
眠
る
能

わ
ざ
る
祈
り
の
場
な
の
で
あ
る
。
世
界
史
の
続
く
か
ぎ
り
こ
の
キ
リ
ス

ト
の
体
な
る
教
会
は
、
そ
の
闘
い
と
苦
悩
の
課
題
と
様
式
と
は
異
な
ろ

う
と
も
、
い
わ
ば
夜
を
歩
む
ご
と
く
に
、
然
り
復
活
の
朝
を
望
ん
で
の
聖

土
曜
日
の
﹁
祝
福
さ
れ
た
夜
﹂︵
b
eata
n
ox
︶
を
行
く
ご
と
く
に
﹁
戦
闘

の
教
会
﹂
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
︵﹃
全
集
﹄
一
巻

一
六
四
頁
︶。

こ
こ
で
吉
満
は
︿
教
会
﹀
を
表
現
す
る
に
つ
き
、﹁
そ
の
闘
い
と
苦
悩
の
課

題
と
様
式
と
は
異
な
ろ
う
と
も
﹂
と
、﹁
教
会
﹂
と
し
て
の
具
体
的
﹁
様
式
﹂

を
問
題
に
す
る
よ
り
も
、﹁
世
の
終
わ
り
ま
で
苦
悩
を
負
う
キ
リ
ス
ト
の
十

字
架
の
苦
に
参
与
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
﹂﹁
復
活
の
朝
を
望
ん
で
の
聖
土
曜
日

の
﹃
祝
福
さ
れ
た
夜
﹄︵
b
eata
n
ox
︶
を
行
く
﹂
点
に
そ
の
本
質
を
認
め
て

い
る
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。

︵

︶
同
︵
同

一
五
九
頁
︶。

79
︵

︶
吉
満
に
お
け
る
目
的
論
的
人
間
観
と
そ
の
前
提
と
な
る
神
観
に
つ
い
て
は

80

註
︵
１
︶︵
６
︶
の
二
つ
の
拙
稿
参
照
。

︵

︶
半
澤
前
掲
書

三
七
～
四
四
頁
。

81
︵

︶
前
掲
垣
花
﹁
詩
人
哲
学
者
、
吉
満
義
彦
と
そ
の
時
代
﹂︵﹃
全
集
﹄
四
巻

解

82

説

四
八
〇
～
四
八
四
頁
︶。
本
文
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
吉
満
は
関
東
大

震
災
と
い
う
一
大
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
直
面
し
、
そ
の
惨
禍
の
只
中
で
救
援
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活
動
に
あ
た
っ
て
い
た
。
十
九
歳
の
一
高
生
吉
満
が
そ
こ
で
何
を
感
じ
た

か
、
垣
花
も
引
用
す
る
﹃
向
陵
誌
﹄︵
第
一
高
等
学
校
寄
宿
寮

大
正
十
四

年
︶
中
の
記
事
に
は
無
い
が
、
示
唆
に
富
む
文
章
と
し
て
、
吉
満
よ
り
一
年

年
長
で
あ
る
竹
山
道
雄
が
、
大
学
一
年
次
に
経
験
し
た
こ
の
震
災
を
回
顧

し
た
、
次
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

若
い
大
学
生
は
毎
日
の
よ
う
に
ま
だ
炎
の
た
っ
て
い
る
焼
跡
を
歩
い

て
、
方
々
に
山
積
し
て
い
る
屍
を
見
、
ま
た
道
行
く
人
に
身
の
上
話
を
き

い
た
。
口
に
す
る
の
を
は
ば
か
る
よ
う
な
光
景
を
も
見
た
。
こ
れ
が
、

私
の
決
定
的
な
宗
教
体
験
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
後
は
、
大
き

な
力
づ
よ
い
手
が
あ
っ
て
世
界
人
生
を
配
慮
し
な
が
ら
よ
り
よ
き
方
に

導
く
、
す
べ
て
の
悲
惨
は
何
ら
か
の
意
味
で
結
局
は
よ
り
大
き
な
進
歩

に
貢
献
す
る
有
意
義
な
犠
牲
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
は
思
い
を
断
っ

た
。
⋮
⋮
懐
疑
癖
に
耽
溺
し
た
青
く
さ
い
文
学
青
年
の
主
張
で
、
イ
ワ

ン
・
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
口
う
つ
し
も
大
分
あ
っ
た
。
た
だ
し
か
し
そ
の
背

後
に
は
拭
う
べ
か
ら
ざ
る
あ
の
瞬
時
の
天
災
に
よ
る
不
気
味
な
荒
廃
の

印
象
が
あ
り
、
実
感
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
こ
ろ
の
私
に
と
っ
て
は

切
実
な
問
題
で
、
こ
の
抽
象
的
な
問
題
が
ほ
と
ん
ど
肉
体
的
な
苦
痛
を

あ
た
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
︵
竹
山
道
雄
﹁
三
谷
先
生
の
追
憶
﹂、﹃
独
立
﹄
昭

和
二
十
三
年
三
月
号
［﹃
樅
の
木
と
薔
薇

竹
山
道
雄
著
作
集
４
﹄、
福
武

書
店
、
昭
和
五
十
八
年
、
一
六
五
～
一
六
六
頁
］︶。

吉
満
も
ま
た
﹁
毎
日
の
よ
う
に
ま
だ
炎
の
た
っ
て
い
る
焼
跡
を
歩
い
て
、

方
々
に
山
積
し
て
い
る
屍
を
見
﹂﹁
口
に
す
る
の
を
は
ば
か
る
よ
う
な
光
景

を
も
見
た
﹂
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
在
籍
す
る
一
高
弁
論
部
に
て
﹁
正
義
と

理
想
と
を
生
命
と
す
る
基
督
者
吉
満
君
﹂︵
前
掲
﹃
向
陵
誌
﹄

三
六
一
頁
︶

と
評
さ
れ
た
﹁
若
き
魂
﹂
に
と
っ
て
も
﹁
肉
体
的
な
苦
痛
を
あ
た
え
る
ほ
ど
﹂

の
﹁
体
験
﹂
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
体
験
は
︿
死
﹀
お
よ
び
︿
虚
無
﹀

と
の
対
峙
と
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
吉
満
自
身
に
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
を
惹
起

し
た
で
あ
ろ
う
し
、
殊
に
﹁
眼
前
﹂
の
廃
墟
は
﹁
近
代
﹂﹁
文
明
﹂
の
根
源
的

な
転
換
の
必
要
性
を
自
覚
せ
し
め
る
一
契
機
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
点
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
明
治
日
本
が
構
想
し
た
﹁
近
代
﹂
の
最
深

の
批
判
者
の
一
人
・
西
郷
隆
盛
の
名
は
、
奄
美
生
ま
れ
の
吉
満
に
と
り
、
元

来
、
近
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
西
郷
を
﹃
代
表
的
日
本
人
﹄

で
高
く
評
価
し
て
い
た
内
村
は
、
吉
満
が
師
事
し
た
頃
、
思
惟
の
原
理
レ
ベ

ル
か
ら
す
る
﹁
近
代
︵
人
︶﹂
批
判
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
︵
た
と
え
ば

﹁
自
己
意
識
に
就
い
て
﹂﹃
聖
書
之
研
究
﹄
二
六
一
号

大
正
十
一
年
四
月

［﹃
内
村
鑑
三
全
集
﹄
二
十
七
巻

岩
波
書
店

一
九
八
三
年

一
三
七
～

一
三
八
頁
］︶、
そ
の
精
神
の
原
器
と
し
て
無
視
し
得
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
吉
満
は
救
援
活
動
中
、
震
災
下
に
お
け
る
﹁
民
衆
﹂、
こ

と
に
前
掲
註
︵

︶﹁
人
間
の
み
に
く
さ
、
脱
線
﹂
に
も
直
面
さ
せ
ら
れ
た
と

48

思
わ
れ
、
そ
れ
は
吉
満
が
﹁
民
衆
﹂
に
向
け
る
ま
な
ざ
し
の
︿
原
体
験
﹀
に

な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
仮
説
の
域
を
出
な
い
が
、
吉
満
の
思

想
形
成
へ
の
一
視
角
と
し
て
特
記
し
て
お
き
た
い
。

︵

︶
こ
の
世
代
の
実
存
を
活
写
し
た
も
の
と
し
て
、
戦
前
、
文
芸
評
論
家
と
し
て

83

出
発
し
な
が
ら
も
、
そ
の
後
筆
を
折
り
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
翻
訳
に
生
涯
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を
費
や
し
た
井
上
良
雄
︵
明
治
四
〇
年
～
平
成
十
五
年
︶
に
迫
っ
た
連
載

﹁﹁
ひ
と
つ
の
人
格

井
上
良
雄
﹂
そ
の
１
～
そ
の
３
︵﹃
図
書
新
聞
﹄
昭
和

四
十
年
二
月
十
三
日
、
二
十
日
、
二
十
七
日
号
︶
に
注
意
を
促
し
て
お
き
た

い
。
特
に
﹁
そ
の
３
﹂
に
お
け
る
記
事
﹁
井
上
さ
ん
を
訪
ね
て
﹂
で
述
懐
さ

れ
る
若
き
日
の
﹁
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
︵
同
紙
︶﹂、
な
か
ん
ず
く
マ
ル
ク
ス
主
義
運

動
の
中
で
こ
そ
﹁
空
虚
感
が
あ
っ
た
︵
同
紙
︶﹂
と
の
言
及
は
、
バ
ル
ト
と
の

邂
逅
に
至
る
軌
跡
と
重
ね
て
問
い
直
す
と
き
、
昭
和
十
年
代
の
精
神
史
を

根
源
か
ら
考
察
す
る
上
で
、
実
に
示
唆
に
富
む
証
言
と
し
て
立
ち
現
れ
て

く
る
。
井
上
よ
り
三
歳
年
長
の
吉
満
に
お
け
る
、
そ
の
若
き
日
の
実
存
は
、

お
そ
ら
く
井
上
青
年
の
﹁
生
命
へ
の
渇
望
﹂
と
そ
う
隔
た
っ
て
は
い
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

※
紙
幅
の
都
合
上
、
参
考
文
献
リ
ス
ト
は
注
記
で
代
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
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Yoshimitsu Yoshihiko’s Perceptions of His Times

and His Practice of His Beliefs

― A View of Studies of The Overcoming of the Modern ―

Susumu MURAMATSU

Abstract

Yoshihiko Yoshimitsu is the only Catholic thinker who was involved in The Overcoming of the

Modern movement in 1942. His perceptions of the times were very religious, but paradoxically

realistic. Therefore, young intellectuals of that time supported Yoshimitsu’s beliefs. Yoshimitsu’s

practice of his beliefs was very religious, in response to the desperate times of his generation.
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