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（Eberhard Jüngel, Gott als Geheim
nis der W

elt , M
ohr Siebeck , T

übingen , 1977 , 2010⁸, 
S.  453

-543.

）

（
佐
々
木 

勝
彦
訳
）

第
二
一
節　

神
の
人
間
性
に
対
す
る
信
仰 

│ 

信
仰
と
愛

の
区
別
に
つ
い
て

一
　

神
と
愛
の
同
一
化
は
必
然
的
に
次
の
よ
う
な
問
い
へ
と
導
く
。
つ
ま
り
、

「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
が
「
愛
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
句
へ
逆
転
さ

れ
る 

│ 

一
見
、
そ
れ
は
避
け
が
た
い
よ
う
に
見
え
る 

│ 

と
き
、
ど
う

す
れ
ば
、
愛
す
る
者
そ
れ
自
体
が
神
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
神
は
基
本
的
に

代
替
可
能
な
語
で
あ
る
と
す
る
深
刻
な
誤
解
か
ら
守
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う

問
い
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一
」
に
お
い
て

ま
さ
に
あ
の
逆
転
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
た
。
し
か

し
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
の
逆
転
の
可
能
性
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と

は
、
論
理
的
に
も
受
け
入
れ
難
い
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
論
理
学
を
前
提
と

す
る
か
ぎ
り
、
x
と
y
が
あ
り
、
そ
れ
が
《
ど
ん
な
》
数
値
で
あ
れ
、x 

=
y

と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、y=

x 

と
い
う
結
果
が
出
て
く
る
。

こ
こ
で
、x
と
y
が
あ
る
二
人
の
個
人
を
指
し
、
し
か
も
x
と
y
が
一
致

す
る
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、x
の
い
か
な
る
特
徴
も
、y
の
特
徴
で
あ
り
、

そ
の
逆
も
正
し

）
1
（い
」。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
人

間
の
愛
の
諸
関
係
の
神
化 

（D
eifizierung

） 

が
支
持
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
神
学
的
問
い
が
、
い
っ
そ
う
切
実
な
も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。

　

神
に
対
す
る
人
間
の
愛
が
問
題
に
な
る
と
き
、
こ
の
問
い
は
さ
ら
に
深
刻

に
な
る
。
愛
す
る
者
た
ち
は
互
い
に
現
存
在
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
真
実

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
が
人
間
に
現
存
在
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
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人
間
も
神
に
現
存
在
を
与
え
る
と
い
う
結
論
が
た
し
か
に
迫
っ
て
く
る
。
そ

の
と
き
、
愛
す
る
者
は
、
彼
の
愛
の
起
源
と
な
り
、
こ
の
愛
は
、 

神
性
の
創

造
者（creatrix divinitatis

）と
な
る
で
あ
ろ
う 

│ 

そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、

た
し
か
に
神
の
最
も
洗
練
さ
れ
た
脱
神
化
（E

ntgottung

） 

が
宣
言
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ひ
と
は
こ
の
関
連
で
、『
精
神
豊
か
な
感
性
と
脚
韻
詞
』 

（„G
eistreichen Sinn

- und Schlußreim
e “

）」、
つ
ま
り
ア
ン
ゲ
ル
ス
・
シ

レ
ー
ジ
ウ
ス
﹇
一
六
二
四
│
一
六
七
七
﹈
著
『
ケ
ル
ビ
ム
の
よ
う
な
さ
す
ら

い
人
』の
句
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
に
、
こ
う
呼
び
か
け
る
だ
け
で
は
な
い
。

「
ひ
と
よ
、
あ
な
た
が
愛
す
る
も
の
、
そ
の
中
で
あ
な
た
は
変
え
ら
れ
る
。

神
を
愛
す
る
な
ら
、
あ
な
た
は
神
と
な
る
、
そ
し
て
こ
の
世
を
愛
す
る
な
ら
、

あ
な
た
は
こ
の
世
の
人
と
な
）
2
（る
」。

　

そ
れ
を
越
え
て
、
神
を
愛
す
る
人
間
の
神
化
（Vergottung

） 

の
要
求
が
、

は
っ
き
り
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り

「
神
の
も
と
へ
行
き
た
い
と
願
う
者
は
、
神
と
な
れ
。
神
は
自
ら
を
卑
し

き
も
の
と
し
な
い
。
神
と
共
に
い
た
い
と
願
わ
な
け
れ
ば
、
神
も
、
彼
と
共

に
い
た
い
と
願
わ
な
い
。
彼
は
現
在
の
状
態
に
留
ま

）
3
（る

」。

「
ひ
と
よ
、
し
か
し
、
ひ
と
り
の
人
間
に
留
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と

は
至
高
の
存
在
へ
と
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。神
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、

神
々
だ
け
が
受
け
入
れ
ら
れ
）
4
（る
」。

こ
こ
か
ら
む
し
ろ
、
神
と
わ
た
し
は
同
等
価
値
（G

leichw
ertigkeit

） 

で

あ
る
と
い
う
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り

「
わ
た
し
は
神
と
同
じ
く
大
き
く
、
神
は
わ
た
し
と
同
じ
く
小
さ
い
。
神

は
わ
た
し
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
わ
た
し
は
神
の
下
に
い
る
こ
と
が
で

き
な

）
5
（い

」。

な
ぜ
な
ら

　
　「神

は
ご
自
身
以
上
に
わ
た
し
を
愛
す
る 

…
… 

も
し
も
わ
た
し
が
自
分
以

上
に
神
を
愛
す
る
な
ら
、
神
が
ご
自
身
を
わ
た
し
に
与
え
る
の
と
同
様
に
、

わ
た
し
も
自
分
を
神
に
与
え
）
6
（る

」。

　
そ
し
て
こ
の
愛
に
お
け
る
相
互
贈
与
か
ら
再
び
、
鉄
の
よ
う
な
結
論
が
出

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
神
と
わ
た
し
は
互
い
に
現
存
在
と
本
質
を
、
互
い
に

そ
の
生
命
を
与
え
る
。
つ
ま
り

　「
神
は
本
当
に
無
で
あ
り
、
し
か
も
何
も
の
か
で
あ
る
、
神
が
わ
た
し
を
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選
び
だ
す
と
き
、
神
は
た
だ
わ
た
し
の
う
ち
に
だ
け
い

）
7
（る
」。

　
「
わ
た
し
が
神
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
よ
う
に
、
神
は
わ
た
し
に
と
っ
て

大
切
で
あ
る
。
神
が
わ
た
し
の
存
在
を
保
護
す
る
よ
う
に
、
わ
た
し
は
神
の

存
在
を
助
け
）
8
（る
」。

　
「
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
い
な
け
れ
ば
、
神
は
た
ち
ま
ち
生

き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
も
し
も
わ
た
し
が
ぶ
ち
壊
さ
れ
る
な
ら
ば
、

神
は
直
ち
に
息
を
引
き
取
る
に
ち
が
い
な

）
9
（い

」。

　

し
た
が
っ
て
神
と
わ
た
し
は
、
こ
の
相
互
性
の
中
で
愛
の
全
き
不
安
と
全

き
至
福
を
経
験
す
る
。
つ
ま
り

　
　
　

「
神
は
わ
た
し
だ
け
を
愛
し
、
わ
た
し
を
恋
し
が
る
。
神
は
、
わ
た
し
が

神
に
愛
着
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
不
安
で
死
に
そ
う
に
な

）
10
（る

」。

「
神
は
至
福
で
あ
り
、
求
め
ず
に
生
き
て
い
る
、
わ
た
し
が
神
か
ら
受
け

取
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
は
わ
た
し
か
ら
受
け
取
）
11
（る
」。

　
ひ
と
は
、
こ
の
、
ま
た
同
様
の
格
言
詩
を
「
敬
虔
で
恥
知
ら
ず
な
も
）
12
（の

」

と
宣
告
す
る
前
に
、
あ
の
句
の
価
値
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お

い
て
「
ケ
ル
ビ
ム
の
よ
う
な
さ
す
ら
い
人
」
は
、
は
っ
き
り
と
神
だ
け
が
救

い
の
起
源
で
あ
る
と
説
明
し
、
神
に
な
る
わ
た
し
を
も
全
く
神
の
恵
み
か
ら

理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
愛
に
基
づ
き
、
神
は
わ
た
し
に
な
り
、
恵
み
に
基
づ
き
、
わ
た
し
は
神

に
な
る
。
た
し
か
に
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
の
救
い
は
す
べ
て
た
だ
神
か
ら

や
っ
て
く
）
13
（る
」。

ひ
と
は
ま
た
、„G

eistreichen Sinn
- und Schlußreim

e “

の
一
六
五
七

年
版
の
序
言
を
思
い
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
人
間
の
霊
が

そ
の
被
造
性
を
失
う
べ
き
で
あ
る
と
か
、
失
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

は
決
し
て
著
者
の
考
え
で
は
な
い
。
ま
た
人
間
の
霊
が
神
化
を
通
し
て
、
神

へ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
被
造
性
を
も
た
な
い
存
在
へ
と
変
革
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
も
、
決
し
て
著
者
の
意
見
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
永

遠
に
あ
り
え
な
い
。
…
… 

そ
れ
ゆ
え
、
タ
ウ
ラ
ー
は
、
そ
の
諸
々
の
霊
的

指
導
に
関
す
る
著
作
の
第
九
章
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
至
高
者
は
、
わ

れ
わ
れ
が
、生
来
、神
で
あ
る
よ
う
に
造
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
（
な

ぜ
な
ら
こ
れ
は
神
だ
け
に
当
然
帰
属
す
る
権
利
だ
か
ら
）、
わ
れ
わ
れ
が
恵

み
に
基
づ
い
て
神
と
な
る
よ
う
に
造
っ

）
14
（た
」
と
。

し
か
し
依
然
と
し
て
残
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
神
思
想
に
お
い
て
、
神
性

は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
愛
と
同
一
化
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
問
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
結
局
、
た
し
か
に
愛
す
る
我
（Ich

）
と
愛

さ
れ
る
汝
の
間
の
愛
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
問
題
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
神
は
も
は
や
本
来
問
題
に
な
ら
な
い
と
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い
う
意
味
で
。
い
ず
れ
に
せ
よ
明
白
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
神
の
神
性

は
我
│
汝
│
愛
関
係
と
共
に
立
ち
も
倒
れ
も
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、

「
我
と
汝
以
外
に
何
も
の
も
存
在
し
な
い
、
そ
し
て
も
し
も
わ
れ
わ
れ
二

人
が
い
な
け
れ
ば
、
神
は
も
は
や
神
で
は
な
く
、
天
は
崩
れ
落
ち
）
15
（る
」。

こ
の
三
段
論
法
を
読
む
際
に
、
ひ
と
は
た
し
か
に
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

「
こ
こ
に
生
き
て
い
る
の
は
あ
な
た
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
被
造
物
は
死

ぬ
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
の
中
で
あ
な
た
を
生
か
す
命
は
、
神
で
あ
）
16
（る
」。

「
ひ
と
よ
、
も
し
も
神
が
、
あ
な
た
の
中
で
あ
な
た
を
通
し
て
、
ご
自
身

を
愛
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
、
も
は
や
断
じ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

く
神
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

）
17
（う

」。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
警
告
は
、
深
み
の
あ
る
、
し
か
も
十
分
に
意
図
さ
れ

た
両
義
性 

│ 

そ
れ
は
、
ア
ン
ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ー
ジ
ウ
ス
の
格
言
の
上
に

ぼ
や
け
た
光
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
る 

│ 

か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な

い
。
無
感
覚
の
愛
は
神
的
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
十
分
に
ス
ピ

ノ
ザ
的
に
、
熱
情
的
愛
は
神
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、

「
感
覚
を
伴
わ
ず
に
愛
し
、
認
識
を
伴
わ
ず
に
知
る
ひ
と
、
そ
の
ひ
と
は

人
間
と
呼
ば
れ
る
よ
り
も
、
当
然
、
神
と
呼
ば
れ

）
18
（る

」。

「
ひ
と
よ
、
も
し
も
愛
が
あ
な
た
の
心
に
触
れ
ず
、
悲
し
み
が
あ
な
た
を

傷
つ
け
ぬ
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
ま
さ
に
神
の
う
ち
に
お
り
、
神
は
あ
な
た
の

う
ち
に
入
っ
て
く

）
19
（る
」。

し
た
が
っ
て
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
前
提
と

さ
れ
て
い
る
神
と
愛
の
同
一
化
は
、
結
局
、
ご
自
身
か
ら
愛
し
始
め
る
こ
と

の
で
き
な
い
、
愛
す
る
能
力
の
な
い
神
を
知
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
と
。

次
の
句
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
神
は
、
現
在
の
わ
た
し
に
な
り
、
わ
た
し
の
人
間
性
を
受
け
入
れ
る
。

わ
た
し
が
神
の
前
に
い
た
の
で
、
神
は
そ
う
し
た
の

）
20
（だ

」。

　
そ
し
て
さ
ら
に
こ
う
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
次
の
句
が
真
実

で
あ
る
な
ら
ば
、
神
と
人
間
の
区
別
は
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
保
持
さ
れ
る

の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
保
持
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
と
。

「
神
は
わ
た
し
に
と
っ
て
、
神
と
人
間
で
あ
る
。
わ
た
し
は
神
に
と
っ
て
、
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人
間
と
神
で
あ
る
。
わ
た
し
は
神
の
渇
き
を
い
や
し
、
神
は
わ
た
し
を
困
窮

か
ら
助
け
出

）
21
（す

」。

「
わ
た
し
は
、
神
の
も
う
ひ
と
り
の
神
で
あ
り
、
神
の
み
が
、
わ
た
し
の

う
ち
に
、
永
遠
に
神
と
同
じ
で
、
似
た
も
の
を
見
い
だ
）
22
（す
」。

「
わ
た
し
に
と
っ
て
神
は
、
神
と
人
間
で
あ
る
」
と
は
、「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一
」
の
著
者
も
、
神
と
愛
の
そ
の
同
一
化
に
よ
っ
て
言
お
う
と
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
「
神
に
と
っ
て
わ
た
し
は
、人
間
と
神
で
あ
る
」
と
は
、

た
し
か
に
全
く
彼
の
見
解
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
あ
の
同
一
化
か
ら
決
し
て

演
繹
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
あ
の
同
一
化

を
通
し
て
徹
頭
徹
尾
排
除
さ
れ
た
理
解
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
依
然
と
し
て
、

ヨ
ー
ハ
ン
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
﹇
ア
ン
ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ー
ジ
ウ
ス
の
本
名
﹈ 

│ 

彼

は
ル
タ
ー
共
に
タ
ウ
ラ
ー
を
引
き
合
い
に
出
し
、《
そ
し
て
》
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
改
宗
し
た 

│ 

に
対
す
る
最
後
の
、
そ
し
て
最
も
鋭
い

反
問
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
が
人
間
と
神
の
（「
恵
み
に
基
づ

く
」！
）
救
済
論
的
か
つ
人
間
論
的
同
一
性
の
中
で
神
と
人
間
の
キ
リ
ス
ト

論
的
同
一
性
を
継
続
さ
せ
た
と
き
、
彼
は
途
方
も
な
く
愛
の
な
い
状
態
を
ほ

め
た
た
え
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

単
な
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
以
上
に
、
人
間
に
と
っ
て
よ
り
悪

い
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
が
ご
自
身
を
同
一
化
し
た
あ
の

ひ
と
り
の
人
間
の
人
間
存
在
が
犠
牲
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
通
し
て
解
釈
さ
れ
た

と
き
、
神
と
人
間
の
関
係
の
よ
り
深
い
理
解
が
現
れ
た
。「
神
は
愛
で
あ
る
」

と
い
う
句
が
、
愛
の
な
い
不
気
味
さ
と
途
方
も
な
い
無
慈
悲
さ
の
表
現
で
あ

る
と
す
る
歪
曲
か
ら
守
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
句
が
、
神
と
人
間
を
で
き
る
だ

け
具
体
的
に
区
別
す
る
よ
う
に
助
け
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。し
た
が
っ
て「
神

は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
の
反
転
の
可
能
性
の
誤
っ
た
理
解
に
対
す
る
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
の
警
告
は
、
次
の
よ
う
に
補
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、「
ひ
と
が
こ
こ
で
注
意
を
怠
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、」
バ
ル
ト
が
考
え

た
よ
う
に
「
結
果
と
し
て
」「
神
の
脱
神
化
（E

ntgottung

）」
だ
け
で
な
く
、

全
く
同
様
に
人
間
の
脱
人
間
化
、
愛
の
本
末
転
倒
、
つ
ま
り
究
極
的
な
愛
の

な
い
状
態
へ
の
転
倒
が
起
こ
る
こ
と
は
「
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
）
23
（う
」。

　二
以
上
の
よ
う
な
吟
味
と
検
討
に
よ
り
、
内
容
的
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ル
ー
ド

ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
設
定
へ
戻
る
こ

と
に
な
）
24
（る
。
よ
く
知
ら
れ
た
神
学
的
懸
念 

│ 

神
と
愛
の
同
一
化
は
必
然

的
に
、
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
結
論
に
至
る
、
つ
ま
り

神
は
愛
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
と

い
う
神
学
的
懸
念 

│ 

は
、
事
実
、
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
真
剣
に
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
神
の
神
性
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
と
共
に
ま
さ
に
愛
の
本
質
も
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
よ
り
責
任
の
あ
る
神
学
は
い
や
お
う
な
し
に
、
い
か
に
す
れ
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ば
、
そ
れ
に
よ
り
神
と
愛
の
同
一
性
を
再
び
徐
々
に
弱
め
る
こ
と
な
く
、
あ

の
結
論
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
。
こ
の
問

い
に
応
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
フ
ォ
イ
ア

バ
ッ
ハ
の
い
く
つ
か
の
命
題
に
そ
っ
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
は
、
彼
が
非
常
に
情
熱
的
か
つ
啓
発
的
に
反
駁
し
た
、
信
仰
と

愛
の
区
別
と
関
連
し
て
い
る
。

神
は
愛
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ォ
イ

ア
バ
ッ
ハ
は
愛
の
単
一
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い
る
。
愛
に
複
数
形
は
な

い
。
こ
こ
か
ら
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
は
、「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
の
最
高
命
題
は
、
神
へ
の
《
信
仰
》
が
愛
の
本
質
に
対
す
る
矛
盾

と
し
て
見
破
ら
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
批
判
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
結
論
づ
け
て
い
る
。「『
神
は
愛
で
あ
る
』
と
い
う
句
に
お
い
て
、主
語
は
、

そ
の
背
後
に
信
仰
が
隠
れ
て
い
る
《
暗
闇
》
で
あ
る
。
述
語
は
、
そ
れ
自
体

に
お
い
て
暗
い
主
体
を
初
め
て
明
る
く
照
ら
す
《
光
》
で
あ
る
。
…
… 
信

仰
は
神
の
《
自
立
性
》
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
愛
を
無
効
に
す
る
。

…
… 

信
仰
は
そ
の
諸
々
の
見
せ
か
け
と
共
に
登
場
し
、
そ
し
て
普
通
の
意

味
で
の
述
語
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
同
じ
程
度
の
も
の
だ
け
を
愛
に
容
認
す

る
。
信
仰
は
、
愛
が
自
由
に
、
か
つ
自
立
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

信
仰
は
《
自
ら
を
本
質
、
内
容
、
基
礎
》
と
す
）
25
（る

」。
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ

ゆ
え
に
、
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
信
仰
は
愛
の
本
質
に
矛
盾
す
る
。

な
ぜ
な
ら
「
愛
は
人
間
を
神
と
同
一
化
し
、
神
を
人
間
と
同
一
化
す
る
、
し

た
が
っ
て
人
間
と
人
間
を
同
一
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
信
仰
は
神
を
人
間
か

ら
分
離
し
、
し
た
が
っ
て
人
間
を
人
間
か
ら
分
離
す
）
26
（る
」。

フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
愛
の
本
質
は
し
た
が
っ
て
「
同
一
化
」
あ

る
い
は
「
一
般
化
・
普
遍
化
」
に
あ
る
。
他
方
、
信
仰
の
本
質
は
、「
個
別
化
」

と
「
離
間
化 （E

ntzw
eien

）」
に
あ
る
。「
信
仰
は
神
を
切
り
離
し
、神
を
《
特

別
な
、異
な
る
》
存
在
と
す
る
。
他
方
、愛
は
普
遍
化
す
る
。
愛
は
神
を
《
共

通
の
》
存
在 

│ 

そ
の
愛
は
、
人
間
に
対
す
る
愛
と
一
つ
で
あ
る 

│ 

に

す
）
27
（る
」。
信
仰
が
引
き
起
こ
す
神
と
人
間
の
対
向
は
、
人
間
学
は
神
学
の
秘

密
で
あ
る
と
い
う
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
前
提
に
よ
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
最
終
的
に
、
人
間
の
自
分
自
身
と
の
分
裂
と
、
同
時
に
人
類
と
の
分
裂
を

招
く
。「
信
仰
は
人
間
を
そ
の
《
内
面
に
お
い
て
、自
分
自
身
と
》
分
裂
さ
せ
、

そ
の
結
果
、
外
側
に
お
い
て
も
分
裂
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
愛
は
、
信
仰
が
人

間
の
心
に
与
え
た
傷
を
癒
）
28
（す
」。「
神
の
意
識
と
は
類
の
意
識
以
外
の
何
も
の

で
も
な
）
29
（い

」 

と
い
う
こ
と
が
い
っ
た
ん
認
識
さ
れ
る
な
ら
ば
、
信
仰
は
、
愛

の
名
に
お
い
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
の
偏
狭
な
態
度
で
あ
る
こ
と

が
見
破
ら
れ
る
。
真
の
愛
は
信
仰
を
追
い
払
う
。
信
仰
は
、
神
が
愛
の
た
め

に
犠
牲
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
、
当
然
《
そ
の
信
仰
》
も
愛
の

た
め
に
《
犠
牲
に
》
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
と
信
仰
は
、
そ
の
否
定

に
お
い
て
も
「
一
緒
に
結
ば
れ
て
」
い
る
。

フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
論
証
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
改
革
派
の
本
質
に
対
す
る

特
別
な
感
受
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い

）
30
（る

。
こ
れ
は
、
信
仰
と
愛
を
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現
象
と
し
て
同
一
化
し
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
ま
た
信
仰
を
愛
の
た
め
に
犠

牲
に
し
よ
う
と
す
る
、
今
日
よ
く
見
ら
れ
る 

│ 

神
学
的
！ 

│ 

試
み
に

対
す
る
、
彼
の
途
方
も
な
い
強
み
で
あ
る
。「
愛
と
信
仰
は
、
待
つ
と
い
う

過
渡
期
に
あ
る
点
で
同
じ
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ
は
信
仰
の
諸
問

題
か
ら
愛
の
現
実
へ
と
向
か
っ
て
い

）
31
（る
」
と
い
っ
た
見
解
は
、
神
学
に
批
判

的
な
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
詳
論
と
比
較
す
る
と
、
神
学
的
綱
領
命
題
と
し
て

は
全
く
素
朴
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
は
、
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神

学
に
致
命
傷
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の

さ
い
彼
は
さ
ら
に
、《
宗
教
》
現
象
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
《
神
学
》
の
本

来
的
機
能
を
捉
え
る
正
確
な
感
受
性
を
証
明
し
て
み
せ
た 

│ 

彼
は
、
信

仰
と
愛
の
執
拗
な
区
別
に
責
任
が
あ
る
の
は
宗
教
で
は
な
く
、
ま
さ
に
神
学

で
あ
る
と
し
た
か
ぎ
り
で
。
し
か
し
彼
は
神
学
を
次
の
よ
う
な
「
宗
教
に
関

す
る
」
あ
の
「
省
察
」
と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、た
し
か
に
「
宗

教
の
中
で 

…
… 

目
覚
め
る
」
が
、
宗
教
が
、
そ
の
諸
々
の
省
察
を
通
し
て
、

そ
の
自
ら
の
い
わ
ば
無
邪
気
で
誤
っ
た
方
向
づ
け
﹇
方
向
感
覚
の
喪
失
﹈
を

見
破
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
む
し
ろ
こ
の
誤
っ
た
方
向
づ
け
は
神
学
に
よ
っ
て

安
定
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
宗
教
の
真
の
本
質
は
神
学
的
暴
行
へ
と
変
え
ら

れ
て
し
ま
う
。

フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
批
判
者
と
し
て
愛
と
信
仰
を
対
置

し
、
論
駁
し
た
。
こ
の
点
で
彼
は
、
信
仰
と
愛
を
軽
率
に
同
一
化
す
る
キ
リ

ス
ト
教
の
弁
護
者
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
間
違
い
な
く
よ
く
理
解

し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
は
、
愛
に
対
す
る
信
仰
の
特
異
な
独
自
性
を
理

解
す
る
と
き
、
初
め
て
信
仰
と
愛
の
、
異
論
を
さ
し
は
さ
む
余
地
の
な
い
緊

密
な
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
が

信
仰
の
偏
狭
さ
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
愛
に
対
す
る
信
仰
の
特
異
な
独
自
性
を

貫
徹
し
て
い
る
。
信
仰
は
、
自
分
が
非
常
に
よ
く
理
解
さ
れ
て
き
た
と
感
じ

て
い
る
。
ル
タ
ー
は
信
仰
の
こ
の
偏
狭
さ
を
キ
リ
ス
ト
教
に
特
徴
的
な
も
の

と
さ
え
主
張
し
た
。「
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
パ
ウ

ロ
の
誇
り
の
例
に
み
な
ら
お
う
。
愛
は
す
べ
て
を
忍
び
、
す
べ
て
を
信
じ
、

す
べ
て
を
望
み
、
す
べ
て
に
耐
え
る
。
こ
れ
と
対
照
的
に
、
信
仰
は
何
も
の

に
も
耐
え
ず
、
す
べ
て
を
支
配
し
、
命
じ
、
打
ち
負
か
し
、
行
う
。
愛
と
信

仰
は
、
そ
の
意
図
、
そ
の
課
題
、
そ
の
価
値
に
お
い
て
正
反
対
で
あ
る
。
愛

は
さ
さ
い
な
こ
と
に
さ
え
従
う
、
そ
し
て
こ
う
言
う
。『
わ
た
し
は
す
べ
て

を
耐
え
、
す
べ
て
の
ひ
と
に
従
う
』。
し
か
し
信
仰
は
こ
う
言
う
。『
わ
た
し

は
誰
に
も
従
わ
な
い
。
す
べ
て
も
の
は
わ
た
し
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
』
）
32
（と
」。

な
ぜ
信
仰
に
、
こ
の
奇
妙
で
特
別
な
地
位
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
与
え
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
信
仰
の
助

け
を
え
て
、
神
を
今
や
も
う
一
度
愛
か
ら
区
別
す
る
た
め
で
は
な
い 

│ 

つ

ま
り
神
が
、
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
愛
の
背
後
に
待
ち
伏
せ
す
る
愛
な
き
怪

物
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
な
仕
方
で
。
こ
の
方
向
に
向
か
う
フ
ォ
イ
ア

バ
ッ
ハ
の
異
論
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
十
分
考
慮
さ
れ
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る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
神
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
、
論
争
的
で

あ
る
と
自
称
す
る
固
執 

│ 

そ
れ
は
、
自
ら
を
愛
と
し
て
啓
示
す
る
神
の

認
識
を
、
結
局
、
真
剣
に
受
け
と
め
ず
、「
隠
れ
た
神 

（deus abscondi-

tus

）」
に
つ
い
て
の
発
言
の
助
け
を
借
り
て
再
び
問
題
視
す
る 

│ 

は
、

遅
く
と
も
！　

あ
の
異
論
に
基
づ
い
て
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
隠
れ
て

い
る
こ
と
は
神
の
啓
示
の
一
つ
の
様
式
で
あ
っ
て
、そ
の
問
題
化
で
は
な
い
、

つ
ま
り
愛
と
し
て
啓
示
の
決
定
的
な
出
来
事
と
な
っ
た
存
在
を
、
も
う
一
度

自
由
に
処
理
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
問
題
化
で
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
は
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
鉄
の
よ
う
な
理

性
に
属
す
る
と
さ
れ
る
も
の
を
代
表
し
て
い
る
。
神
は
、
取
り
消
す
こ
と
の

で
き
な
い
愛
で
あ
る
。
そ
の
他
に
さ
ら
に
神
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
基
本
的
な
等
置
の
正
確
な
理
解
に
役
立
ち
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

神
と
愛
の
同
一
化
は
、
も
し
も
そ
れ
が
類
語
反
復
的
な
自
明
性
を
表
現
す

る
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
今
や
た
し
か
に
そ
の
神
学
的
意
味
を
完
全
に
失

い
、徹
頭
徹
尾
無
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
神
は
愛
で
あ
る
」と
い
う
句
は
、

a=

a
と
い
う
類
語
反
復
の
一
種
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
に
、
愛
は
ま

さ
に
愛
で
あ
る
、
あ
る
い
は
神
は
ま
さ
に
神
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
よ
り
も

多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の
関
連
で
信
仰

に
、
神
を
「
あ
る
《
特
別
な
存
在
》」
と
す
る
機
能
を
帰
す
る
と
き
、
神
と

愛
の
ヨ
ハ
ネ
的
同
一
化
の
特
性
を
完
全
に
認
識
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
よ
り

正
確
に
は
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
の
み
が
、
交
換
不
可
能
な

特
別
な
存
在
と
し
て
の
神
の
存
在
の
特
性
を
保
持
す
る
、
と
。
そ
れ
ゆ
え
信

仰
そ
れ
自
体
が
、
信
仰
と
愛
の
放
棄
で
き
な
い
区
別
を
要
求
す
る
。
し
か
し

信
仰
は
、
最
終
的
に
愛
の
正
し
い
理
解
に
役
立
つ
相
違
と
し
て
こ
の
区
別
を

要
求
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
事
態
を
解
明
す
る
た
め
に
も
う
一
度
愛
の
本

質
の
分
析
に
戻
り
、
そ
し
て
そ
の
際
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
対
抗
に
お
け

る
《
言
葉
の
特
性
》
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
愛
は
ひ
と
つ
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
神
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み

現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
愛
は
、
人
間
と
神
の
間
に
お
い
て
の
み
起
こ
る
わ

け
で
も
な
い
。
愛
は
、人
間
の
間
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
、「
ヨ

ハ
ネ
的
等
置
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス 

﹇ 

逆
説 

﹈」
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
た
。「
な
ぜ
な
ら
次
の
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神

性
タ
イ
プ
の
《
個
》
が
愛
一
般
タ
イ
プ
の
《
特
性
》
と
同
一
化
さ
れ
う
る
と

い
う
こ
と
は
、
排
除
さ
れ
て
い

）
33
（る

」。
シ
ョ
ル
ツ
は
こ
こ
か
ら
、「
ヨ
ハ
ネ
の

同
一
性
は
、
次
の
よ
う
な
命
題
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
は
そ
の
条
件
を
満
た

す
存
在
で
あ
り
、
こ
の
存
在
に
よ
っ
て
《
の
み
》
語
ら
れ
う
る
愛
が
存
在
す

る
。
あ
る
い
は
も
っ
と
簡
潔
に
言
う
な
ら
ば
、
神
は
、
こ
の
存
在
に
よ
っ
て

《
の
み
》
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
う
る
愛
が
、
そ
こ
へ
向
か
っ
て
実
存
す
る
存

在
で
あ

）
34
（る

」。
こ
れ
は
、
神
ご
自
身
が
愛
の
主
体
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
神
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に
と
っ
て
価
値
が
あ
り
、
そ
し
て
人
間
と
人
間
の
間
で
影
響
を
及
ぼ
す
愛
の

主
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
そ
れ
に
対
し

神
ご
自
身
が
主
体
で
あ
る
神
の
愛
の
概

）
35
（念

」
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
神
の
愛
の
こ
の
よ
う
な
概
念
を
、
事
実
、
プ
ラ
ト
ン

的-

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
形
而
上
学
の
伝
統
の
中
で
エ
ロ
ー
ス
と
し
て
理
解

さ
れ
て
き
た
も
の 
│ 
今
度
は
、《
あ
ら
ゆ
る
》
エ
ロ
ー
ス
は
最
終
的
に
神

の
愛
へ
と
上
昇
し
、
し
か
し
少
な
く
と
も
そ
こ
へ
と
向
か
う
傾
向
を
自
ら
の

う
ち
に
含
ん
で
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る 

│ 

と
一
致
さ
せ
る
こ

と
は
、
も
は
や
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
。「
こ
の
よ
う
な
い
ず
れ
の
形
而
上
学

に
お
い
て
も
、
神
の
愛
は
神
性
《
に
対
す
る
》
愛
と
し
て
の
み
現
れ
、
機
能

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
主
体
が
神
ご
自
身
で
あ
る
愛
は
、《
こ
の
》
形

而
上
学
で
は
い
つ
も
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

）
36
（る

」。

わ
れ
わ
れ
は
、
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
愛
が
、
事
実
、
神
ご
自
身
を
主
体

と
し
て
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ョ
ル
ツ

の
論
証
に
し
た
が
う
こ
と
が
で
き
る
。わ
れ
わ
れ
は
、そ
こ
に
お
い
て
エ
ロ
ー

ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
区
別
が
妥
当
す
る
ま
さ
し
く
あ
の
点
が
そ
れ
に
よ
り
捉
え

ら
れ
て
い
る
と
す
る
理
解
に
も
同
意
す
る
。
た
し
か
に
こ
の
区
別
の
起
源
を

次
の
事
実
に
求
め
る
こ
と
が
、つ
ま
り
、愛
の
現
象
の
内
部
に
お
い
て
エ
ロ
ー

ス
が
自
ら
を
現
象
の
一
部
と
し
て
絶
対
的
に
措
定
し
よ
う
と
し
、
ま
さ
に
そ

れ
に
よ
っ
て
ア
ガ
ペ
ー
の
意
味
で
の
愛
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
事
実
に
求

め
る
こ
と
が
、
よ
く
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
際
エ
ロ
ー
ス
は
、
あ
る
他
者
に

魅
入
ら
れ
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る 

│ 

た
だ
し
ひ
と
は
、
自
分
自
身

が
完
全
で
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
完
全
性
を
欠

く
美
は
、
愛
す
る
価
値
が
あ
り
、
求
め
る
価
値
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ

れ
ゆ
え
ひ
と
は
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。し
た
が
っ
て
エ
ロ
ー
ス
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
よ
う
に
、
完
全
に
、《
欠
乏
》

か
ら
生
ず
る
現
象
で
あ
る
。
他
者
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
《
欠
け
た
善
》
は
、

恋
を
引
き
起
こ
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
他
者
へ
と
向
か
わ
せ

る
。
魅
力
的
な
の
は
、
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
る 

│ 

す
な
わ
ち
自
分
自

身
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
。エ
ロ
ー
ス
的
に
、そ
し
て
た
だ
エ
ロ
ー

ス
的
に
愛
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
愛
す
る
者
は
、
自
分
自
身
を
も
つ
た

め
に
、自
分
が
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
す
べ
て
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。

「
わ
た
し
は
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
自
分
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ

わ
れ
は
よ
う
や
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か

）
37
（ら

」。
ま
さ
に
こ
の
生
成
が
、

基
本
的
欠
乏
と
同
時
に
そ
の
克
服
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
す
で

に
い
つ
も
す
べ
て
を
も
ち
、そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
自
身
を
も
つ
神
性
は
、

《
愛
す
る
》
こ
と
が
な
い
。
神
性
は
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て

神
性
は
《
生
成
し
》
な
い
。
神
性
は
決
し
て
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
し
か
に
そ
れ
ゆ
え
に
神
性
は
何
も
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
全
く
そ
う

で
は
な
い
！

　

…
… 

神
性
は
不
断
に
考
え
、
し
た
が
っ
て
そ
の
思
考
の
内

容
は
、
考
え
う
る
最
も
卓
越
し
た
も
の
で
あ
り
」 

│ 

す
な
わ
ち
神
性
そ
れ

自
体
で
あ
り
！ 

│
、「
そ
の
最
高
段
階
に
お
け
る
最
高
の
活
動
性
の
不
断
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の
遂
行
の
中
）
38
（に
」
神
性
は
実
存
し
、
そ
し
て
そ
の
比
類
な
き
至
福
の
生
を
お

く
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ま
さ
に
こ
の
至
福
の
生
の
本
質
は
、
自
分
自
身
と

の
不
断
の
関
わ
り
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
除
い
て
！

　

そ
し
て
ま
さ
に
こ
れ

が
、
解
放
さ
れ
た
エ
ロ
ー
ス
の
目
標
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
己
目

的
と
し
て
の
自
己
実
現
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
《
抽
象
的
》
エ
ロ
ー
ス
は
、

献
身
と
し
て
理
解
さ
れ
た
ア
ガ
ペ
ー
に
正
反
対
の
も
の
と
し
て
対
向
す
る
。

そ
の
上
！

　

エ
ロ
ー
ス
が
こ
の
意
味
で
特
殊
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
し
て
解

放
さ
な
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
た
し
か
に
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ョ
ル
ツ
、
ア
ン
ダ
ー
ス
・
ニ
グ
レ
ン
、
そ

し
て
そ
の
他
の
者
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
立
的
に
ふ
る
ま
い
、
そ
れ
ゆ

え
た
だ
ま
す
ま
す
自
立
的
に
な
る
エ
ロ
ー
ス
と
い
う
基
盤
の
上
に
建
て
ら
れ

る
形
而
上
学
か
ら
、
ヨ
ハ
ネ
的
に
理
解
さ
れ
た
ア
ガ
ペ
ー
の
い
わ
ゆ
る
形
而

上
学
へ
と
至
る
、
い
か
な
る
橋
も
か
か
っ
て
い
な
い
と
す
る
点
で
正
し
い
で

あ
ろ
う
。
解
放
さ
れ
た
抽
象
的
エ
ロ
ー
ス
は
、
無
私
の
献
身
を
愛
さ
な
い
。

こ
の
エ
ロ
ー
ス
は
ア
ガ
ペ
ー
を
《
愛
さ
》
な
い
。
こ
う
し
て
エ
ロ
ー
ス
は
し

か
し
ま
さ
に
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
ぜ
な
ら
エ
ロ
ー
ス
は
、

愛
の
本
質
的
な
も
の
、
た
し
か
に
愛
の
本
質
的
契
機
を
自
分
か
ら
排
除
し
、

愛
そ
れ
自
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
ロ
ー
ス
は
、
徹
頭
徹
尾
、

決
し
て
純
粋
な
愛
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
反
対
に
、
切
り
詰
め
ら
れ
て

い
な
い
と
理
解
さ
れ
る
愛
は
、
自
分
か
ら
エ
ロ
ー
ス
を
排
除
し
な
い
こ
と
が

強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
神
の

愛
﹇
す
な
わ
ち
、
そ
の
主
体
は
神
ご
自
身
で
あ
る
﹈
か
ら
プ
ラ
ト
ン
的
愛
へ

と
連
れ
戻
す
こ
と
が
で
き
る
い
か
な
る
橋
も
絶
対
存
在
し
な
）
39
（い
」 

と
い
う
点

で
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ョ
ル
ツ
の
洞
察
力
の
あ
る
論
証
に
従
う

こ
と
が
で
き
な
い
。「
プ
ラ
ト
ン
的
愛
」が
ま
さ
に
あ
の
解
放
さ
れ
た
エ
ロ
ー

ス
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
私
の
献
身
と
し
て
理
解
さ
れ

た
ア
ガ
ペ
ー
も
、
譬
え
話
に
お
け
る
失
わ
れ
た
息
子
に
対
す
る
父
の
場
合
の

よ
う
に
、 

│ 

こ
の
譬
え
話
の
同
じ
く
失
わ
れ
た
兄
の
や
り
方
と
異
な

り 

│
、
あ
の
エ
ロ
ー
ス
と
向
き
合
う
こ
と
が
、
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ガ
ペ
ー
は
エ
ロ
ー
ス
を
《
愛
す
る
》。
た
し
か
に
こ

の
こ
と
が
、
ア
ガ
ペ
ー
を
エ
ロ
ー
ス
か
ら
区
別
す
る
。
ア
ガ
ペ
ー
は
愛
以
外

の
何
も
の
で
も
な
く
、
徹
頭
徹
尾
、
純
粋
な
愛
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ガ
ペ
ー
は
エ
ロ
ー
ス
を
統
合
す
る
力
で
あ
る
と
す
る
愛

の
こ
の
理
解
か
ら
、
今
や
、
愛
の
た
め
に
神
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
フ
ォ
イ

ア
バ
ッ
ハ
の
要
求
に
対
し
、
こ
の
要
求
も
抽
象
的
エ
ロ
ー
ス
の
概
念
に
よ
っ

て
導
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
的
問
い
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
概
念
は
、
類
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
完
全

性 

│ 
そ
れ
は
自
分
か
ら
分
離
さ
れ
、
信
仰
に
お
い
て
神
と
称
さ
れ
て
い

る 
│ 
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
が
人
間
の
極
限
と
し
て
人
間

に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
、
そ
し
て
人
類
へ
の
愛
を
通
し
て
「
一
般
化
」
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
愛
は
、
人
間
の
自
己
実
現
の
典
型
と
な
る
。
し
か
し
こ

の
神
概
念
に
お
い
て
は
人
間
に
可
能
な
も
の
の
最
大
で
最
高
の
も
の
が
到
達
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さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
人
間
存
在
の
諸
可
能
性
は
、
神
を
一
般
化
す
る

愛
を
通
し
て
汲
み
尽
さ
れ
て
し
ま

）
40
（う

。
こ
こ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

た
神
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
人
間
の
目
標
と
し
て
、
も
は
や
《
い
か

な
る
》
可
能
性
も
も
た
な
い
と
い
う
存
在
論
的
か
つ
倫
理
的
に
最
も
重
要
な

結
論
が
出
て
く
る
。
神
性 

│ 

そ
の
本
質
は
、「
影
響
力
の
な
い
エ
ネ
ル

ギ
）
41
（ー
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
単
純
で
あ
る 

│ 

の
形
而
上
学
的
概
念
に
よ
る

と
、
こ
の
神
に
お
い
て
す
べ
て
の
こ
と
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。《
可
能
性
の

な
い
現
実
》
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
神
性
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
他
者
に
自

分
自
身
を
捧
げ
る
《
可
能
性
》
も
排
除
さ
れ
て
い
る
。「
愛
」
の
「
一
般
化
」

を
通
し
て
人
間
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
神
は
、
そ
れ
自
体
、
愛
の
終
り
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
可
能
性
の
な
い
愛
は
、
愛
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ

愛
は
ま
さ
に
創
造
的
諸
可
能
性
に
満
ち
て
い
る
。
愛
は
、
愛
す
る
者
自
身
に

よ
り
決
し
て
汲
み
尽
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
生
の
た
め
の
、
生
と
死
の
統
一

性
」
と
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
神
が
自
ら
を
十
字
架
に
つ
け
ら
れ

た
方
と
の
同
一
化
の
中
で
啓
示
し
た
「
生
の
た
め
の
、
生
と
死
の
統
一
性
」

と
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。《
献
身
》
は
、
努
力
し
が
い
の
あ
る
す

べ
て
の
可
能
性
を
汲
み
尽
す
自
己
実
現
の
正
反
対
で
あ
る
。
そ
の
中
で
開
示

さ
れ
る
の
は
い
つ
も
新
し
く
、そ
し
て
無
尽
蔵
な
諸
可
能
性
で
あ
る
。エ
ロ
ー

ス
を
排
除
せ
ず
、
そ
れ
を
統
合
す
る
愛
は
、
自
分
自
身
を
汲
み
尽
さ
な
い
。

そ
れ
は
む
し
ろ
創
造
的
な
も
の
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え

に
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
等
置
は
、
神
の
神
性
を
保
持
す
る
言
明
で
あ

る
。
神
の
全
能
の
い
か
な
る
創
造
的
行
為
も
、
そ
れ
自
体
神
の
愛
の
活
動
の

行
為
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
現
実
を
、
実
現
さ
れ
た
可
能
性
と
し
て
措
定
す

る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
と
共
に
さ
ら
に
可
能
性
を
創
造
す
る
。
反

対
に
、
も
し
も
神
が
愛
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
愛
そ
れ
自
体

が
そ
の
本
質
を
奪
わ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
具
合
に
神
と
愛
を
同
一
化
す
る
の

は
、
信
仰
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
愛
の
た
め
に
神
が
犠
牲
に
さ
れ
《
ず
》、

し
た
が
っ
て
愛
が
そ
の
真
の
本
質
を
奪
わ
れ
《
ず
》、
さ
ら
に
愛
が
、
そ
の

後
ろ
で
も
う
一
度
待
ち
伏
せ
す
る
神
（「
神
を
越
え
る
神
」！
）
の
た
め
に
犠

牲
に
さ
れ
《
ず
》、
し
た
が
っ
て
こ
の
神
が
そ
の
真
の
神
性
を
奪
わ
れ
《
ず
》

に
、
と
い
う
具
合
に
。
な
ぜ
な
ら
信
仰
の
み
が
、
神
を
同
時
に
、
愛
の
出
来

事
、
愛
の
主
体
、
愛
の
対
象
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
愛
す
る
方
、
愛
さ
れ
る

方
、そ
し
て
解
消
し
え
な
い
統
一
性
の
中
に
あ
る
愛
の
遂
行
と
し
て
経
験
し
、

ま
た
知
る
か
ら
で
あ
る
。

信
仰
の
み
と
は
、
す
な
わ
ち
、
神
の
愛
に
対
応
す
る
人
間
の
愛
で
は
な
い

こ
と
を
も
意
味
す
る
。
人
間
の
エ
ロ
ー
ス
的
で
創
造
的
な
愛
の
諸
活
動
は
、

た
し
か
に
、
愛
で
あ
る
神
的
存
在
の
諸
対
応
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
諸
活

動
は
、
信
仰
に
基
づ
い
て
こ
の
神
的
存
在
に
対
応
し
て
い
る
。「
ヨ
ハ
ネ
の

手
紙　

一
」
に
お
い
て
さ
え
、
た
し
か
に
ま
ず
こ
う
《
言
わ
れ
》
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
に
愛
し
合
う
愛
は
、

神
か
ら
出
て
く
る
（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

四
・
七
）、
と
。
そ
し
て
愛
す
る
者

は
す
べ
て
神
を
《
知
っ
て
い
る
》
と
は
、
ま
さ
に
た
し
か
に
、
彼
が
、
イ
エ
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ス
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

五
・
一
）
を
《
信
じ
》、

し
た
が
っ
て
神
の
愛
さ
れ
た
子 

│ 

神
は
、
わ
た
し
た
ち
に
対
す
る
愛
の

ゆ
え
に
こ
の
子
を
犠
牲
に
し
、
死
に
至
ら
せ
た
（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

四
・

九
以
下
） 

│ 
で
あ
る
こ
と
を
《
信
ず
る
》
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
た

し
か
に
、
愛
の
な
い
状
態
の
中
へ
と
エ
ロ
ー
ス
的
に
光
を
当
て
る
だ
け
で
な

く
、
自
ら
を
そ
れ
に
さ
ら
す
愛
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
愛
さ
れ
て
い

な
い
者
に
対
す
る
献
身
と
し
て
自
ら
を
捧
げ
る
愛
、
勝
利
す
る
こ
と
だ
け
を

約
束
す
る
愛
で
あ
る
。
し
か
し
愛
の
こ
の
勝
利
に
お
い
て
、
ひ
と
は
、
愛
で

は
な
い
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
そ
の
愛
の
無
力
に
直
面
し
、
ま
た
愛
の
な

い
状
態
の
強
大
な
力
に
直
面
し
、《
た
だ
信
ず
る
》
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で

あ
る
。

た
し
か
に
愛
す
る
人
間
が
愛
の
勝
利
の
た
め
に
活
発
に
働
く
よ
う
に
な
る

の
は
、
彼
ら
が
エ
ロ
ー
ス
的
に
彼
ら
の
光
を
放
つ
だ
け
で
な
く
、
ま
す
ま
す

大
き
く
な
る
愛
の
な
い
状
態 

│ 

こ
れ
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
「
コ
ス
モ
ス
」
と

い
う
概
念
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る 

│ 

の
た
だ
中
で
、
愛
の
展
開
の

た
め
に 

│ 

愛
さ
れ
な
い
者
に
対
す
る
愛
を
通
し
て 

│ 

愛
を
引
き
起
こ

す
と
き
で
あ
る
。
愛
が
勝
利
す
る
と
き
、
愛
は
、
事
実
、
愛
を
通
し
て
だ
け

勝
利
す
る
。
し
か
し
愛
す
る
者
た
ち
は
、愛
す
る
者
と
し
て
愛
に
《
勝
利
を
》

《
保
証
す
る
》
こ
と
は
で
き
な
い
。
ひ
と
は
、
神
と
愛
の
同
一
性
を
信
ず
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
、
愛
の
勝
利
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
さ
い
信
仰
は
、
問
題
の
あ
る
、「
何
も
の
か
を
真
実
と
み
な
す
こ
と
」

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、《
確
証
な

し
に
》
愛
の
勝
利
を
た
だ
ま
さ
に
《
希
望
す
る
》
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か

し
信
仰
は
、
そ
れ
が
、
ま
さ
に
こ
の
神
は
愛
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
、
神
ご

自
身
を
通
し
て
開
示
さ
れ
た
確
か
さ
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
確
か

な
希
望
の
信
頼
で
き
る
基
盤
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
信
仰
は
単
な
る
理
論
的

確
信
で
は
な
く
、む
し
ろ
神
の
愛
の
《
経
験
》
の
中
で
生
ず
る
確
信
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
経
験
と
し
て
信
仰
は
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
愛
の
活
動
と

異
な
り
、
純
粋
な
受
動
性
、
全
く
の
無
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
愛
さ
れ

る
存
在
（G

eliebtsein

）」
の
経
験
の
た
め
に
、
ひ
と
は
何
も
為
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

一
」
の
著
者
は
神
に
よ
っ
て
愛

さ
れ
た
者
た
ち
に
対
し
、
神
が
ま
ず
彼
ら
を
愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

四
・
一
〇
、一
九
。
ヨ
ハ
ネ
一
五
・
一
二

を
参
照
）。
ひ
と
は
、「
愛
さ
れ
る
存
在
」
の
経
験
と
、
し
た
が
っ
て
神
の
愛

に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
選
び
に
従
う
こ
と
が

で
き
る
だ
け
な
の
と
同
様
で
あ
る 

│ 

さ
も
な
け
れ
ば
、
ひ
と
は
自
ら
の

選
ば
れ
た
存
在
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
と
が
そ

れ
ら
を
受
け
入
れ
る
と
き
、そ
こ
に
は
、す
で
に
愛
さ
れ
て
い
る
存
在
の
《
確

信
》
と
、
そ
れ
と
共
に
、
神
は
愛
で
あ
っ
て
、
愛
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い

と
い
う
最
も
よ
く
基
礎
づ
け
ら
れ
た
信
頼
も
存
在
す
る
。そ
れ
ゆ
え
信
仰
は
、

「
愛
を
通
し
て
活
動
的
に
な
る
」（
ガ
ラ
テ
ヤ
五
・
六
「
愛
の
実
践
を
伴
う
信

仰
」）
た
め
の
、
神
の
愛
に
対
す
る
最
初
の
対
応
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
愛
は
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愛
を
通
し
て
の
み
勝
利
す
る
の
に
対
し
、信
仰
の
み
が
愛
の
《
勝
利
》
を
《
保

証
す

）
42
（る

》。

フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
信
仰
は
次
の
点
で
最
終
的
に
愛
と
区
別
さ

れ
る
。
つ
ま
り
信
仰
は
、
人
間
に
、
彼
自
身
を
人
間
の
類
的
存
在
と
し
て
捉

え
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
《
自
身
の
》
完
全
性
に
到
達
す
る
よ
う
に
し
む
け
る

代
わ
り
に
、
彼
《
自
身
の
》
完
全
性
を
《
神
と
し
て
》
自
分
自
身
か
ら
切
り

離
す
よ
う
に
し
む
け
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
人
間
を
自
分
自
身
か
ら
疎
外
す

る
。
神
学
の
秘
密
が
人
間
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
首
尾
一
貫
し
た
答

え
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
人
間
学
は
、
人
間
の
本

質
を
た
だ
人
間
お
よ
び
自
然
と
の
出
会
い
か
ら
理
解
す
る
、
人
間
に
つ
い
て

の
あ
の
教
説
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
全
く
異
な
る
前
提
の
も
と
で
は
、
人

間
学
は
次
の
よ
う
な
教
説
と
な
る
。
つ
ま
り
人
間
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
人
格
に
お
い
て
起
こ
っ
た
神
と
人
類
（M

enschengeschlecht

）
の
出
会

い
を
通
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
、
人
間
に
つ
い
て
の
あ
の
教
説

で
あ
る 

│ 

こ
の
人
間
学
は
、
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た

も
の
と
は
根
本
的
に
異
な
る
意
味
で
、神
学
の
秘
密
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、《
信

仰
》
は
人
間
を
た
し
か
に
自
分
自
身
か
ら
《
切
り
離
す
》
が
、
今
や
神
と
し

て
で
は
な
く
、《
新
し
い
人
間
》
と
し
て
切
り
離
す
の
で
あ
り
、
こ
の
新
し

い
人
間
は
、
相
変
わ
ら
ず
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
神
と
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ

る
。
信
仰
は
、
一
種
の
自
己
疎
外
で
も
あ
る
（
Ⅱ
コ
リ
五
・
一
七
）。
し
か
し

神
は
、
も
は
や
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

人
間
に
可
能
な
最
高
の
可
能
性
で
は
な
く
、
神
は
、「
わ
た
し
よ
り
も
優
れ

て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
、
そ
し
て
「
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身

に
近
い
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
た
し
に
近
い
」。
し
た
が
っ
て
神
は
、
も
は
や

人
間
に
可
能
な
も
の
の
極
限
で
は
な
く
、
神
は
、
こ
の
極
限
の
《
彼
方
に
あ

る
が
ゆ
え
に
》、《
さ
ら
に
》
人
間
存
在
の
限
界
の
《
此
岸
に
》、
し
か
も
人

間
存
在
の
弱
さ
の
中
に
お
ら
れ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
名
に
お
い
て
考

察
さ
れ
た
神
の
卓
越
性
と
力
は
、
弱
い
も
の
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
Ⅱ
コ
リ
一
二
・
九
）。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
信
仰
の
本
質
は
、
今
や
神
へ
の
熱
情
に

役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
！

　

同
じ
く
人
間
の
理
解
に
も

役
立
つ
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
信
仰
の
本
質
は
、人
間
学
に
、

愛
の
た
め
に
信
仰
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
に
と
の
要
求
が
成
し
遂
げ
る
よ
り

も
、
決
定
的
に
よ
り
す
ぐ
れ
た
威
厳
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
人
間

は
信
仰
よ
っ
て 

│ 

つ
ま
り
、
神
は
「
わ
た
し
よ
り
も
優
れ
て
お
り
」、
し

か
も
「
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身
に
近
い
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
た
し
に
近
い
」

と
い
う
信
仰
に
よ
っ
て 

│
、
神
を
わ
た
し
の
極
限
と
し
て
要
求
し
、
そ

し
て
人
類
へ
の
愛
を
と
お
し
て
神
を
一
般
化
す
る
よ
う
に
と
の
フ
ォ
イ
ア

バ
ッ
ハ
の
要
請
が
含
意
し
て
い
る
よ
う
な
、
決
し
て
「
も
は
や 

…
で
な
い
」

と
か
、「
そ
れ
以
上
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
縛
り
つ
け
ら
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
神
が
、「
わ
た
し
よ
り
も
優
れ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、同
時
に
「
わ

た
し
が
わ
た
し
自
身
に
近
い
よ
り
も
、も
っ
と
わ
た
し
に
近
い
」
と
す
れ
ば
、
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神
は
、
人
間
が
そ
れ
に
対
し
全
く
何
も
《
為
し
》
え
な
い
愛
で
あ
る
。
し
か

し
、
信
仰
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ま
さ

に
こ
の
「
全
く
何
も
《
為
し
》
え
な
い
こ
と
」
は
、人
間
の
自
己
消
耗
の
「《
も

は
や
》
為
し
え
な
い
こ
と
」
に
比
べ
る
と
、
人
間
の
活
動
性
に
お
け
る
、
し

た
が
っ
て
進
歩
の
諸
可
能
性
に
お
け
る
根
本
的
卓
越
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
）
43
（る
。
神
に
対
し
何
も
為
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
が
人
類
の
福

祉
の
た
め
に
な
お
ま
す
ま
す
、
そ
し
て
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
を
為
し
う
る
こ

と
を
決
し
て
排
除
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
を
含
む
。
そ
の
結
果
、「
神
が
わ
れ

わ
れ
の
救
い
の
た
め
に
十
分
為
し
た
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
福
祉

の
た
め
に
十
分
に
は
為
し
え
な

）
44
（い

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
全
く
何
も
為

さ
な
い
こ
と
」
は
た
し
か
に
「
も
は
や
何
も
為
さ
な
い
こ
と
」
に
劣
る
も
の

で
は
な
く
、「
全
く
何
も
《
為
し
》
え
な
い
こ
と
」
は
「《
も
は
や
》
為
し
え

な
い
こ
と
」
よ
り
も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
正
し
い
時
に
信
仰
が
何
も
為
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
通
し

て
活
性
化
す
る
信
仰
だ
け
が
、
神
と
愛
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
す

る
人
間
学
的
表
現
で
あ
る
。
ひ
と
は
愛
に
《
基
づ
い
て
》
す
べ
て
の
こ
と
を

為
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
は
愛
の
《
た
め
》
に
は
、
事
実
、
全
く

何
も
為
し
え
な
い
。
わ
た
し
が
愛
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
た
だ
」
信
じ

ら
れ
る
「
だ
け
」
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
信
仰
の
明
証
性
は
、
も
ち
ろ
ん
何
も

の
に
よ
っ
て
も
凌
駕
さ
れ
な
い
。
信
ず
る
こ
と
だ
け 

│ 

こ
れ
が
、
愛
そ

れ
自
身
に
属
す
る
あ
の
明
証
性
で
あ
る
。

四
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
対
し
、
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
キ
リ

ス
ト
教
批
判
と
の
対
決
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、《
信
仰
と
愛
が
厳
密
に
、し
か
も
必
然
的
に
区
別
》
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、

《
神
と
愛
の
》
神
学
的
に
命
じ
ら
れ
た
《
同
一
化
》
が
、「
神
」
と
い
う
言
葉

を
、
人
間
存
在
の
最
上
級
を
表
す
概
念
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
す
る
必
然
性

か
ら
守
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
愛
が
ど
れ
ほ
ど
合
一
化
し
よ
う
と
も
、
愛
は
、

愛
に
お
い
て
一
つ
と
さ
れ
た
も
の
の
区
別
を
維
持
し
、
そ
の
さ
い
自
ら
は
再

び
、相
互
に
愛
す
る
者
た
ち
か
ら
区
別
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
神
は
愛
で《
あ

る
》
と
信
ず
る
信
仰
は
、
こ
の
区
別
を
維
持
す
る
。
し
た
が
っ
て
信
仰
は
愛

の
競
争
相
手
で
は
な
い
。
信
仰
は
、
愛
す
る
者
た
ち
の
合
一
化
を
廃
棄
し
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
神
と
人
間
が
相
互
に
《
愛
す
る
者
》
で
あ
る
か
ぎ
り
、

神
と
人
間
の
合
一
化
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
信
仰
は
、
人
間
と
人
間
の

合
一
化
を
、
ま
た
神
と
人
間
の
合
一
化
を
、
人
間
的
神
と
人
間
的
人
間
の
間

の
混
同
お
よ
び
識
別
不
能
か
ら
守
る
。
こ
の
よ
う
な
混
同
は
、
結
局
、
愛
の

死
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
信
仰
は
、「
神
は
愛
す
る
」
と
の
句
を
「
神
は
愛
で

あ
る
」
と
い
う
句
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
混
同
を
阻
止
す

る
。い

か
な
る
人
間
も
愛
《
で
は
》
な
い
。
二
人
の
相
互
に
愛
す
る
者
た
ち
も

愛
《
で
は
》
な
い
。
愛
す
る
者
た
ち
が
、
ま
さ
に
自
分
た
ち
は
愛
で
な
い
が

ゆ
え
に
、
常
に
愛
の
無
力
も
経
験
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
一
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番
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
愛
す
る
者
た
ち
自
身
で
あ
る
。
神
と
人
間
が
互
い

に
愛
し
合
う
か
ぎ
り
、
彼
ら
の
間
で
は
、
愛
の
無
力
が
経
験
さ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
《
信
仰
》
は
、
愛
す
る
神
は
同
時
に
愛
そ
れ
自
体
で
《
あ
る
》
こ

と
を
信
頼
す
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
信
仰
は
神
と
人
間
を
区
別
す
る
。
信
仰
は
、

神
と
人
間
の
、
こ
の
区
別
を
決
し
て
食
い
尽
す
こ
と
の
な
い
合
一
化
の
た
め

に
、
こ
れ
を
行
う
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
こ
の
合
一
化
を
よ
り
よ
く
「
神
秘
的

合
一
」
と
呼
ん
だ
り
し
な
い
。
信
仰
は
、
そ
れ
が
愛
の
無
力
に
直
面
し
な
が

ら
も
、
愛
は
決
し
て
終
ら
な
い
（
Ⅰ
コ
リ
一
三
・
八
）
こ
と
に
信
頼
を
寄
せ

る
か
ぎ
り
、
神
信
頼
で
あ
）
45
（る
。
信
仰
は
そ
の
た
め
に
、「
神
は
愛
で
あ
る
」

と
の
句
が
そ
の
真
理
性
を
そ
れ
に
負
っ
て
い
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
引
き

合
い
に
出
す
。
な
ぜ
な
ら
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
中
で
神
が
ご
自
身

を
人
間
的
神
と
し
て
規
定
し
た
あ
の
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ

れ
は
、
神
と
愛
の
同
一
性
を
保
持
す
る
、
神
の
人
間
性
に
対
す
る
信
仰
で
あ

る
。
神
の
人
間
性
に
対
す
る
信
仰
は
、
神
と
愛
の
同
一
性
の
《
明
証
性
》
で

あ
る
。
信
仰
は
、次
の
よ
う
に
そ
の
明
証
性
を
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
信
仰
は
、

自
ら
が
、
聖
霊
な
る
神
の
力
の
中
で
、
真
の
人
間
で
あ
り
、
ま
た
真
の
神
の

子
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
を
通
し
て
、
愛
と
全
能
の
父
な

る
神
に
《
関
係
づ
け
ら
れ
て
》
い
る
こ
と
を
知
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て

信
仰
者
が
三
一
な
る
神
か
ら
《
具
体
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
》
こ
と
を
知
る

と
い
う
具
合
に
。
神
の
人
間
性
に
対
す
る
信
仰
は
、
次
の
よ
う
に
信
ず
る
こ

と
に
よ
り
神
と
愛
の
同
一
性
の
明
証
性
を
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
神
は
、
人
間

の
た
め
に
そ
の
愛
す
る
子
を
犠
牲
に
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
子
を
ま
す

ま
す
愛
す
る
父
で
あ
る
、
と
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
し
か
し
信
仰
は
、
死

へ
と
犠
牲
に
さ
れ
、
そ
し
て
天
の
父
と
地
上
の
人
間
に
対
す
る
同
時
的
な
愛

へ
と
ご
自
身
を
犠
牲
に
す
る
子
な
る
神
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
父
の
愛
を

信
ず
る
。
そ
し
て
信
仰
は
、
聖
霊
な
る
神
の
力
の
中
で
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、

父
な
る
神
と
子
な
る
神
を
信
ず
る
。
こ
の
聖
霊
の
力
は
、
三
一
の
神
の
愛
の

出
来
事
と
し
て
新
し
い
存
在
の
可
能
性
た
め
に
生
と
死
の
対
立
を
合
一
さ
せ

る
力
で
あ
る
。
信
仰
と
愛
の
区
別
に
よ
り
神
と
愛
の
同
一
性
を
主
張
す
る
神

学
は
、
し
た
が
っ
て
三
一
の
神
へ
の
信
仰
を
特
に
慎
重
に
考
察
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
神
と
愛
の
同
一
性
を
三
一
論
的
に
説
明
す

る
こ
と
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
二
節　

三
位
一
体
の
痕
跡
と
し
て
の
十
字
架
に
つ
け

ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

一
　

三
一
論
は
、
神
は
生
き
て
お
ら
れ
る
と
い
う
単
純
な
真
理
の
不
可
欠
で
、

し
か
も
必
然
的
に
困
難
な
表
現
で
あ
る
。「
神
は
生
き
て
お
ら
れ
る
」
と
の

確
信
は
、
神
と
し
て
告
知
さ
れ
、
信
じ
ら
れ
、
告
白
さ
れ
た
人
間
で
あ
る
ナ

ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
現
実
に
お
い
て
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
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に
、
こ
の
単
純
な
真
理
の
表
現
は
、
必
然
的
に
困
難
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
た
し
か
に
、「
神
は
生
き
て
お
ら
れ
る
」
と
い
う
確
信
が
、
神
に
属
す
る

こ
の
人
間
の
《
死
》
に
お
い
て
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
生
の
致
命
的
な
最
後
が
こ
の
人
間
の
生
に
も
属
し

て
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
特
に
、
こ
の
人
間
の
生
の
致
命
的
な
最
後
の
中

に
、
す
べ
て
の
人
間
の
新
し
い
神
関
係
の
開
始
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
！　

し
か
し
イ
エ
ス
の
死
に
基
づ
い
て
《
神
の
存
在
》
が
ま
ず
第

一
に
そ
の
《
神
的
》
活
動
性
（L

ebendigkeit

）
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
が

ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
の
死
は
新
し
い
神
関
係
を
開
示
す
る
。
生
け
る
神
の
神
性 

（G
ottheit

） 

│ 

彼
の
生
の
神
性
（G

öttlichkeit
）
と
、
し
た
が
っ
て
ま
さ

に
神
の
活
動
性 

│ 

は
、
そ
の
非
常
に
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
こ
の
人
間

の
生
の
死
と
《
折
り
合
う
》。
神
の
生
は
、そ
れ
が
イ
エ
ス
の
死
に
《
耐
え
る
》

が
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
の
死
と
折
り
合
う
。
そ
し
て
神
の
生
は
、
こ
の
死
を
ご

自
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
死
に
《
勝
利
す
る
》。
死
に
対
す

る
勝
利
者
と
し
て
、
神
は
ま
ず
第
一
に
自
ら
を
神
と
し
て
開
示
す
る
。
生
け

る
神
は
、
そ
の
神
性
の
中
で
イ
エ
ス
の
死
に
耐
え
、
そ
の
存
在
の
永
遠
性
に

イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
と
い
う
重
荷
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
神

的
存
在
を
生
と
死
の
《
生
け
る
》
統
一
性
と
し
て
実
証
す
る
。
イ
エ
ス
の
死

に
お
い
て
実
証
さ
れ
る
こ
の
生
け
る
神
の
確
か
さ
に
基
づ
く
信
仰
は
、
永
遠

の
生
と
時
間
的
死
の
間
の
、
神
ご
自
身
の
存
在
を
規
定
す
る
緊
張
を
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語
と
し
て
告
知
し
、
物
語
る
。
そ
し
て
こ
の
信
仰
は
、

三
一
の
神
の
概
念
を
用
い
て
こ
の
物
語
を
考
え
、
そ
し
て
告
白
す
）
1
（る
。
そ
れ

ゆ
え
三
一
論
に
お
い
て
、
特
別
な
集
中
と
究
極
的
な
具
体
性
に
お
い
て
問
題

と
な
っ
て
い
る
の
は
神
ご
自
身
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
特
別
な
集
中
と
究

極
的
な
具
体
性
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
神
ご
自
身
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
三
一
論 

│ 

た
だ
し
こ
れ
は
、
人
間
の
救
済
に
つ
い
て
の
問
い
か

ら
解
放
さ
れ
た
思
弁
と
全
く
関
係
が
な
い 

│ 

は
、
端
的
に
救
済
論
的
教

説
で
あ
る
。
古
代
の
教
義
学
が
、
神
の
救
済
の
必
然
性
を
三
一
の
神
の
救
済

の
必
然
性
と
し
て
主
張
し
た
と
き
、
そ
れ
は
正
し
か
っ
た 

│ 

た
と
え
救

済
の
必
然
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
神
の
三
一
性
の
《
教
義
に
対
す
る
信
仰
》
に

ま
で
拡
張
し
、
や
り
す
ぎ
た
と
し
て
も
。
す
な
わ
ち
「
こ
の
教
義
を
信
ず
る

必
然
性
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
拒
否
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
誰
に
と
っ
て
も
、
救
い
を
失
わ
ず
に
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」（
ヨ
ハ
ネ
一
七
・
三
、
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

五
・
一
一
、一
二
、二
・
二
三
、

ヨ
ハ
ネ
五
・
二
三
、
Ⅱ
テ
サ
一
・
）
2
（八

）。

　

三
一
の
神
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語

の
総
括
概
念
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
り
の
神
を
、
父
、
子
、
聖
霊
の
三
つ

の
位
格
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
と
共
な
る
神
の
歴
史
の
現
実
は
そ

の
真
実
に
到
達
す
る
か
ら
で
あ
る
。
三
一
論
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
神

の
歴
史
を
、
そ
れ
が
責
任
的
に
物
語
ら
れ
う
る
よ
う
な
仕
方
で
、
神
の
歴
史

と
し
て
真
実
な
も
の
に
す
る
以
外
の
機
能
を
も
た
な
い
。三
一
論
に
お
い
て
、

神
の
歴
史
性
は
真
理
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
真
理
の
力
の
中
で
神
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が
キ
リ
ス
ト
教
的
に
語
ら
れ
、
神
の
存
在
が
歴
史
と
し
て
物
語
ら
れ
る
。
こ

れ
と
反
対
に
、
こ
の
真
理
が
な
け
れ
ば
、《
神
の
》
歴
史
は
物
語
ら
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
神
の
《
歴
史
》
が
《
物
語
ら
れ
》
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の

真
理
が
な
け
れ
ば
、
神
の
名
に
お
い
て
、
他
の
も
の
の
歴
史
が
物
語
ら
れ
、

せ
い
ぜ
い
神
に
《
つ
い
て
》
諸
々
の
歴
史
が
物
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
あ

る
い
は
神
の
存
在
が
要
請
さ
れ
、
証
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
と
、

そ
れ
ゆ
え
に
人
間
も
無
視
し
た
形
で
、
様
々
に
語
ら
れ
る
。
三
一
の
教
義
は

神
に
つ
い
て
の
発
言
を
、
神
を
無
視
し
た
形
で
語
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間

を
無
視
し
た
形
で
語
る
こ
と
か
ら
守
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
か
ぎ
り

で
三
一
論
は
、
神
の
言
葉
の
正
し
く
理
解
さ
れ
た
概
念
に
属
す
る
。

二
　

神
の
言
葉
の
範
疇
は
、
今
や
た
し
か
に
さ
ら
に
、
近
代
に
お
い
て
常
に
神

の
存
在
の
三
一
論
的
区
別
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
神
の
《
存
在
》
の
異

な
る
必
然
的
区
別
に
至
る
。
神
に
つ
い
て
の
発
言
の
真
理
は
、
父
、
子
、
聖

霊
と
し
て
の
神
の
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
同
じ
存
在
の
区
別
を
基
準
と
し
て
判

断
さ
れ
ず
、
言
葉
の
中
で
自
ら
を
表
現
し
、
ま
た
言
葉
と
し
て
自
ら
を
啓
示

す
る
神
（「
説
教
さ
れ
る
神
」）
と
、「
そ
れ
自
身
の
本
性
と
主
権
の
う
ち

）
3
（に

」

と
ど
ま
る
神
と
の
区
別
を
基
準
に
し
て
判
断
さ
れ
る 

│ 

わ
れ
わ
れ
は
こ

の
後
者
の
神
と
何
の
関
わ
り
も
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、
言
葉
な
し
に

わ
れ
わ
れ
と
交
わ
ろ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
な
の

は
、 

│ 

と
り
わ
け
ル
タ
ー
の
神
学
を
通
し
て
特
に
強
調
さ
れ
た 

│ 

啓

示
さ
れ
た
神
と
隠
れ
た
神
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の
神
学
は
、
律
法
と
福
音
の

区
別
を
（
も
ち
ろ
ん
最
も
繊
細
な
仕
方
で
）
神
概
念
そ
れ
自
体
に
適
用
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
神
学
は
、
神
概
念
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
人
間
の
実

存
と
緊
張
関
係
に
あ
る
対
立
を
明
ら
か
に
し
、
し
た
が
っ
て
神
に
つ
い
て
の

発
言
を
、
も
っ
ぱ
ら
、
人
間
の
身
に
降
り
か
か
る
神
の
言
葉
の
出
会
い
に
基

づ
い
て
、そ
れ
ゆ
え
た
だ
ち
に
こ
の
出
会
い
の
欠
如
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
。

隠
れ
た
神
と
啓
示
さ
れ
た
神
の
区
別
は
、
律
法
と
福
音
の
区
別
と
組
み
合
わ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、神
学
的
必
然
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、

父
、
子
、
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
存
在
様
式
に
お
け
る
ひ
と
り
の
神
の
存
在
の

区
別
は
、
実
存
的
に
不
当
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
神
学
的
に
は
少
な
く
と

も
あ
ま
り
必
然
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
殺
す
」裸
の
神
と「
生
か
す
」

説
教
さ
れ
る
神
の
間
の
区
別
お
よ
び
対
立
す
る
方
向
性
の
中
に
、
信
仰
の
、

あ
ら
ゆ
る
困
窮
と
人
間
実
存
そ
れ
自
体
の
向
き
を
変
え
る
必
然
性
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
三
一
論
の
諸
々
の
区
別
に
は
、
論
理
的
な
い
し
思
弁
的
必
然
性
だ

け
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
経
験
か
ら
生
き
る
信
仰
は
こ
の
必
然

性
を
断
念
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
お
よ
そ
こ
れ
が
今
日
の
議
論
の
状
況
で
あ

る
。
た
し
か
に
ル
タ
ー
は
三
一
論
を
徹
底
的
に
教
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
論

争
の
種
と
な
ら
）
4
（ず
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ま
り
目
立
た
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、「
父
，

子
、
聖
霊
﹇
な
る
神
﹈、
ひ
と
つ
の 

…
… 

神
的
本
質
と
本
性
﹇
！
﹈ 

に
お
け

る
三
つ
の
区
別
さ
れ
る
位
格
は
、
…
… 

唯
一
の
神
で
あ
る
」
と
い
う
三
一
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論
の
定
式
化
は
、
そ
し
て
三
一
論
お
い
て
重
要
な
の
は
「
神
の
主
権
と
い
う

高
度
な
条
）
5
（項
」
で
あ
る
と
す
る
ル
タ
ー
の
表
題
も
、
三
一
の
神
を
「
そ
れ
自

身
の
本
性
と
主
権
に
お
け
る
」
神
と
同
一
化
す
る
よ
う
に
そ
そ
の
か
す
。
そ

の
結
果
、
啓
示
さ
れ
る
神
と
隠
れ
る
神
の
区
別
の
内
部
で
、
三
一
の
神
は
、

隠
れ
る
神
の
概
念
の
も
と
で
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ル
タ
ー
は
隠
れ
る

神
に
つ
い
て
、「
神
は
ご
自
身
を
隠
し
、
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に

す
る
、 

…
… 

そ
れ
ゆ
え
神
は
ご
自
身
の
主
権
と
本
性
の
中
に
お
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
）
6
（い
」
と
語
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
三
重
の
自
己
区
別
に
お
け

る
神
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

今
や
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
事
態
は
よ
り
繊
細
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
ひ
と
り
の
神
の
三
つ
の
位
格
の
間
の
区
別

と
、
啓
示
さ
れ
た
神
と
隠
れ
た
神
の
区
別
の
二
者
択
一
に
還
元
さ
れ
な
い
。

隠
れ
た
神
と
啓
示
さ
れ
た
神
の
区
別
は
、
神
学
的
に
妥
当
な
、
そ
し
て
事
実

不
可
欠
な
区
別
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
三
一
論
の
区
別
に
と
っ

て
代
わ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
不
当
で
ゆ
が
ん
だ
も
の
と
な
る
。
隠
れ
た
神

と
啓
示
さ
れ
た
神
の
区
別
は
、
神
の
到
来
を
「
ど
こ
か
ら
」
と
「
ど
こ
へ
」

の
間
の
運
動
と
し
て
保
つ
必
然
的
相
違
で
あ
る
。
他
方
、
父
な
る
神
、
子
な

る
神
、
聖
霊
な
る
神
の
間
の
三
一
的
区
別
は
、
そ
の
中
に
神
の
存
在
が
あ
る

到
来
の
「
ど
こ
か
ら
」
と
「
ど
こ
へ
」
が
神
ご
自
身
に
他
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
対
す
る
批
判
的
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
積
極
的
に
表
現
す
る
と
、

神
ご
自
身
が
起
源
で
あ
り
、
ま
た
目
標
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
隠
れ
た

神
と
啓
示
さ
れ
た
神
の
区
別
が
、
最
終
的
に
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ

ば
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
が
見
捨
て
ら
れ
た
状
態
（G

ottverlassen-

heit

）
に
お
い
て
も
、
神
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
不
十
分
な
神
認
識
の
現

実
も
神
の
現
実
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
で
あ
り
、
神
の
律
法
と
裁
き
の
現
実
で

あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
現
実
に
「
神
ご
自
身
を
除
い
て
、
誰
も
神
に
逆
ら

え
な
い
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
三
一
論
の
教
理
は
そ
の
諸
々
の
区

別
（
こ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
そ
れ
自
体
と
し
て
常
に
諸
関
係
で
あ
る
）
に
よ

り
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
ご
自
身
を
わ
れ
わ
れ
に
啓
示
す
る
神

は
現
実
に
《
神
ご
自
身
》
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
神
は
他
の
い
か
な
る

「
神
」
に
よ
っ
て
も
相
対
化
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
神
は
も
は
や
そ
の
啓
示
を

疑
問
に
付
さ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
神
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
は
、
神
の
啓
示
の

ひ
と
つ
の
規
定
で
あ
る
こ
と
、
要
す
る
に
、
神
と
神
の
区
別
は
、
決
し
て
神

に
お
け
る
矛
盾
と
し
て
理
解
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ル
タ
ー
派
の
教

義
学
が
、
啓
示
さ
れ
た
神
と
隠
れ
た
神
の
区
別
を
明
確
に
三
一
の
神
の
自
己

区
別
に
基
づ
い
て
判
断
し
な
い
か
ぎ
り
、
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
に
は
、
神
に

お
け
る
こ
の
よ
う
な
矛
盾 

（
危
険
） 

が
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
。
神
は
ご
自
身

と
矛
盾
し
な
い
。
神
は
ご
自
身
に
対
応
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
三
一

論
を
必
要
と
す
る
、
し
か
も
全
面
的
に
。

　

伝
統
的
三
一
論
に
弱
点
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
否
定
で
き
な
い
。
そ
の

弱
点
の
本
質
は
、
隠
れ
た
神
と
啓
示
さ
れ
た
神
の
区
別
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
弁
証
法
が
、
奇
妙
に
も
依
然
と
し
て
三
一
論
に
妥
当
し
な
い
こ
と
に
あ
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る
。
そ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、
律
法
と
福
音
の

緊
張
関
係
は
神
ご
自
身
の
言
葉
に
と
っ
て
無
意
味
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
他

方
で
、
三
一
論
は
、
そ
の
中
で
神
が
人
間
の
神
と
な
ろ
う
と
し
、
ま
た
事
実

人
間
の
神
で
あ
る
歴
史
の
危
険
な
抽
象
化
に
陥
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
危
険

は
、
内
在
的
三
一
性
と
経
綸
的
三
一
性
の
間
の
伝
統
的
区
別
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
。
内
在
的
三
一
論
は
神
ご
自
身
を
、
人
間
に
対
す
る
神
の
関
係

を
度
外
視
し
て
理
解
す
る
。
こ
れ
と
対
照
的
に
経
綸
的
三
一
論
は
神
の
存
在

を
、
人
間
と
人
間
の
世
界
に
対
す
る
神
の
関
係
の
中
で
捉
え
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
三
一
論
の
内
部
に
お
け
る
区
別
は
、《
テ
オ
ロ
ギ
ア
》
と
《
オ
イ
コ

ノ
ミ
ア
》
と
い
う
古
い
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
経
綸
的

三
一
論
が
人
間
と
共
な
る
神
の
歴
史
を
考
え
、
内
在
的
三
一
論
が
《
そ
の
》

要
約
的
概
念
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
妥
当
性
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
、
三
一
論

の
伝
統
的
形
態
に
対
す
る
慎
重
な
訂
正
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
諸
々
の
訂

正
は
、
律
法
と
福
音
の
弁
証
法
を
「
神
ご
自
身
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

人
間
と
共
な
る
神
の
歴
史
を
熟
慮
す
る
経
綸
的
三
一
論
に
お
い
て
は
、
啓

示
さ
れ
た
神
と
隠
れ
た
神
の
区
別
の
中
で
、
律
法
と
福
音
の
弁
証
法
が
貫
徹

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
弁
証
法
は
、
も
し
も
神
の
言
葉
の
こ
の
方
法
が

神
ご
自
身
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
も
し
も
神
の
言
葉
が
現
実
に

神
の
語
る
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ
る
な
ら
ば
、
内
在
的
三
一
論
に
と
っ
て
も
同
様
に

実
り
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
自
身
が
ご
自

身
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
、
神
ご
自
身
に
つ
い
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る 

│ 

福
音
と
律
法
を
通
し
て
（E

lert

）。
経
綸
的
三
一
論

が
人
間
と
共
な
る
神
の
《
歴
史
》
に
つ
い
て
語
る
と
す
れ
ば
、
内
在
的
三
一

論
は
神
の
《
歴
史
性
》
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
歴
史
は
、

人
間
へ
の
神
の
到
来
で
あ
る
。
神
の
歴
史
性
は
、
到
来
に
お
け
る
神
の
存
在

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
と
共
な
る
神
の
歴
史
を
、
そ
の
中
で
神
が
神

で
あ
る
出
来
事
と
し
て
真
剣
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

神
の
歴
史
性
を
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
神
の
歴
史
性
を
告

白
す
る
「
内
在
的
」
三
一
論
は
、
神
が
《
わ
れ
わ
れ
の
》
神
で
あ
る
こ
と
を

も
ち
ろ
ん
た
し
か
に
真
剣
に
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
一
論
が
神

の
神
性
を
保
持
し
、
し
か
も
神
を
た
し
か
に
そ
の
自
己
存
在
に
お
い

て 

│ 「
い
わ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
」（
バ
ル
ト
） 

│ 《
わ
れ
わ
れ
の
》
神
と

す
る
（
そ
し
て
、
決
し
て
他
者
の
神
で
は
な
い
！
）
と
き
、
そ
の
三
一
論
は

律
法
と
福
音
の
区
別
を
神
の
存
在
の
統
一
性
へ
と
引
き
入
れ
、
そ
れ
を
非
常

に
真
剣
に
受
け
と
め
て
い
る
。
神
の
存
在
の
統
一
性
に
お
け
る
律
法
と
福
音

の
区
別
を
真
剣
に
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
三
一
論
は
そ
れ
自
身
の
必
然

性
を
証
明
す
る
。

三
　

自
ら
の
言
明
の
必
然
性
と
可
能
性
の
た
め
に
も
っ
ぱ
ら
聖
書
を
引
き
合
い

に
出
す
神
学
は
、
も
ち
ろ
ん
、
聖
書
が
ど
の
程
度
神
の
三
一
性
の
教
理
を
根
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拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
自
ら
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
の
中
で
定
式
化
さ
れ
て
い
る
宗
教
改
革
の

神
学
は
、
そ
れ
が
第
一
項
に
お
い
て
ニ
ケ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
信

条
に
遡
っ
て
、
三
一
論
を
強
調
し
た
と
き
、
た
ち
ま
ち
こ
の
問
い
に
直
面
し

た
。
こ
の
第
一
項
で
は
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
ニ
ケ

ア
公
会
議
の
決
議
に
一
致
し
て
、
唯
一
の
神
的
存
在
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ

れ
は
神
と
呼
ば
れ
、
本
当
に
神
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
唯
一
の
神
的
存

在
に
は
三
つ
の
位
格
が
あ
る
こ
と
が
、
満
場
一
致
で
教
え
ら
れ
、
保
持
さ

れ
）
7
（る

」
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
と
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
側
は
直
ち
に
論
駁
し
、「
聖
書
の
み
と
い
う
宗
教
改
革
の
根
本
命
題

は
、三
一
性
と
い
う
聖
書
に
異
質
な
信
仰
モ
デ
ル
を
認
め
る
」
の
か
ど
う
か
、

と
問
い
か
け
た
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
た
し
か
に
第
一
項
に

関
す
る
弁
証
の
中
で
、「
こ
の
条
項
は
聖
書
の
中
に
確
実
で
堅
固
な
証
言
を

も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
聖
書
の
あ
の
諸
々
の
証
言
を
挙
げ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。「
こ
の
前
奏
の
う
ち
に
、
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
に
お
け

る
三
一
論
の
内
的
弱
点
が
暗
示
さ
れ
て
い
）
8
（る
」。
後
に
な
っ
て
初
め
て
、
証

拠
と
な
る
聖
句
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
に
も
、
一
方
に
お
い
て

単
純
な
聖
書
的
用
語
法
と
名
称
の
間
に
見
ら
れ
る
明
ら
か
な
対
立
、
他
方
に

お
い
て
教
会
の
教
理
の
概
念
上
の
注
目
す
べ
き
微
妙
な
区
別
は
、
も
ち
ろ
ん

依
然
と
し
て
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
る
。一
般
に
、こ
の
微
妙
な
区
別
は
諸
々

の
異
端
に
反
対
し
、
防
御
す
る
た
め
の
教
理
と
し
て
の
教
会
の
三
一
論
の
機

能
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
非
聖
書
的
な
諸
概
念
の
う

ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、聖
書
そ
れ
自
体
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
初
め
か
ら
教
会
に
お
い
て
も
信
じ
ら
れ
て
き
た
、と
さ
れ
た
。「
そ
れ
は
、

ニ
ケ
ア
公
会
議
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
、何
か
新
し
い
も
の
で
は
な
い（
三
一

の
教
義
は
ニ
ケ
ア
公
会
議
と
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
公
会
議
に
お
い
て
初

め
て
考
案
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
冒
瀆
的
主
張
で
あ
る
）。
そ
れ
以
前
に
教

会
は
、
ひ
と
り
の
神
が
お
ら
れ
る
こ
と
を
敬
虔
に
信
じ
て
き
た
。
し
か
し
わ

れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
初
め
か
ら
教
会
の
最
も
古
く
、
常
に
調
和
し
た

証
言
で
あ
る
こ
と
を
厳
か
に
宣
言
す

）
9
（る

」。

　

宗
教
改
革
的
、古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
神
学
に
お
い
て
、三
一
論
は
、も
っ

ぱ
ら
そ
の
形
式
に
し
た
が
っ
て
教
会
の
教
理
的
発
展
の
産
物
と
し
て
理
解
さ

れ
た
。
内
容
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
聖
書
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

み
な
さ
れ
た
が
、
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
、
三
一
論
の

聖
書
に
ふ
さ
わ
し
い
基
礎
づ
け
も
試
み
ら
れ
た
。
次
の
事
実
は
こ
の
こ
と
と

関
連
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
一
論
の
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
初
期
の
（
例
え

ば
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
場
合
）
な
お
重
要
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
三
一
論
の
痕

跡 

│ 
し
た
が
っ
て
、
三
一
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
そ

れ
ゆ
え
に
神
の
三
一
性
を
指
示
す
る
創
造
の
諸
々
の
構
造 

│ 

は
、
ま
す

ま
す
さ
れ
援
用
さ
れ
な
く
な
っ
）
10
（た

。
他
方
、
同
じ
く
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
よ
っ

て 

│ 
三
一
の
教
義
の
必
然
性
の
た
め
の
基
礎
づ
け
と
し
て 

│ 

提
示
さ

れ
た
命
題
は
ま
す
ま
す
受
け
入
れ
ら
れ
て
行
っ
た
。つ
ま
り
そ
れ
は
、「
神
は
、
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ご
自
身
を
啓
示
さ
れ
た
方
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
11
（い
」
と
い
う

命
題
で
あ
る
。

四
　

三
一
論
の
一
定
の
痕
跡
が
存
在
す
る
と
い
う
古
く
か
ら
の
主
張
は
、
も
ち

ろ
ん
、
簡
単
に
飛
び
越
し
え
な
い
第
一
級
の
教
義
学
的
問
題
に
直
面
す
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
の
主
張
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
明
確
に
信
仰
の

神
秘
と
呼
ば
れ
、
ま
た
神
の
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
知
識
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ

る
啓
示
の
認
識
を
、
明
ら
か
に
自
然
的
な
諸
現
象
と
対
比
し
つ
つ
、
比
喩
的

に
叙
述
す
る
試
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
三
組
で
あ
り
つ
つ
一
つ
で
あ
る
世
界
の

諸
現
象
は
、
そ
の
三
一
的
存
在
配
置
の
点
で
、
存
在
す
る
も
の
に
お
け
る

三
一
の
神
の
痕
跡 

│ 

そ
れ
は
、
神
の
三
一
性
を
推
測
す
る
こ
と
を
許
す

か 

（
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
が
）、
あ
る
い
は
世
界
の
存
在
に
お
い
て
、
前
提

さ
れ
た
神
の
三
一
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る 

│ 
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
た
。
古
代
教
会
と
ス
コ
ラ
に
お
い
て
し
ば
し
ば
、
し
か
し
宗
教

改
革
者
た
ち
と
近
代
神
学
に
お
い
て
も
ま
さ
に
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
例
は

大
変
興
味
深
い

）
12
（が

、
そ
れ
と
共
に
提
起
さ
れ
る
根
本
的
な
教
義
学
的
問
題
は

こ
の
上
な
く
興
ざ
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
説

明
さ
れ
る
信
仰
の
秘
密
は
本
当
に
信
仰
の
秘
密
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
。

「
あ
の
三
一
論
の
痕
跡
の
存
在
と
認
識
可
能
性
の
主
張
」
に
よ
り
「
…
… 

《
三
一
論
》
の
根
底
に
つ
い
て
の
問
い
だ
け
で
な
く
、《
啓
示
一
般
》
に
つ
い

て
の
問
い
に
対
）
13
（し

」、
決
定
的
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
三
一
論
の
痕
跡
が
存
在
す
る
と
の
主
張
に
は
、
真
理
契
機
が
潜
ん
で

い
る
。

　

根
本
的
な
異
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
理
の
断
片
と
し
て
書
き
と
め
ら
れ

る
べ
き
、
三
一
論
の
痕
跡
の
主
張
の
相
対
的
権
利
を
、
バ
ル
ト
は
次
の
点
に

見
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
神
に
つ
い
て
《
語
ら
》
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
、
啓
示
は
こ
の
世
の
言
語
で
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た

た
し
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
神
に
つ
い
て
の
こ
の
人

間
的
発
言
は
具
体
的
説
明
で
は
あ
り
え
ず
、
も
ち
ろ
ん
啓
示
の
解
釈
で
あ
り

う
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
バ
ル
ト
の

命
題
に
対
し
、
概
念
的
異
論
が
生
ず
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
啓
示
は
、
解

釈
を
通
し
て
初
め
て
世
俗
的
言
語
を
獲
得
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
啓
示
は

そ
れ
自
体
と
し
て
み
ず
か
ら
の
も
と
に
世
俗
的
言
語
を
も
っ
て
い
る 

│  

さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
何
も
啓
示
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
啓
示

の
概
念
に
お
い
て
す
で
に
世
界
が
共
に
把
握
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
言
語
が
人
間
の
歴
史
性
の
総
括
で
あ
る
か
ぎ
り
、
啓
示
の
概
念
と
共
に

す
で
に
人
間
の
歴
史
も
語
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
歴
史
は

啓
示
の
主
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
啓
示
は
歴
史
の
述
語
と
し
て

考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
バ
ル
ト
の
関
心
事
は
、
決
し
て
こ
の
啓
示

概
念
と
共
に
放
棄
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
啓
示
の
概
念
に
お
い
て
い
つ
も
す
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で
に
共
に
把
握
さ
れ
て
い
る
、
世
俗
的
言
語
を
も
っ
た
人
間
の
歴
史
は
、
た

し
か
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
啓
示
の
出
来
事
に
よ
っ
て
《
規
定
さ
れ
た
》、
そ

し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
、
事
実
、（
み
ず
か
ら
で
は
な
）
14
（く

）《
特
別
な
》
人
間
の

歴
史
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
人
間
の
歴
史
が
み
ず
か

ら
そ
う
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

人
間
の
歴
史
は
、
そ
れ
自

身
の
歴
史
性
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
生
成
の
力
に
よ
っ
て
そ
う

な
る
の
で
あ
る
。《
こ
の
よ
う
な
》
歴
史
は
、
そ
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
啓
示

の
力
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
啓
示
す
る
神
に
つ
い
て
語
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

の
歴
史
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
三
一
の
神
の
痕
跡
で
あ
る
、
つ
ま
り
三
一
論
の

痕
跡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

人
間
イ
エ
ス
と
十
字
架
に
お
け
る
彼
の
死
は
、
も
し
も
こ
の
人
間
の
生
と

死
に
お
い
て
神
ご
自
身
が
こ
の
世
へ
と
来
た
の
で
な
け
れ
ば
、
結
局
、
神
へ

の
信
仰
と
全
く
関
係
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
反
対
に
、
人
間
イ
エ
ス
と

彼
の
歴
史
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
存
在
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
神
が
こ
の
人
間
の
生
と
死
に
お
い
て
こ
の
世

に
来
た
こ
と
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
に
も
、
ま
た
体
系
的
に
も
、
立

ち
も
倒
れ
も
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
、
神
が
人
間
イ
エ
ス
の
存
在
に
お
い

て
こ
の
世
に
来
た
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
公
理
で
あ
る
。
こ
の
主
張

は
も
ち
ろ
ん
復
活
の
信
仰
告
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
人
間
の
生
の
《
終

り
》
と
彼
の
臨
在
の
新
た
な
様
式
を
前
提
と
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
直
接
的

存
在
の
終
り
、
彼
の
死
と
、
彼
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
よ
り
初

め
て
彼
の
存
在
を
神
の
到
来
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の

取
り
去
り
が
な
け
れ
ば
、
啓
示
は
存
在
し
な
い 

│ 

前
述
の
と
お
り
、
も

し
も
啓
示
と
は
、
不
在
の
方
が
不
在
の
方
と
し
て
居
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
で
あ
る
と
す
れ
）
15
（ば

。
不
在
者
と
し
て
の
神
が
ま
す
ま
す
現
臨
す
る
よ
う

に
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
世
に
お
け
る
啓
示
の
根
本
構
造
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
信
仰
は
、
た
し
か
に
人
間
学
的
に
啓
示
の
出
来
事
に
相
応
し
て
い
る
。

信
仰
に
お
い
て
の
み
、
不
在
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
不
在
の
方
と
し
て
居

合
わ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
神
は
人
間
イ
エ
ス
の
存
在
に
お
い
て
こ
の
世
に
来
た

と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
事
実
、
信
じ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
と
き
信
仰
は
、

イ
エ
ス
の
人
間
存
在
に
お
け
る
神
の
到
来
の
痕
跡
を
も
知
覚
す

）
16
（る

。
信
仰
は

人
間
イ
エ
ス
を
三
位
一
体
の
痕
跡
と
し
て
理
解
す
）
17
（る
。

　

こ
の
意
味
で
、
し
か
し
な
が
ら
専
ら
、
そ
し
て
《
人
間
イ
エ
ス
だ
け
》
が

三
位
一
体
の
痕
跡
と
し
て
主
張
さ
れ
う
る
。
こ
の
人
間
の
人
間
存
在
が
な
け

れ
ば
、
彼
の
生
の
歴
史
と
受
難
の
歴
史
が
な
け
れ
ば
、
三
一
の
神
に
つ
い
て

の
発
言
は
、
せ
い
ぜ
い
神
秘
的
論
理
、
無
用
な
、
そ
し
て
自
ら
の
う
ち
に
根

拠
を
も
た
な
い
思
弁
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
重
要
な
の

は
、
こ
れ
と
反
対
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
神
の
啓
示
に
つ

い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
人
間
イ
エ
ス
は
《
三
位
一

体
の
痕
跡
》
と
し
て
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
子
《
と
し
て
》

の
イ
エ
ス
に
対
す
る
信
仰
も
、
愛
で
《
あ
る
》
神
に
対
す
る
信
仰
も
、
こ
れ

と
ち
が
っ
た
仕
方
で
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
高
挙
の
キ
リ
ス
ト
と
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地
上
の
イ
エ
ス
の
同
一
性
を
宣
言
し
、
そ
し
て
物
語
る
新
約
聖
書
の
ケ
リ
ュ

グ
マ
は
、
も
し
も
そ
れ
が
そ
の
歴
史
的
起
源
の
場
を
越
え
て
、
神
話
論
的
な

神
々
の
物
語
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

三
一
の
神
の
概
念
を
要
請
す
る
。
も
し
も
、
父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
聖
霊

と
い
う
聖
書
の
発
言
が
恣
意
的
な
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
べ
き
で
は
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
し
て
神
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
発
言
を
必
然
的
に
含
む
義
認

の
教
理
も
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ

ば
、
地
上
の
イ
エ
ス
の
生
の
歴
史
と
受
難
の
歴
史
を
問
う
問
い
は
、
十
字
架

に
か
か
り
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
を
こ
の
世
の
主
と
し
て
告
白
す
る
告
知
か
ら

遡
っ
て
問
わ
れ
る
と
き
に
の
み
、
神
学
的
に
意
味
の
あ
る
も
の
と
な
り
、
し

た
が
っ
て
人
間
イ
エ
ス
は
三
位
一
体
の
痕
跡
と
し
て
洞
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
関
す
る
新
約
聖
書
の
伝
承
の
首
尾

一
貫
し
た
解
釈
は
、
必
然
的
に
三
一
の
神
の
認
識
に
行
き
着
く
。
こ
の
認
識

は
次
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
一
方

に
お
い
て
、「
父
と
し
て
の
神
の
叙
述
の
中
で
」
主
張
さ
れ
て
い
る
地
上
の

イ
エ
ス
の
「
救
い
の
約
束
の
絶
対

）
18
（性
」
と
、
他
方
に
お
い
て
、
十
字
架
に
つ

け
ら
れ
た
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
化
が
一
緒
に
考
え
ら
れ
、
し
か
も
両
者
が
あ

の
終
末
論
的
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
で
あ
る 

│ 

聖
書
の
諸
々

の
約
束
は
こ
の
終
末
論
的
出
来
事
の
中
で
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
旧
約
聖

書
の
《
自
ら
語
る
》
神
は
そ
の
中
で
《
ご
自
身
を
規
定
し
た
》
の
で
あ
る
。

ひ
と
は
、《
聖
書
の
約
束
の
歴
史
の
事
実
》
を
ま
さ
に
証
言 

（
あ
る
い
は
全

く
単
な
る
文
書
） 

と
し
て
だ
け
で
な
く
、《
神
概
念
に
属
す
る
現
象
と
し
て
》

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
）
19
（う 

│ 

も
し
も
ひ
と
が
、
神
ご
自
身
は

イ
エ
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
こ
の
世
に
来
ら
れ
た
の
か
を
理
解
し

よ
う
と
望
み
、し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
《
父
な
る
神
》
と
《
子
な
る
神
》

は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
望
む
の
で
あ
れ

ば
。
こ
の
区
別
が
成
功
す
る
の
は
、
約
束
の
歴
史
の
事
実
を
、《
自
分
自
身

か
ら
》
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
《
終
末
論
的
な
目
的
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
》

神
の
表
現
と
し
て
理
解
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
神
と
神
の
矛
盾
の
な
い
区

別
は
、
聖
霊
と
し
て
の
神
の
出
来
事
を
含
ん
で
い
る
。

　

父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
そ
し
て
聖
霊
な
る
神
に
関
す
る
聖
書
の
言
明
を

単
純
に
蒐
集
し
、
こ
の
資
料
か
ら
三
一
論
の
必
然
性
を
演
繹
す
る
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
い
。「
聖
書
の
資
料
」
は
そ
れ
自
体
三
一
論
の
可
能
性
を
提
供

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
、
決
し
て
そ
の
必
然
性
を
提
示
し
て
い
な
い
。
最
近

よ
く
引
用
さ
れ
）
20
（る
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
テ
フ
ェ
ン
の
命
題
は
こ
う
語
っ
て

い
る
。「
新
約
聖
書
の
わ
ず
か
な
三
一
論
的
定
式
で
は
な
く
、
十
字
架
の 

…
… 

一
貫
し
た
証
言
が
、
三
一
の
神
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
た
め
の
聖
書
的
根

拠
で
あ
り
、
ま
た
三
一
性
の
た
め
の
最
も
簡
潔
な
表
現
は
神
の
十
字
架
の
行

為
で
あ
）
21
（る

」。

五
　

わ
れ
わ
れ
の
諸
研
究
が
こ
れ
ま
で
何
度
も
指
摘
し
た
の
は
、
神
の
存
在
は
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三
一
の
神
の
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
一
方
に
お
い
て
、
神
と
神
の
区
別
の
必
然
性
と
、
他
方
で
、
神
に

よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
区
別
さ
れ
た
神
の
存
在
様
式
の
関
係
性
を
主
張

す
る
必
然
性
が
、非
常
に
多
種
多
様
な
視
点
か
ら
、理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
主
要
な
動
機
は
、
常
に
、
人
間
イ
エ
ス
と
神
と
の
同
一

化
に
対
す
る
信
仰
で
あ
っ
た
。
神
の
思
考
可
能
性
と
神
の
語
り
う
る
可
能
性

に
関
す
る
形
式
的
諸
考
察
も
、す
で
に
こ
の
内
容
的
洞
察
に
導
か
れ
て
い
た
。

ま
ず
さ
ら
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
内
容
の
恒
常
的
解
釈
学
的
先
取
り
は
、
神
の

死
に
つ
い
て
の
曖
昧
な
発
言
の
キ
リ
ス
ト
論
的
起
源
の
先
行
的
解
明
に
よ
っ

て
、
外
見
上
、
識
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま

で
の
諸
研
究
が
何
に
よ
っ
て
内
容
的
に
す
で
に
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の

か
を
明
確
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
最
後
に
行
わ
れ
た
熟
考

の
中
で
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
人
間
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
三
一
性
の
痕
跡

と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
《
こ
と
》
が
表
現
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
今
や
、

彼
の
歴
史
は
《
ど
の
よ
う
な
点
で
》、
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
は
ど
の
よ
う
な

点
で
、
三
一
の
神
へ
の
信
仰
の
基
礎
づ
け
へ
と
導
く
痕
跡
で
あ
る
の
か
が
説

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
22
（い
。

　

イ
エ
ス
の
生
涯
と
受
難
物
語
は
ど
の
点
で
、
三
一
の
神
へ
の
信
仰
の
基
礎

づ
け
に
通
ず
る
痕
跡
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
わ
れ
わ
れ
は
、
釈
義
的
要

旨
を
再
述
す
る
こ
と
に
よ
り
一
番
よ
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
よ
り
最
近
の
釈
義
的
認
識
に
基
づ
き
、
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
に
つ
い
て
、

教
義
学
的
に
語
ら
れ
う
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
そ
の
さ
い
教
義
学
的
言
明

は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
初
め
て
歴
史
学
的
言
明
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

つ
ま
り
そ
の
教
義
学
的
言
明
が
、
イ
エ
ス
の
自
己
理
解
に
特
徴
的
な
比
類
の

な
い
《
神
と
の
関
係
》
を
、
地
上
の
イ
エ
ス
の
自
己
評
価
に
関
す
る
歴
史
学

的
研
究
報
告
の
範
疇
と
し
て
だ
け
で
な
く
、《
神
と
イ
エ
ス
の
関
係
》
の
客

観
的
表
現
と
し
て
真
剣
に
受
け
と
め
る
と
き
で
あ
る
。
歴
史
学
的
分
析
そ
れ

自
体
は
、
ひ
と
り
の
神
の
実
存
に
つ
い
て
の
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
も
、
ま

た
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、《
神
と
の
》
比
類
の
な
い
《
関
係
》

が
属
し
て
い
る
、
明
ら
か
に
可
能
で
あ
っ
た
人
間
の
自
己
理
解
に
関
す
る
報

告
へ
と
導
く
だ
け
で
あ
る
。
他
方
、
教
義
学
的
言
明
に
お
い
て
は
、
こ
の
関

係
は
、
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
性
に
対
す
る
信
仰
に
基
づ
き
、
遡
っ
て
《
イ
エ

ス
に
対
す
る
神
の
関
係
》
へ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
《
神
》
が

歴
史
学
的
研
究
報
告
の
言
葉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
全
く
規
定
さ
れ
た
出
来

事
を
通
し
て
独
特
な
現
実
を
指
示
す
る
言
葉
で
あ
る
か
ぎ
り
、
復
活
の
ケ

リ
ュ
グ
マ
は
依
然
と
し
て
、
そ
の
中
で
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
が
問
わ
れ
る
神

学
的
地
平
で
あ
る
。
釈
義
的
問
題
設
定
の
際
に
、
信
仰
の
こ
の
神
学
的
省
察

的
前
提
は
、
た
し
か
に
歴
史
学
的
分
析
に
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
が
、
歴

史
学
的
分
析
に
と
っ
て
必
然
的
に
何
も
な
い
空
間
を
表
示
す
る
《
神
》
と
い

う
言
葉
を
、
神
の
実
存
を
通
し
て
正
当
化
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
受
け
入
れ

る 

│ 
そ
の
際
、
こ
の
神
の
実
存
は
、
神
の
本
質
の
啓
示
を
通
し
て
の
み
、

し
た
が
っ
て
神
的
本
質
と
の
直
接
的
同
一
性
に
お
い
て
の
み
経
験
さ
れ
る
。
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今
や
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
ケ
リ
ュ
グ
マ
的-

キ
リ
ス
ト
論
的
に
刻
印
さ
れ

た
新
約
聖
書
の
伝
承
に
お
い
て
も
な
お
認
識
さ
れ
る
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
の

根
本
的
特
徴
を
表
現
し
た
い
と
思
）
23
（う

。
そ
の
目
的
は
、
姿
を
現
し
た
こ
の
認

識
を
、
神
の
存
在
に
関
す
る
言
明
と
し
て
の
あ
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
的-

キ
リ
ス

ト
論
的
伝
承
の
復
活
に
関
わ
る
根
本
的
認
識
の
地
平
に
お
い
て
、
方
法
論
的

に
要
請
さ
れ
る
即
時
性 （U

nverzüglichkeit

）と
同
一
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。

神
の
支
配
の
こ
の
上
な
く
独
自
な
彼
の
告
知
は
、
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
の

根
本
的
特
質
と
し
て
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

到
来
し
つ
つ
あ
る
神
の
支
配
は
、
そ
の
終
末
論
的
将
来
が
、
イ
エ
ス
ご
自
身

の
人
格
に
お
け
る
現
在
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
い
う
仕
方

で
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
の
支
配
は
今
や
到
来

し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
彼
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
、
そ
し
て
彼
の
現
在
の
時

は
、
こ
の
予
告
を
通
し
て
、
神
ご
自
身
に
よ
っ
て
開
始
を
告
げ
ら
れ
た
決
断

の
時
と
し
て
要
求
さ
れ
た
。
マ
ル
コ
一
・
一
五
は
、
イ
エ
ス
が
語
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
内
容
的
に
適
切
に
要
約
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の

支
配
が
い
ま
到
来
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
決
定
的
な
時
が
そ
こ
に
き

て
い
る
。
神
の
支
配
の
こ
の
告
知
は
、
彼
の
言
葉
を
影
響
力
に
満
ち
た
行

為
│
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
（
マ
ル
コ
一
・
二
二
と
平
行
箇
所
、
一
・
二
七

a
と
平
行
箇
所
、
二
・
一
〇
と
平
行
箇
所
） 

彼
の
言
葉
の
権
威
だ
け
で
な
く
、

彼
の
行
動
の
全
権
（
マ
ル
コ
一
・
二
七
b
、
三
四
と
平
行
箇
所
、
二
・
一
六
以

下
と
平
行
箇
所
、
ル
カ
九
・
四
一
│
四
三
、一
一
・
二
〇
│
二
二
と
平
行
箇
所
、

そ
の
他
）
を
規
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
の
言
葉
を
通
し
て
、
ま
た
彼
の
行

動
を
通
し
て
、
彼
自
ら
が
、
そ
れ
が
彼
の
運
命
と
な
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
彼

の
物
語
に
参
与
し
た
。
な
ぜ
な
ら
イ
エ
ス
は
、
彼
の
要
求
に
基
づ
い
て
彼
の

暴
力
的
死
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
考
慮
し
た
と
推
測

さ
れ
る
か
ら
で
あ
）
24
（る
。
し
た
が
っ
て
ひ
と
は
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
全
体
は
、
神
の
支
配
の
彼
の
告
知
に

よ
っ
て
無
制
約
的
に
刻
印
さ
れ
て
い
た
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
彼
の
人
間
存

在
は
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
、
と
。
彼
の
人
間
と
し
て
の

生
は
、
そ
の
時
が
す
で
に
到
来
し
て
い
る
と
彼
が
宣
言
し
た
神
の
支
配
の
言

葉
の
行
為
に
の
う
ち
に
あ
る
存
在
で
あ
っ
）
25
（た
。
彼
は
、
神
の
支
配
の
到
来
を

通
し
て
徹
頭
徹
尾
要
求
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
比
較
し
が
た
い
要
求
を

掲
げ
た
告
知
者
で
あ
っ
た
。

イ
エ
ス
の
人
間
存
在
の
こ
の
根
本
的
特
徴
は
、
今
や
も
ち
ろ
ん
直
ち
に
よ

り
具
体
的
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
た
っ
た
今
説
明
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
例
え
ば
イ
エ
ス
の
告
知
が
ど
の
点
で
喜
び
の
使
信
と
し
て
作
用
す
る
の

か
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
特
に
彼
自
身
に
敵
対
関
係
と
危
害
を
も
た
ら
す
こ

と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
ま
だ
決
し
て
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
。
も
し
も
、「
貧
し
い
人
び
と
は
幸
い
で
あ
る
。
神
の
支
配
は
あ

な
た
が
た
の
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
支
配
の
告
知

が
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
、
救
い
と
幸
せ
を
告
げ
る
慰
め
の
言
葉
と
し
て
実
践
さ

れ
た
こ
と
を
理
解
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
こ
の
神
の
支
配
の
告
知
は
、
神
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と
の
質
的
に
新
し
い
交
わ
り
の
開
始
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
神
と
の
こ
の
救
い
の
交
わ
り
の
中
で
、
そ
れ
が
約
束
さ
れ
た
ひ
と
は
、

彼
の
幸
せ
に
到
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
今
飢
え
て
い
る
人
び
と

は
、
幸
い
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
満
た
さ
れ
る
。
今
泣
い
て
い
る
人
び
と

は
、
幸
い
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
笑
う
よ
う
に
な
る
」（
ル
カ
六
・
二
一
）。

神
の
支
配
の
救
い
は
、
困
窮
に
苦
し
む
者
の
幸
せ
を
伴
う
。

こ
の
重
要
な
事
態
は
わ
れ
わ
れ
に
、
イ
エ
ス
が
、
神
の
支
配
の
時
が
す
で

に
来
て
い
る
と
宣
言
し
た
と
き
、
彼
が
告
知
し
た
こ
と
の
よ
り
正
確
な
理
解

を
開
示
す
る
。
神
の
支
配
と
は
、
神
ご
自
身
の
た
め
の
表
現
で
あ
る
。
も
っ

と
正
確
に
言
う
と
、
こ
の
世
の
地
平
に
お
い
て
活
動
し
、
し
か
も
こ
の
世
を

根
底
か
ら
変
革
す
る
神
の
存
在
の
た
め
の
表
現
で
あ
る
。
神
の
支
配
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
神
が
こ
の
世
に
対
し
て
ご
自
身
を
貫
徹
す
る
神
の
尊
厳
の
行
為

で
あ
る
。
そ
の
際
、
す
べ
て
は
今
や
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
起
こ
る
こ
と
に
か

か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
エ
ス
の
告
知
の
独
自
性
が
、
彼
は
神
の
支
配

を
《
今
》
到
来
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
告
知
し
た
と
い
う
具
合
に
の
み
規

定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
《
ど
の
よ
う
に
》
お

こ
る
の
か
、
ま
た
、
決
断
の
時
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
現
臨
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
種
類
の
時
と
し
て
開
示
さ
れ
る
の
か
、
こ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
悲
し
む
時
が
あ
り
、
喜

ぶ
時
が
あ
り
、
断
食
す
る
時
が
あ
り
、
祝
う
時
が
あ
り
、
…
…
。
イ
エ
ス
の

聴
衆
は
、
彼
に
向
か
っ
て
神
の
支
配
の
時
が
す
で
に
来
た
も
の
と
し
て
告
知

さ
れ
る
と
き
、
何
に
向
か
っ
て
決
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
何
に

向
か
っ
て
そ
う
す
べ
き
な
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
問
い
に

答
え
る
た
め
に
、
イ
エ
ス
の
告
知
と
、
そ
れ
を
注
釈
し
て
い
る
彼
の
行
動
に

遡
っ
て
考
え
た
い
と
思
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
今
内
容
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で

に
イ
エ
ス
の
譬
え
話
の
形
式
的
解
釈
学
的
特
質
と
し
て
認
識
し
た
こ
と
、
つ

ま
り
、
イ
エ
ス
の
告
知
と
イ
エ
ス
の
行
動
は
際
立
っ
た
社
会
的
構
造
を
も
つ

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
個
人
を
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
考
え
た
り
、
あ
る
集
団

の
た
め
に
端
的
に
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
！　

反
対
に
、
神
の

支
配
の
彼
の
告
知
は
、
さ
ら
に
「
著
し
く
個
人
化
す
る
傾
）
27
（向

」
が
証
明
さ
れ

る
よ
う
な
仕
方
で
、
各
個
々
人
を
直
接
神
に
直
面
さ
せ
）
26
（た
。
神
の
支
配
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
こ
の
世
に
対
し
ご
自
身
を
次
の
よ
う
な
具
合
に
貫
徹
す

る
神
の
尊
厳
の
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
と
違
う
こ

と
が
あ
り
え
よ
う
か
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
い
か
な
る
こ
の
世
の
制
度
も
、

い
か
な
る
こ
の
世
の
絆
な
い
し
交
わ
り
も
、
そ
し
て
父
も
母
も 

（
マ
ル
コ

一
〇
・
二
九
以
下
）、
神
と
個
人
と
し
て
の
私
（Ich

）
の
間
に
決
し
て
入
り

込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
各
人
は
直
接
彼
自
身
と
し
て
語
り
か
け
ら
れ
る
！　

イ
エ
ス
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
た
各
人
に
、
神
の
支
配
の
告
知
者
を
ま
さ

に
全
く
の
個
人
と
し
て
出
現
さ
せ
る
、
彼
自
身
を
際
立
た
せ
る
あ
の
個
人
と

し
て
の
現
存
在
か
ら
の
反
射
光 

│ 

そ
れ
と
も
、
影
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

か
？ 

│ 

が
ふ
り
か
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
確
定
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し
た
「
人
間
の
魂
の
無
限
の
価

）
28
（値
」
に
基
づ
い
て
今
や
ま
さ
に
そ
う
な
の
で

は
な
く
、
あ
る
い
は
、「
地
上
の
子
ら
の
最
高
の
幸
せ
は 

…
… 

人
格
性
で

あ
）
29
（る

」と
い
う
真
理
に
基
づ
い
て
そ
う
な
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
イ
エ
ス
は
、

ま
さ
に
ご
自
身
が
そ
の
中
に
い
る
神
と
の
《
関
係
》
に
基
づ
い
て
、
彼
自
身

と
し
て
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
イ
エ
ス
を
比
類
の
な
い
方

法
で
個
人
と
な
し
、
そ
の
個
人
と
し
て
の
現
存
在
に
お
い
て
代
替
不
可
能
な

特
別
な
人
格
と
な
し
、
特
定
の
点
で
す
べ
て
の
人
間
の
中
で
最
も
孤
独
な
存

在
と
な
し
た
の
は
、
神
と
の
《
交
わ
り
》
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
告
知
に
あ

の
「
著
し
く
個
人
化
す
る
傾
向
」
を
与
え
る
の
も
、
彼
を
通
し
て
開
示
さ
れ

た
神
と
の
新
し
い
《
交
わ
り
》
で
あ
）
30
（る
。
聴
衆
は
神
と
の
新
し
い
交
わ
り
へ

と
語
り
か
け
ら
れ
、
彼
自
身
の
新
し
い
理
解
、
新
し
い
自
己
理
解
を
獲
得
す

る
。
し
か
し
今
や
、
こ
の
新
し
い
自
己
理
解
に
属
す
る
の
は
、
神
と
の
交
わ

り
だ
け
で
な
く
、
わ
た
し
を
必
要
と
す
る
隣
人
に
、
ま
た
わ
た
し
が
必
要
と

す
る
隣
人
に
解
消
し
が
た
く
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し

の
た
め
に
そ
こ
に
い
る
他
者
は
、
そ
し
て
わ
た
し
が
彼
の
た
め
に
そ
こ
に
い

る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
他
者
は
、
わ
た
し
が
新
し
い
神
の
交
わ

り
を
発
見
す
る
と
同
時
に
、
わ
た
し
の
隣
人
と
し
て
、
つ
ま
り
同
じ
神
の
交

わ
り
に
属
す
る
隣
人
と
し
て
発
見
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
の
告
知
が
開
示
し
た
こ

の
新
し
い
自
己
理
解
の
中
で
、
彼
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
た
者
は
す
で
に

隣
人
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
と
の
交
わ
り
と
、

他
者
と
の
交
わ
り
へ
と
規
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
彼
は
ま
ず
第
一
に
個
人

的
自
己
と
な
る
。

　

こ
の
《
社
会
的
構
造
》
を
越
え
て
、神
の
支
配
の
イ
エ
ス
の
告
知
は
、も
っ

と
正
確
に
言
う
と
、
そ
れ
が
《
完
全
に
規
定
さ
れ
た
》
交
わ
り
を
開
示
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、イ
エ
ス
に
よ
っ

て
開
示
さ
れ
た
交
わ
り
の
特
異
性
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
（
逆
説
）
と
し
て
特
徴

づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
徹
頭
徹
尾
自
明
で
は
な
い
自
明

性
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
逆
説
的
な
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
思
い
違
い
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
真
の
挨
拶
は
す
べ

て
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
諸
条
件
を
満
た
す
。
ど
の
よ
う
な
点
で
そ
れ
は
イ

エ
ス
の
告
知
の
特
徴
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
簡
単
に
明
ら
か
に
な
る
。
盗
賊

た
ち
に
身
ぐ
る
み
は
が
れ
た
人
を
助
け
る
こ
と
が
、
本
当
に
全
く
自
明
で
な

い
こ
と
は
、
傍
ら
を
通
り
す
ぎ
た
祭
司
と
レ
ビ
人
の
行
動
だ
け
で
な
く
、
助

け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
関
す
る
今
日
の
法
律
に
規
定
さ
れ

て
い
る
処
罰
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。例
話（
ル
カ
一
〇
・
三
〇
以
下
）

の
感
動
を
呼
び
起
こ
す
要
点
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
こ
の
世
で

最
も
自
明
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

自
明
な
こ
と
が
、
そ
れ
が
ま
ず
そ
の
自
明
な
証
明
を
獲
得
す
る
と
い
う
仕
方

で
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
イ
エ
ス
の
告
知
一
般
に
と
っ
て
、
そ
し
て

少
な
か
ら
ず
彼
の
行
動
に
と
っ
て
も
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
天
に
お
い
て

は
、
悔
い
改
め
を
必
要
と
し
な
い
九
十
九
人
の
正
し
い
人
よ
り
も
、
悔
い
改

め
る
ひ
と
り
の
罪
人
の
上
に
よ
り
多
く
の
喜
び
が
あ
る（
ル
カ
一
五
・
七
、九
）
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と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
失

わ
れ
、
そ
し
て
再
び
見
い
だ
さ
れ
た
羊
に
対
す
る
喜
び
の
譬
え
話
（
ル
カ

一
五
・
一
│
六
）
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
失
わ
れ
、
そ
し
て
再
び
見
い
だ

さ
れ
た
銀
貨
（
ル
カ
一
五
・
八
以
下
）
の
譬
え
話
に
お
い
て
、
そ
れ
は
た
だ

ち
に
明
ら
か
に
《
な
る
》。
こ
れ
ら
の
譬
え
話
が
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
び

と
と
律
法
学
者
た
ち
の
妨
害
が
引
き
起
こ
し
た
イ
エ
ス
の
行
動
の
弁
明
の
た

め
の
論
証
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
で
な
い 

│ 

フ
ァ
リ

サ
イ
派
の
人
び
と
や
律
法
学
者
た
ち
は
、「
こ
の
人
は
罪
人
た
ち
を
迎
え
て
、

食
事
ま
で
一
緒
に
し
て
い
る
」（
ル
カ
一
五
・
二
）
と
不
平
を
言
っ
た
。
し
た

が
っ
て
イ
エ
ス
の
行
動
も
ま
ず
そ
の
自
明
性
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、支
配
的
な
自
明
性
に
《
対
す
る
》

《
新
し
い
》
自
明
性
と
し
て
貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
が
起
こ
る
と
き
、
そ
の
中
で
全
く
決
し
て
自
明
で
な
い
こ
と
が
、
す
べ
て

の
最
も
自
明
な
も
の
と
逆
説
的
に
ひ
と
つ
に
な
る
あ
の
態
度
が
生
ず
る
、
つ

ま
り
喜
び
が
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
喜
び
に
お
い
て
、
あ
の
出
来
事
は
、
そ
の

中
で
《
自
明
な
こ
と
が
驚
き
と
し
て
》
起
こ
る
そ
の
人
間
学
的
表
現
を
見
い

だ
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
喜
び
が
共
同
体
的
現
象
で
あ
る
こ
と
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
喜
び
に
つ
い
て
語
る
イ
エ
ス
が
ま
さ
に
そ
の

告
知
に
よ
り
喜
び
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
彼
の
言
葉

と
行
動
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
る
者
は
、
イ
エ
ス
が
こ
の
世
の
失
わ
れ
た

者
と
共
に
席
に
着
い
た
の
と
全
く
同
様
に
、
神
が
こ
の
世
に
対
し
自
ら
を
貫

く
こ
と
を
経
験
す
る
に
ち
が
い
な
）
31
（い
。
そ
の
中
で
神
が
こ
の
世
に
対
し
て
自

ら
を
貫
く
神
の
尊
厳
の
行
為
は
、
喜
び
を
与
え
る
出
来
事
と
し
て
明
ら
か
に

な
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
諸
々
の
支
配
的
な
自
明
性
の
主
張
者
た
ち
に

対
し
て
は
憤
激
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
世
に
対
し
て
自
ら
を
貫
徹
す
る
神
の

告
知
と
非
常
に
よ
く
結
び
つ
い
て
い
る
恐
怖
は
、
神
の
支
配
が
当
然
も
た
ら

す
喜
び
を
拒
絶
す
る
人
び
と
の
恐
怖
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う

な
喜
び
を
拒
絶
す
る
《
律
法
の
》
恐
怖
で
あ
る 

│ 

そ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
、

「
そ
の
律
法
に
基
づ
き
こ
の
世
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
び
）
32
（と
」
と
共
存
し
、
ま

さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
人
間
的
な
譬
え
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
を

嬉
し
く
思
う
喜
び
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
律
法
の
支
配
的
自
明
性
に
対
し
神

と
の
新
し
い
交
わ
り
を
対
置
し
た
。
こ
の
対
比
は
、
あ
の
新
し
い
交
わ
り
の

開
示
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
明
ら
か
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
喜
び
を
呼
び
起
こ

す
新
し
い
自
明
性
の
性
格
を
与
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
《
和
解
の
自

明
性
》
と
名
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
を
も
つ
こ
と

に
な
る
。

　

和
解
は
、
そ
れ
が
起
こ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
決
し
て
自
明
で
な
く
、
ま
た
そ

れ
が
現
実
に
起
こ
る
と
き
、
直
ち
に
新
し
い
、
そ
し
て
常
に
新
し
い
、
も
は

や
古
く
な
る
こ
と
の
な
い
自
明
性
の
性
格
を
獲
得
す
る
。
い
く
つ
か
の
顕
現

伝
承
で
は
、
復
活
者
が
、
和
解
の
交
わ
り
に
招
か
れ
た
者
に
終
末
論
的
平
和

の
挨
拶
を
し
て
お
り
（
ル
カ
二
四
・
三
六
、
ヨ
ハ
ネ
二
〇
・
一
九
、二
一
）、
和

解
の
自
明
性
は
、
こ
の
終
末
論
的
平
和
の
挨
拶
の
中
に
、
そ
の
お
そ
ら
く
最



二
九

エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
「
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
」（
2
）

̶ ̶114

も
印
象
的
な
印
を
見
い
だ
し
た
。
こ
の
平
和
の
挨
拶
は
イ
エ
ス
の
地
上
で
の

態
度
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
の
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
に
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
ひ
と
が
、
批
判
的
視
点
か
ら
、
真
正
な
イ
エ
ス

│
伝
承
の
歴
史
的
最
小
限
の
も
の
に
自
ら
を
限
定
し
、「
主
の
祈
り
の
中
で

要
約
さ
れ
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
が
神
を
父
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
だ
け
出
発
す

る
と
き
、
ま
た
ひ
と
が
、
失
わ
れ
た
息
子
（
ル
カ
一
五
・
一
一
以
下
）、
ブ
ド

ウ
園
の
労
働
者
た
ち
（
マ
タ
イ
二
〇
・
一
以
下
）、
善
い
サ
マ
リ
ア
人
（
ル
カ

一
〇
・
三
〇
以
下
）、
フ
ァ
リ
サ
イ
人
と
徴
税
人
（
ル
カ
一
八
・
一
〇
以
下
）、

あ
る
い
は
仲
間
を
赦
さ
な
い
家
来
（
マ
タ
イ
一
八
・
二
三
以
下
）
と
い
う
際

立
っ
た
彼
の
譬
え
に
お
い
て
、
こ
の
神
の
告
知
が
新
し
い
独
自
な
表
現
を
獲

得
し
て
い
る
の
を
見
る
と
き
、
さ
ら
に
こ
の
新
し
い
告
知
に
は
、
次
の
よ
う

な
途
方
も
な
い
大
胆
な
行
為
が
伴
っ
た
こ
と
を
見
る
と
き
で
あ
る 

│ 

そ

れ
は
、
自
ら
の
全
権
を
も
っ
て
罪
の
許
し
を
与
え
（
マ
ル
コ
二
・
五
、
ル
カ

一
八
・
一
〇
以
下
）、
終
末
時
の
食
卓
の
交
わ
り
を
先
取
り
し
て
、
罪
人
た
ち

と
一
緒
に
食
事
す
る
と
い
う
象
徴
的
行
動
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
許
し 

…
… 

を
具
体
化
し
、
病
人
の
癒
し
を
、
し
た
が
っ
て
祭
儀
的
に
有
効
と
み
な
さ
れ

な
い
こ
と
を
安
息
日
の
戒
め
よ
り
も
重
視
し
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
失
わ
れ
、

不
法
と
み
な
さ
れ
た
者
た
ち
と
の
直
接
的
出
会
い
の
た
め
に
祭
儀
的
律
法
を

破
り
（
マ
ル
コ
一
・
二
一
以
下
、
三
・
一
以
下
、
七 

・
一
四
以
下
）、
さ
ら
に

律
法
の
フ
ァ
リ
サ
イ
的
解
釈
と
共
に
律
法
の
本
文
を
問
い
正
し
、
敵
へ
の
愛

を
神
の
根
源
的
意
志
と
し
て
宣
言
す
る （
マ
タ
イ
五
・
四
三
以
下
） 

と
い
う
こ

の
上
な
く
大
胆
な
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
生
ず
る
の
は
、『
あ
ら
ゆ
る
図

式
を
粉
砕
す
る
』（
E
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
）
神
の
支
配
の
告
知
者
と
い

う
像
で
あ
る
」。し
た
が
っ
て
彼
は
、諸
々
の
支
配
的
な
自
明
性
に《
反
対
し
》、

徹
底
的
に
「
彼
自
身
を
通
し
て
神
に
よ
っ
て
人
間
に
開
示
さ
れ
た
メ
シ
ア
的

和
解
の
顕
現
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
愛
の
新
し
い
自
明
性
を
与
え
て

い
）
33
（る
。

　

イ
エ
ス
を
通
し
て
開
示
さ
れ
た
神
と
の
新
し
い
交
わ
り
を
完
全
に
理
解
す

る
た
め
に
、
今
や
さ
ら
に
、
す
で
に
言
及
さ
れ
た
次
の
事
実
、
つ
ま
り
彼
自

身
の
人
格
に
お
い
て
、
世
界
時
間
の
現
在
と
到
来
し
つ
つ
あ
る
神
の
支
配
の

将
来
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
事
実
が
特
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
、
そ
し

て
次
の
こ
と
を
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
自
身
は
到

来
し
つ
つ
あ
る
神
の
支
配
を
告
知
し
た
だ
け
で
な
く
、そ
の
告
知
者
と
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
こ
の
世
に
対
し
ご
自
身
を
貫
徹
す
る
尊
厳
の
行
為
を
彼

の
人
格
に
お
い
て
遂
行
し
た
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
、
イ
エ
ス
は
、
神
と

の
新
し
い
交
わ
り
の
一
員
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
交
わ
り
を
遂
行
す
る

人
格
で
あ
る
。
彼
の
人
格
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
、
神
と
の
新
し

い
交
わ
り
が
遂
行
さ
れ
、
和
解
の
新
し
い
自
明
性
が
出
来
事
と
な
る
。
し
か

し
こ
れ
は
、
彼
の
人
格
に
お
い
て
、
諸
々
の
支
配
的
自
明
性
と
の
対
立
に
も

決
着
が
つ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
神
の
支
配
に
つ
い
て
の
言
葉

の
行
為
の
う
ち
に
あ
る
存
在
と
し
て
指
摘
し
た
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
の
根
本
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的
特
徴
は
、
こ
の
対
立
が
彼
の
構
成
的
契
機
と
し
て
主
張
さ
れ
る
と
き
に
初

め
て
正
し
く
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
《
イ
エ
ス
と
い
う
人

間
の
存
在
に
お
い
て
》
和
解
の
新
し
い
自
明
性
と
、
そ
れ
と
共
に
与
え
ら
れ

た
、
諸
々
の
支
配
的
自
明
性
に
対
す
る
対
立
を
知
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
イ
エ
ス
自
身
の
理
解
に
よ
る
と
そ
こ

に
お
い
て
彼
と
神
と
の
比
類
の
な
い
関
係
が
現
れ
て
い
る
、
イ
エ
ス
の
比
類

の
な
い
神
関
係
か
ら
出
発
す
る
の
が
一
番
良
い
で
あ
ろ
う
。ひ
と
は
ま
さ
に
、

イ
エ
ス
の
自
己
理
解
と
し
た
が
っ
て
彼
の
人
格
存
在
は
、
根
本
的
に
、
彼
と

神
の
先
行
す
る
関
係
に
基
づ
く
、
神
と
の
関
係
《
と
し
て
》
遂
行
さ
れ
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
以
前
に
こ
れ
を
、
メ
シ
ア
の
自

己
意
識
と
い
う
不
幸
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
不
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
人
間
学
的
に

余
り
に
多
く
の
こ
と
を
語
り
過
ぎ
、
ま
た
神
学
的
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
語

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
比
類
の
な
い
仕
方
で
神
に
属
し
、
そ
れ
ゆ

え
「
王
的
人
間
」
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
）
34
（は
、
人
間
学
的
漸
層

法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
、
適
切
に
把
握
さ
れ
な
い
。
イ
エ
ス
は
ま
さ
に
珍
し

い
人
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
人
間
存
在
を
凌
駕
す
る
、「
神
的
な
も
の
」

に
で
き
る
だ
け
近
づ
く
人
間
で
も
、
あ
る
い
は
決
し
て
「
神
的
人
間
」
で
も

な
い
。
彼
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
た
神
の
支
配
は
「
見
え
る
形
で
来
る
こ
と
は

な
く
」、
し
た
が
っ
て
「
こ
こ
に
あ
る
、
そ
こ
に
あ
る
」（
ル
カ
一
七
・
二
〇

以
下
）
と
い
う
具
合
に
指
差
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
彼
の
比
類
の
な

い
神
関
係
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
際
立
っ
た
人
間
的
人
間
存
在
に
お
い
て
表
明
さ

れ
る
。「
狐
に
は
穴
が
あ
り
、
空
の
鳥
に
は
巣
が
あ
る
」（
ル
カ
九
・
五
八
、

平
行
箇
所
）
の
と
は
異
な
り
、
彼
に
は
「
枕
す
る
所
も
な
い
」。
そ
し
て
神

と
の
新
し
い
交
わ
り
を
始
め
る
よ
う
に
と
の
要
求
は
、
彼
は
大
食
漢
で
大
酒

飲
み
だ
（
マ
タ
イ
一
一
・
一
九
）
と
い
う
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
た
行
為
と
ど

の
よ
う
に
調
和
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
神
学
的
に
非
常
に
要
求

の
多
い
告
知
と
、
彼
の
徹
底
的
に
こ
の
世
的
な
実
存
様
式
の
間
の
グ
ロ
テ
ス

ク
に
感
じ
さ
せ
る
対
比
で
あ
っ
た 

│ 

こ
れ
に
よ
り
、
彼
の
家
族
の
判
断

で
は
、
気
が
狂
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
（
マ
ル
コ
三
・
二
一
）、
彼
を
快
く
思
わ

な
い
律
法
学
者
の
判
断
で
は
、悪
霊
と
結
託
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た（
マ

ル
コ
三
・
二
二
）。
た
し
か
に
彼
の
故
郷
で
は
、
彼
は
彼
の
親
戚
と
彼
の
家
族

に
全
く
軽
ん
じ
ら
れ
た
（
マ
ル
コ
六
・
四
）。
ひ
と
は
、
マ
ル
コ
福
音
書
の
こ

の
よ
う
な
記
事
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
地
上
の
現
存
在
を
特
徴
づ
け
て
い
る

緊
張
関
係
の
歴
史
的
記
憶
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
に

腹
を
立
て
な
い
者
に
救
い
を
語
る
（
マ
タ
イ
一
一
・
六
）
こ
の
人
物
の
特
異

性
は
、
し
た
が
っ
て
一
方
で
、
神
を
念
頭
に
お
い
た
最
高
の
要
求
と
、
他
方

で
、
自
分
自
身
に
対
す
る
明
白
な
謙
遜
（A

nspruchlosigkeit

）
が
同
時
に

み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
、 

│ 

あ
る
い
は
補
足
的
に
見
え
る
も
の
に
よ
っ
て
補

わ
れ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
雲
に
乗
っ
て
く
る
人
の
子
の
出
現
に
よ
る
要
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求
、
あ
る
い
は
つ
つ
ま
し
く
生
き
る
大
工
の
息
子
と
し
て
の
、
彼
の
諸
関
係

に
一
致
す
る
生
に
お
け
る
謙
遜
さ
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
な
ら
ば 

│ 

そ
れ

は
適
切
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
、
神
の
指
に
よ
り
悪
魔
を
追
い
払

い
つ
つ
、
彼
自
身
が
そ
の
到
来
を
引
き
起
こ
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
神
の

支
配
に
つ
い
て
（
ル
カ
一
一
・
二
〇
）、「
か
ら
し
種
」
の
譬
え
を
話
す
こ
と

が
で
き
た
だ
け
で
あ
る 

│ 

そ
れ
は
、
後
に
、「
空
の
鳥
が
来
て
枝
に
巣
を

作
る
ほ
ど
大
き
な
木
に
な
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ん
な
種
よ
り
も
小
さ

い
種
の
譬
で
あ
る
（
マ
タ
イ
一
三
・
三
一
以
下
）。
提
示
さ
れ
た
要
求
を
正
当

化
す
る
諸
々
の
行
為
を
見
た
い
と
願
う
者
は
、
そ
の
代
わ
り
に
、
自
ら
成
長

す
る
種
の
譬
え
、
つ
ま
り
そ
の
成
長
の
た
め
に
人
は
ま
さ
に
自
ら
全
く
何
も

為
し
え
な
い
種
の
譬
を
聞
く
（
マ
ル
コ
四
・
二
六
│
二
九
）。

　

し
か
し
な
が
ら
ま
さ
に
こ
の
平
静
さ
（G

elassenheit

）
は
イ
エ
ス
の
高

次
の
要
求
に
一
番
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
、
神
の

接
近
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
強
く
知
っ
て
い
た
の
か

を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
人
間
の
自
己
関
係
の
本
質
は
基
本
的
に
、
神
を
、

彼
の
生
涯
の
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
、
ご
自
身
を
貫
徹
す
る
神
と
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
は
、
彼
が
自
分
自
身
に
近
く
あ
る
よ
り
も
、
神
が
さ

ら
に
自
分
の
近
く
に
来
ら
れ
る
こ
と
を
《
受
け
入
れ
た
》。
そ
の
中
で
彼
は

人
格
で
あ
っ
た
、
彼
は
自
分
自
身
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
わ
た
し
が
自

分
に
と
っ
て
親
し
い
よ
り
も
」、
神
は
「
も
っ
と
わ
た
し
に
と
っ
て
親
し
い
」

と
い
う
こ
と
だ
け
が
彼
の
自
己
存
在
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
彼
は
ま
だ
他
の
人
々
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
イ

エ
ス
の
自
己
関
係
を
特
徴
づ
け
た
の
は
、
自
ら
の
人
間
存
在
の
遂
行
に
お
い

て
、｢

神
は
、
わ
た
し
が
自
分
に
と
っ
て
親
し
い
よ
り
も
、
も
っ
と
わ
た
し

に
と
っ
て
親
し
い｣

と
い
う
こ
と
に
対
応
す
る
こ
の
神
的
態
度
に
対
し
、
比

類
の
な
い
仕
方
で
《
開
か
れ
て
い
る
こ
と
》
で
あ
る
。
彼
は
、
無
条
件
に
神

に
信
頼
し
て
い
た
の
で
、
彼
に
向
け
ら
れ
た
神
の
現
存
在
な
し
に
本
来
の
人

間
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
神
へ
の
彼
の
無
条
件
の
信
頼
の

ゆ
え
に
、
彼
は
、
根
本
的
な
意
味
で
自
分
自
身
に
対
し
て
は
控
え
め
で
、
他

者
に
対
し
て
は
全
体
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
し
か
に
神
に
つ
い
て
の

全
く
新
し
い
、
し
か
し
ま
さ
し
く
大
き
な
自
明
性
を
も
っ
て
、
イ
エ
ス
を
他

者
の
た
め
に
そ
こ
に
存
在
さ
せ
た
の
は
、
神
の
無
比
の
近
さ
に
対
す
る
開
放

性
で
あ
っ
た
。
彼
の
人
間
存
在
の
本
質
は
、《
自
分
自
身
の
た
め
に
》
は
無

で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
自
由
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
王
的
自
由
で
あ
る
！　

し
た

が
っ
て
、道
徳
的
努
力
の
正
反
対
で
あ
る
！　

神
と
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
は
、

こ
の
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
自
明
な
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
は
、《
自

分
自
身
の
よ
う
に
》
隣
人
を
愛
す
る
代
わ
り
に
、
ま
さ
に
、
彼
が
神
と
隣
人

を
愛
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
自
分
自
身
を
愛
し
た
。
こ
こ
で
は
無
私

性
と
自
己
関
係
性
の
平
衡
は
問
題
に
な
り
え
な
い
。む
し
ろ
こ
の
人
間
の《
存

在
》
は
、あ
ら
ゆ
る
自
己
関
係
性
を
凌
駕
す
る
無
私
性
の
《
出
来
事
》
で
あ
っ

た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
、
自
己
保
持
を
目
的
と
し
た
人
間
存
在
で
は

な
く
、各
生
活
行
為
に
お
い
て
自
ら
の
生
を
《
投
入
す
る
》
人
間
存
在
で
あ
っ
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た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
、
神
に
対
応
す
る
人
間
の
存
在
で
あ

り
、
愛
で
あ
る
神
の
人
間
的
比
喩
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
人
間
イ
エ
ス
自
身
は
、
神
と
の
新
し
い
交
わ
り
の
人
間
的

遂
行
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
が
、
彼
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
た
人

間
に
開
示
し
た
も
の
は
、
彼
自
身
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に

こ
れ
に
よ
り
、
彼
は
、
そ
の
代
表
が
律
法
で
あ
る
諸
々
の
支
配
的
自
明
性
と

最
も
鋭
く
対
立
す
る
立
場
に
身
を
置
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
に
よ
る
と
、

律
法
の
み
が
神
と
の
交
わ
り
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
律
法
の
必
然
性
の
本

質
は
ま
さ
に
、
律
法
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
、
律
法
は
自
明
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
わ
ざ
わ
ざ
命
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
あ
）
35
（る
。
し
た
が
っ
て
律
法
は
、
人
間
の
努
力
と
人
間
の
行
為

が
対
応
す
る
強
制
の
自
明
性
の
代
表
で
あ
る
。
律
法
も
愛
す
る
こ
と
を
命
ず

る
。
し
か
も
神
と
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
は
、律
法
の
要
求
の
頂
点
で
あ
る（
マ

ル
コ
一
二
・
二
九
以
下
）。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
要
求
は
《
諸
々
の
努
力
》
に

よ
っ
て
の
み
正
し
く
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
パ
ウ
ロ
は
律
法
を
業
の
律
法

と
呼
ん
で
い
る
（
ロ
ー
マ
三
・
二
七
） 

│ 

こ
の
点
に
関
す
る
パ
ウ
ロ
の
詳

論
は
、
復
活
以
前
の
状
況
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
諸
業
績
は
律
法
に
対

応
し
、
そ
の
結
果
、《
律
法
の
業
（
エ
ル
ガ
・
ノ
ム
ー
）》
は
範
疇
的
地
位
を

も
つ
固
定
し
た
術
語
的
名
称
と
な
っ
て
い
る
（
ロ
ー
マ
三
・
二
〇
│ 

二
八
、九
・
三
二
、
ガ
ラ
二
・
一
六
、
そ
の
他
）。
業
の
努
力
を
通
し
て
ひ
と
は
、

神
と
世
界
の
前
で
正
し
く
あ
ろ
う
と
努
め
る
。
彼
は
、
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
為
す
こ
と
に
よ
り
、
為
さ
れ
る
こ
と
よ
り
も
自
分
自
身
に
関
心
を
も
つ
。

パ
ウ
ロ
は
こ
れ
を
こ
う
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
自
分
自
身
の
義
を
確
立
し
よ

う
し
て
い
る
（
ロ
ー
マ
一
〇
・
三
、
フ
ィ
リ
ピ
三
・
九
）
と
。
律
法
は
こ
の
こ

と
を
強
制
す
る
。
そ
し
て
律
法
は
こ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
に

律
法
の
《
も
と
で
》（
ロ
ー
マ
六
・
一
四
）
行
為
者
と
な
る
こ
と
を
強
制
す
る
。

律
法
の
《
も
と
に
》
あ
る
人
間
は
、
自
分
自
身
か
ら
で
は
な
く
、
た
し
か
に

自
分
自
身
に
対
す
る
関
心
を
全
く
も
た
ず
に
で
は
な
く
、
為
す
べ
き
こ
と
を

為
す
人
間
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
自
身
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
人
間
、
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
不
自
由
な
人
間
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
対
す
る
彼

の 

│ 

究
極
的
に
は
無
限
の 

│ 

関
心
の
中
で
、
彼
は
、
パ
ウ
ロ
も
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
罪
の
も
と
に
い
る
（
ロ
ー
マ
三
・
九
）。
な
ぜ
な
ら
罪
は
、

人
間
が
自
ら
そ
の
身
を
そ
の
中
に
置
く
、
自
分
自
身
に
対
す
る
強
制
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
イ
エ
ス
に
と
っ
て
今
や
ま
さ
に
特
徴
的
な
の
は
、
彼
が
神
の
全
権

を
も
っ
て
罪
を
《
赦
し
》、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
分
自
身
に
対
す
る
人
間
的

強
制
を
打
ち
破
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
罪
人
を
憐
れ
む
こ
と
に
よ

り
、
罪
と
闘
う
。
彼
は
、
罪
人 

│ 

彼
ら
は
、
自
分
自
身
を
自
分
自
身
に

縛
り
つ
け
る
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
自
身
に
縛
ら
れ
て
い
る 

│ 
の
悲
惨
を
《
嘆
き
悲
し
む
》
こ
と
に
よ
り
、
罪
の
力
を
《
打
ち
破
る
》。
し

か
し
彼
は
、
憐
れ
む
者
と
し
て
、
自
ら
強
制
な
し
に
行
為
す
る
者
で
あ
り
、

彼
は
、
自
分
か
ら
、
そ
し
て
自
分
自
身
に
対
す
る
関
心
を
も
た
ず
に
、
為
す
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べ
き
こ
と
を
為
す
。
そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス
は
、
事
実
、
彼
自
身
の
振
る
舞
い
を

も
、
全
く
明
ら
か
に
、
努
力
と
し
て
理
解
し
て
い
な
く
、
業
と
し
て
も
理
解

し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
の
が
、
憐
れ
み
深
い
サ
マ
リ

ア
人
の
譬
え
（
ル
カ
一
〇
・
二
五
│
三
七
） 

で
あ
る
。
こ
の
譬
え
が
、
律
法

の
典
型
と
し
て
の
愛
の
二
重
の
戒
め
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
偶

然
で
は
な
い
。
同
じ
状
況
に
直
面
し
な
が
ら
、
サ
マ
リ
ア
人
を
祭
司
と
レ
ビ

人
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
、
助
け
る
努
力
を
い
と
う
祭
司
と
レ
ビ
人
か
ら
で

は
な
く
、
専
ら
サ
マ
リ
ア
人
の
振
る
舞
い
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

サ
マ
リ
ア
人
は
、
助
け
を
必
要
と
す
る
人
を
見
た
と
き
、
追
い
は
ぎ
に
身
ぐ

る
み
は
が
れ
た
人
を
《
憐
れ
に
思
っ
た
（
エ
ス
プ
ラ
グ
ニ
ス
セ
ー
）》。
彼
の

隣
人
を
愛
し
、
そ
し
て
業
を
通
し
て
律
法
を
成
就
す
る
気
に
さ
せ
た
の
は
、

律
法
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
苦
境
に
陥
っ
た
者
へ
の
愛
が
、
今

や
た
し
か
に
そ
れ
自
体
律
法
の
成
就
で
あ
っ
た
愛
の
た
め
の
自
明
な
行
為
へ

と
彼
を
促
し
た
。
ひ
と
は
こ
こ
か
ら
イ
エ
ス
自
身
の
実
存
を
推
論
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
福
音
書
記
者
の
総
括 

―
― 

そ
れ
よ
る
と
、
教
え
、
告
知
し
、

救
う
イ
エ
ス
は
同
時
に
、
困
窮
す
る
民
を
見
て
《
嘆
き
悲
し
む
（
エ
ス
プ
ラ

グ
ニ
ス
セ
ー
）》
人
間
で
あ
っ
た 

│ 

は
、
彼
の
人
間
存
在
の
根
本
的
特
徴

を
的
確
に
捉
え
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
、
愛
の
自
明
性
に
基
づ
い
て
律
法
に
先

ん
じ
、
た
と
え
新
し
い
と
し
て
も
、
よ
り
大
き
な
自
明
性
を
も
っ
て
律
法
を

満
た
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
ひ
と
は
律
法
に
《
先
ん
ず
る
》
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
、
律
法
一
般
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
こ
の
中
で

初
め
て
人
間
は
全
く
《
自
由
な
》
人
間
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
は
こ
の
全
く
自
由
な
人
間
で
あ
っ
た
。
彼
は
他
者
の
た
め
に
自
由

に
そ
こ
に
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
た
め
に
は

全
く
無
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
自
身
、
完
全
に
神
の
父
と
し

て
の
尊
厳
の
行
為
か
ら
実
存
し
た
（ek

-sistierte

） 

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
結

果
、
神
は
こ
の
人
間
に
お
い
て
、
律
法
の
《
も
と
に
あ
る
》
こ
の
世
に
反
対

し
て
ご
自
身
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
イ
エ
ス
が
完
全
に
神
の
支
配
か

ら
実
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
自
身
の
存
在
を
完
全
に
神
の
父

と
し
て
の
尊
厳
の
行
為
か
ら
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
生
と
し
た
が
っ

て
彼
の
死
も
、神
の
到
来
に
対
す
る
比
類
の
な
い
強
い
固
着
と
な
っ
た
。《
全

く
神
か
ら
実
存
す
る
人
間
と
し
て
、
イ
エ
ス
は
神
の
父
と
し
て
の
近
さ
、
つ

ま
り
父
と
し
て
の
神
の
近
さ
に
対
す
る
信
仰
を
可
能
に
し
た
》。

　

し
か
し
律
法
の
業
が
そ
れ
自
身
に
反
対
せ
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

は
、
神
か
ら
の
こ
の
実
存
に
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
神
の
到
来
へ
の
固

着
に
属
す
る
。
そ
れ
は
、自
明
的
に
行
う
が
ゆ
え
に
律
法
を
満
た
す
人
間
と
、

律
法
を
満
た
す
た
め
に
こ
の
こ
と
を
行
い
、
あ
の
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
の
世
界
の
間
の
耐
え
が
た
い
対
立
で
あ
る
。

安
息
日
に
つ
い
て
の
論
争
（
マ
ル
コ
三
・
一
│
六
、
マ
タ
イ
一
二
・
一
│

一
五
、
平
行
箇
所
） 

は
、
律
法
が
必
然
的
に
ひ
き
ず
り
込
ま
れ
る
に
ち
が
い

な
い
こ
の
耐
え
難
い
対
立
の
前
兆
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
律
法
に
先
行
す
る

愛
を
通
し
て
律
法
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
、
堅
い
表
現
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
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い
が
、《
律
法
を
律
法
と
衝
突
さ
せ
た
》。
と
こ
ろ
が
こ
の
世
は
反
対
に
律
法

を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
律
法
の
強
制
の
も
と
に
あ
る
こ
の
世

は
、
愛
を
通
し
て
律
法
に
先
行
す
る
自
由
に
対
し
、
た
だ
律
法
の
破
壊
と
し

て
、
ま
た
こ
の
世
の
独
自
な
正
義
を
確
立
す
る
た
め
の
、
こ
の
世
の
権
利
を

疑
問
視
す
る
も
の
と
し
て
の
み
、
反
駁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
世
は
こ

れ
を
行
っ
た
。
そ
し
て
ル
カ
福
音
書
の
証
言
（
ル
カ
二
二
・
四
四
） 

│ 

後

期
正
統
主
義
は
こ
の
記
事
に
明
ら
か
に
い
ら
立
っ
た 

│ 

に
よ
る
と
、
イ

エ
ス
は
死
の
不
安
を
抱
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
は
、
そ
の
中
で
彼
が
律
法

を
ご
自
身
と
衝
突
さ
せ
た
そ
の
衝
突
を
、
彼
自
身
の
人
格
に
お
い
て
広
く
耐

え
忍
ん
だ
、
と
。
イ
エ
ス
の
死
刑
執
行
は
、
た
と
え
そ
れ
が
、
イ
エ
ス
を
政

治
的
扇
動
者
と
み
な
す
ロ
ー
マ
当
局
の
誤
解
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
自
分
自
身
の
た
め
に
は
無
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
彼
の
自

由
の
《
外
的
》
確
証
で
あ
る
。
暴
力
的
死
は
、
あ
る
仕
方
で
彼
の
根
源
的
秘

密
の
帰
結
で
あ
り
、
こ
の
秘
密
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
暗
示
的
キ
リ
ス
ト
論
の
秘

密
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
他
の
い
か
な
る
人
間
も
、
自
分

自
身
の
た
め
に
無
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
最
初

か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
彼
に
強
制
さ
れ
た
死
は
彼
の
実
存
の

総
括
で
あ
っ
た
。
こ
の
死
は
、《
祭
り
の
後
で
》
不
可
避
的
に
、
こ
の
生
に

ふ
さ
わ
し
い
死
と
理
解
さ
れ
）
36
（た

。

　

特
に
イ
エ
ス
の
神
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
と
き
、
彼
の
死
に
お
い
て
、
律

法
と
、
律
法
の
彼
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
衝
突
に
決
着
が
つ
い
た
か
ぎ

り
で
、
彼
の
死
は
彼
の
実
存
の
総
括
で
あ
っ
た
。
律
法
の
理
解
に
よ
る
と
、

犯
罪
者
の
十
字
架
刑
に
よ
る
死
は
、
完
全
に
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
出
来
事
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
、
神
の
凌
駕
し
が
た
い
接
近
に
対
す
る
彼
の
開
放

性
に
基
づ
き
、
愛
に
お
い
て
律
法
に
先
ん
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
た
し
か
に
律

法
を
律
法
と
衝
突
さ
せ
た
。彼
は
徹
底
的
に
神
に
信
頼
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、

律
法
と
自
分
自
身
と
の
対
立
の
開
始
を
告
げ
た
だ
け
で
な
く
、
今
や
神
に
見

捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
終
る
こ
の
衝
突
に
身
を
さ
ら
し
た
。
徹
底
的
に
神
に
信

頼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
生
は
完
全
に
神
に
見
捨
て
ら
れ
る
出
来
事
に

終
っ
た
。
十
字
架
上
に
お
い
て
イ
エ
ス
が
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
こ
と
の
特
別

な
厳
し
さ
は
、
そ
れ
が
全
く
神
か
ら
受
け
取
と
っ
た
実
存
の
地
平
に
お
け
る

神
に
見
捨
て
ら
れ
る
経
験
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
マ
ル
コ
の
場
合
、
詩
篇

二
二
・
二
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
、
死
に
行
く
者
の
叫
び
は
、
神
関
係

が
そ
の
条
件
で
あ
る
が
ゆ
え
に
の
み
、
事
実
、
そ
こ
で
明
確
に
口
に
さ
れ
た
、

神
に
よ
る
見
捨
て
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
致
命
的
に

神
に
見
捨
て
ら
れ
る
イ
エ
ス
の
経
験
は
、
そ
れ
が
比
類
の
な
い
神
確
信
の
地

平
で
な
さ
れ
た
経
験
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
減
ぜ
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
の

上
な
く
高
め
ら
れ
る
。
イ
エ
ス
が
そ
の
到
来
を
告
知
し
た
神
が
、
イ
エ
ス
を

十
字
架
上
で
見
捨
て
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
コ
に
よ
る
と
イ
エ
ス
は
、
自
分
を

見
捨
て
る
神
に
、「
わ
が
神
、わ
が
神
、な
に
ゆ
え
わ
た
し
を
見
捨
て
た
の
か
」
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（
マ
ル
コ
一
五
・
三
四
） 

と
叫
ん
で
い
る
こ
と
は
、
無
実
の
、
律
法
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
た
神
か
ら
の
疎
隔
（G

ottesferne

） 

の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
叫
び
の
う
ち
に
神
の
到
来
に
対
す
る
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
生
き
ら

れ
た
こ
だ
わ
り
が
凝
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
通
し
て
、
神
な
き
地
獄
に
勝
る

経
験
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
、「
キ
リ
ス
ト
は 

…
… 

呪
い
と
な
っ
て
」（
ガ
ラ

三 

・
一
三
） 
と
厳
し
く
、
し
か
し
正
確
に
解
釈
し
て
い
る
。

六
　

し
か
し
パ
ウ
ロ
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
越
え
て
、「
キ
リ
ス
ト
は
《
わ
れ
わ

れ
の
た
め
に
（für uns

）》
呪
い
と
な
っ
て
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
つ

の
語
は
決
定
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
イ
エ
ス
の
死
に
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
彼
の
人
間
存
在
一
般
が
す
で
に
、
神
と
彼
の
死
の
同
一
化
の
地
平
の

中
で
解
釈
さ
れ
る
意
味
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
間
が
《
わ
れ

わ
れ
の
た
め
に
》
死
ん
だ
こ
と
、彼
が
《
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
》
呪
い
と
な
っ

て
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
た
こ
と
、
こ
れ
は
、
こ
の
死
の
、
神
に
よ
る
見
捨
て

を
《
積
極
的
に
》
解
釈
す
る
出
来
事
に
基
づ
い
て
の
み
、
主
張
さ
れ
う
る
こ

と
で
あ
る
。
も
し
も
イ
エ
ス
が
神
の
比
喩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
や
神
は
彼

の
比
喩
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
神
の
比
喩
は
神
か
ら
理
解
さ

れ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
エ
ス
が
《
わ

れ
わ
れ
の
た
め
に
》
呪
い
と
な
っ
た
こ
と
を
、
ひ
と
は
イ
エ
ス
の
十
字
架
に

お
い
て
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
」と
い
う
語
は
、

《
信
仰
告
白
》
で
あ
る
。「
呪
い
」
に
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
」
を
付
け

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
が
す
で
に
キ
リ
ス
ト

の
十
字
架
と
し
て
、
神
の
子
の
十
字
架
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
《
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
》
を
通
し
て
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
存
在
は
今
や
そ
れ
自
体
、
イ
エ
ス
が
語
り
か
け
、
そ
し
て
開
示

し
た
《
神
と
の
新
し
い
交
わ
り
》
と
し
て
表
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
）
37
（る
。
こ
の

意
味
で
、
事
実
、
最
古
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
告
白
は
イ
エ
ス
の
死
を
、

人
間
の
間
で
の
出
来
事
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
ひ
と
り
の
人
間
と
神
の

間
の
出
来
事
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
神
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
が

見
捨
て
ら
れ
た
こ
と
が
、
神
の
最
も
固
有
な
業
と
思
わ
れ
た
。
マ
ル
コ
の
場

合
に
も
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
死
の
叫
び
の
後
に
、
イ
エ
ス
の
死
を

解
釈
す
る
《
信
仰
告
白
》
が
続
い
て
い
る
。
イ
エ
ス
に
向
か
い
合
っ
て
立
っ

て
い
た
異
邦
人
の
百
人
隊
長
は
、
イ
エ
ス
が
息
を
引
き
取
っ
た
（
フ
ー
ト
ー

ス
・
エ
ク
セ
プ
ニ
ュ
ー
セ
ン
） 

の
を
見
て
「
本
当
に
、
こ
の
人
は
神
の
子
だ
っ

た
」（
マ
ル
コ
一
五
・
三
九
） 

と
言
っ
た
。
そ
の
信
仰
告
白
は
、
こ
の
異
邦
人

に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
、
死
に
行
く
者
に
神
ご
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

叫
び
と
し
て
理
解
《
さ
れ
た
》、
イ
エ
ス
の
死
の
叫
び
に
応
答
し
て
い
る
。

マ
ル
コ
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
叫
び
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
エ
ス
は
叫
び
つ
つ
死
ん
だ
、
彼
は
「
大
声
で
」

叫
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
《
大
声
で
（
フ
ォ
ネ
ー
・
メ
ガ
レ
ー
）》（
マ

ル
コ
一
五
・
三
四
、三
七
）
は
《
神
の
声
（
フ
ォ
ネ
ー
・
セ
ウ
ー
）》
と
み
な
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さ
れ
て
い
）
38
（る
。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
が
死
ぬ
と
き
に
叫

ん
だ
声
は
、
神
ご
自
身
の
声
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス
の
最

後
の
言
葉
と
彼
の
人
間
と
し
て
の
死
の
叫
び
は
《
神
の
言
葉
》
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
受
難
物
語
を
物
語
る
復
活
信
仰
も
、
事
実
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
信
仰
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
物
語
る

こ
の
物
語
の
結
果
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
信
仰
は
、
復
活
信
仰
と
し
て
、

神
の
子
《
と
し
て
》
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
へ
の
信
仰
に
他
な
ら
ず
、
あ

る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
う
と
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス

《
と
し
て
》
の
神
の
子
へ
の
信
仰
に
他
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
を
神
の
子
《
と

し
て
》
告
白
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
神
と
イ
エ
ス
の
同
一
化
は
、
同
時
に

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
発
生
で
あ
る
。
信
仰
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
《
と
し
て
》

の
う
ち
に
自
己
自
身
の
起
源
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、

イ
エ
ス
の
死
は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
と
い
う
単
な
る
確
認
を
越
え
て
、

こ
の
よ
う
な
理
解
の
内
的
可
能
性
に
つ
い
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
い
。

　

神
の
子
と
し
て
の
イ
エ
ス 

│ 

こ
れ
は
、
十
字
架
上
で
神
に
見
捨
て
ら

れ
た
イ
エ
ス
と
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
点
で
十

字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
は
呪
い
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、《
わ
れ
わ
れ
の
た

め
の
》
呪
い
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
に
見
捨
て
ら
れ
て
死
に
行
く
者
へ

の
答
え
が
、
死
者
の
神
の
子
性
に
対
す
る
信
仰
告
白
で
あ
る
と
き
、
十
字
架

上
で
神
と
イ
エ
ス
の
間
に
何
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
同
時
に　

本
質
に
つ
い
て
の
、
今
日
特
に

緊
急
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
い
、
あ
る
い
は 

│ 

今
日
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ

う
に 

│ 

キ
リ
ス
ト
教
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
な

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
《
な
に
を
》
信
じ
て
い
る
の

か
を
語
る
だ
け
で
な
く
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
《
こ
と
》
の
根
拠
も
指
示
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
の
内
容
と
起
源
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
を
与
え
る
。
そ
れ
は
《
形
式
的

に
は
》
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
自
分
自
身
と
信
仰
の
自
己
了
解
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
信
仰
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
自
分
自
身
を
越
え
て
指
差
す
と
い
う
こ
と

は
、
信
仰
の
こ
の
合
意
の
《
内
容
的
》
結
論
に
属
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
必
然
的
に
、
復
活
し
た
者
に
つ
い
て
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
が
最
初
の

言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
何
か
が
起
こ
っ
た
こ

と
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
死
は
出
来
事
の
正
反
対
で
あ
る
。
死
が
す
で
に

始
ま
っ
た
と
き
に
の
み
、
ひ
と
は
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
が

起
こ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
的
生
と
呼
ぶ
出
来
事
は
終
り
を
迎
え
る
。
死

は
真
の
出
来
事
で
は
な
い
。
死
は
い
わ
ば
非-

出
来
事
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
イ
エ
ス
の
復
活
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
は
、
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て

何
か
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
も
し
も
死
の
存
在
が
出
来
事
の
正

反
対
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
す
で
に
、
こ
の
死
に
お
い
て
神
ご
自

身
が
出
来
事
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
強
調
し
た
よ

う
に
、
こ
れ
は
難
解
な
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
も
繰
り

返
し
回
避
し
て
き
た
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
必
然
的
思
想
で
あ
る
。
死
者
か
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ら
の
イ
エ
ス
の
復
活
は
、
神
が
こ
の
死
ん
だ
人
間
と
自
分
を
同
一
化
し
た
こ

と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
直
ち
に
、
神
が
ご
自
身
を
、
神
に
よ
る

イ
エ
ス
の
見
捨
て
と
同
一
化
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ

ら
に
、
神
が
ご
自
身
を
こ
の
死
者
の
生
き
て
き
た
生
と
同
一
化
し
た
こ
と
を

意
味
す
）
39
（る
。
こ
れ
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

他
の
異
質
な
存
在
と
同
一
化
す
る
こ
と
は
、
自
己
区
別
の
能
力
を
示
唆
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
た
し
か
に
、
人
間
と
人
間
の
同
一
化
の
非
常
に
制
約

さ
れ
た
可
能
性
に
も
当
て
は
ま
る
。
わ
た
し
が
自
分
を
他
の
人
間
と
同
一
化

す
る
と
主
張
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
誇
張
的
表
現
で
あ
る
。
し
か
し

誇
張
的
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
過
程
は
、
そ
も
そ
も
、
限
定
さ
れ
た
自
己
区
別

の
前
提
の
も
と
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
区
別
は
人
間
実
存

に
属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
自
己
破
壊
に
な
り
う
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
自
己
破
壊
で
は
な
い
。
し
か
し
ひ
と
は
、
他
の
人
間
と
全
く
一
つ

に
な
ろ
う
と
し
て
、
自
分
自
身
と
不
和
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
区
別

は
、
た
し
か
に
他
者
と
の
同
一
化
の
含
意
と
し
て
、
他
者
が
わ
た
し
自
身
の

存
在
を
外
側
か
ら
、
し
か
も
心
の
底
か
ら
規
定
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

そ
の
他
者
は
、
い
わ
ば
わ
た
し
と
わ
た
し
の
間
に
入
っ
て
く
る
。

　

死
ん
だ
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
化
は
、
こ
の
意
味
で
神
の
自
己
区
別
を
含
意

し
て
い
る
。
こ
の
死
者
の
存
在
は
神
ご
自
身
の
存
在
を
次
の
よ
う
に
規
定
す

る
。
つ
ま
り
ひ
と
は
、
神
と
神
の
間
の
区
別
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
も
ち
ろ
ん
ひ
と
は
直
ち
に
こ
う
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
死
ん
だ
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
性
と
、
そ
の
条
件
と
し
て
の
神
と
神
の

区
別
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
神
ご
自
身
の
行
為
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
、
死

を
神
に
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
解
す
る
理
解
に
直
面
す
る
と
き
、
本
当

に
特
に
重
要
な
、直
ち
に
さ
ら
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
観
点
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
神
と
神
の
区
別
は
、
神
の
存
在
に
強
制
さ
れ
た
対
立
と
し
て
理
解
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
ゲ
ー
テ
の
曖
昧
な
格
言
が
当
て
は
ま
る
。「
そ
れ

が
神
ご
自
身
で
な
け
れ
ば
、
誰
も
神
に
敵
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
40
（い

」。
神

的
動
機
だ
け
が
、
神
と
神
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ゆ
え

に
、
神
は
、
ご
自
身
を
死
ん
だ
イ
エ
ス
と
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、《
ご

自
身
を
規
定
す
る
》、
と
ひ
と
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
神
は
こ
れ
に
よ
り
同
時
に
、
新
約
聖
書
の
古
い
定
式
が
語
っ
て
い
る
よ

う
に
、
人
間
イ
エ
ス
を
神
の
子
と
し
て
（
ロ
ー
マ
一
・
四
） 

規
定
す
る
。
復

活
者
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
は
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
を
神
の
自
己
規
定
と
し
て

告
知
す
る
。

　

こ
の
主
張
の
真
理
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
復
活
者
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
、
し
た
が
っ
て
死
者
に
つ
い
て
、
彼
は
生
き
て
い
る
、
と
言
う
こ

と
が
そ
も
そ
も
意
味
を
も
つ
。
死
者
か
ら
の
イ
エ
ス
の
復
活
は
、
こ
の
世
の

中
に
新
し
い
事
実
を
残
す
が
、
神
の
存
在
そ
れ
自
体
に
は
関
わ
ら
な
い
、
世

界
の
関
連
に
お
け
る
神
の
「
操
作
」
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
の
復
活
に
お
い
て

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
神
の
行
為
だ
け
で
な
く
、
神
の
存
在
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
こ
の
出
来
事
は
そ
れ
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
も
の
の
間
に
お
け
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る
こ
の
世
の
出
来
事
で
は
な
く
、「
世
界
の
方
向
転
）
41
（換
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
「
彼
は
生
き
て
い
る
」
と
い
う
、
死
者
に
つ
い
て
正
し
く
言
わ
れ
て
い
る

言
葉
は
、
死
と
生
の
関
係
を
ひ
っ
く
り
返
す
か
ら
で
あ
）
42
（る

。
復
活
は
死
の
克

服
を
意
味
す
る
。
し
か
し
死
が
も
は
や
、そ
れ
を
排
除
す
る
生
を
破
壊
せ
ず
、

生
が
死
を
自
ら
の
う
ち
に
受
け
入
れ
た
と
き
に
の
み
、
死
は
も
は
や
存
在
し

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
の
死
の
中
で
起
こ
っ
た
神
と
死
ん
だ
イ
エ
ス

の
同
一
化
に
基
づ
き
、
信
仰
が
希
望
す
る
死
に
対
す
る
勝
利
は
、
永
遠
の
生

を
意
味
す
る
生
へ
の
そ
の
受
容
を
通
し
て
起
こ
る
死
の
変
容
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
方
向
を
変
え
ら
れ
た
死
は
、「
神
の
現
象
」

と
呼
ば
れ

）
43
（た

。
短
絡
的
批
判
だ
け
が
こ
の
中
に
死
の
究
極
的
勝
利
を
見
よ
う

と
す
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、《
愛
》
の
本
質
で

あ
る
生
へ
と
死
が
変
革
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙 

三
・
一
四
の
「
愛
さ
な
い
者
は
死
の
う
ち
に
留
ま
っ
て
い

る
」
と
い
う
深
遠
な
句
の
真
理
で
あ
る
。
愛
な
し
に
、死
は
変
革
さ
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
愛
だ
け
が
、
死
の
全
き
冷
酷
さ
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
、
愛
そ
れ
自
体
が
働
き
、
神
を
愛
で
あ
る
方

と
し
て
啓
示
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
イ
エ
ス
は
、
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
、
命

を
捨
て
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
愛
を
知
っ

た
」（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

三
・
一
六
）
か
ら
で
あ
る
。「
神
は
、
独
り
子
を

世
に
遣
わ
さ
れ
た
。
そ
の
方
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
よ
う
に
な

る
た
め
で
あ
る
。こ
こ
に
、神
の
愛
が
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
示
さ
れ
た
」（
Ⅰ

ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

四
・
九
）。

　
「
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
た
」
と
は
、「
死
に
引
き
渡
さ
れ
た
」
と
ほ
と
ん
ど

同
じ
意
味
で
あ
）
44
（る

。
す
で
に
説
明
し
た
と
お
り
、
こ
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る

「
唯
一
の
方
」
は
、「
愛
さ
れ
た

）
45
（方

」
を
指
す
表
現
で
あ
る
。
神
の
愛
は
、
し

た
が
っ
て
愛
さ
れ
る
方
の
犠
牲
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
仕
方
で
啓
示
さ
れ

る
。
愛
は
、
愛
さ
れ
る
方
を
犠
牲
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
表
現
さ

れ
て
い
る
の
は
、神
は
ご
自
身
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し「
唯

一
の
方
」
と
い
う
用
語
法
で
表
現
さ
れ
て
い
る
、
神
の
ご
自
身
に
対
す
る
愛

は
、
無
私
性
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
、
彼
の
被
造
物
、

つ
ま
り
神
に
と
っ
て
全
く
の
他
者
を
愛
す
る
こ
と
な
し
に
、
ご
自
身
を
愛
そ

う
と
は
し
な
い
こ
と
に
お
い
て
、
神
は
愛
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
神
の
自
己
区

別
の
永
遠
の
、
神
的
動
機
で
あ
り
、
こ
の
自
己
区
別
が
な
け
れ
ば
、
人
間
イ

エ
ス
と
神
の
同
一
性
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

七
　

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
自
己
区
別
と
、
神
と
イ
エ
ス
の
自
己
同
一
化

と
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
究
す
る
前
に
、
こ
れ
な
し
に
は
神
と
神
の
区

別
が
不
十
分
に
し
か
理
解
さ
れ
な
い
、
イ
エ
ス
の
死
に
お
け
る
神
に
見
捨
て

ら
れ
る
経
験
の
観
点
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
わ
れ
わ
れ

は
も
う
一
度
律
法
の
問
題
性
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
律
法

は
、
木
に
掛
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
者
を
呪
う
か
ら
で
あ
る
（
申
命
記
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二
一
・
二
三
、
ガ
ラ
三
・
一
三
）。
律
法
が
そ
う
す
る
の
は
、
律
法
の
力
に
よ
っ

て
木
に
掛
け
ら
れ
た
者
は
、
神
に
よ
っ
て
呪
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
律
法
に
よ
る
い
ず
れ
の
死
刑
執
行
も
、
当
時
の
理
解
に
よ
る
と
、
創

造
の
破
ら
れ
た
秩
序
を
罰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
律
法
の
呪
い
を
受

け
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
よ
る
と
、
彼
が
律
法
の
《
先
行
す
る
》

成
就
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
彼
の
《
自
由
》
に
よ
っ
て
、
律
法
を
律
法
と

衝
突
さ
せ
た
と
い
う
事
実
の
結
果
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
今
や
こ
の
衝
突

を
、
神
が
ご
自
身
を
こ
の
死
と
同
一
化
し
た
が
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り

で
、
イ
エ
ス
は
《
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
》
死
ん
だ
と
い
う
洞
察
の
地
平
に
お

い
て
解
釈
す
る
。

　

イ
エ
ス
が
、
律
法
の
要
求
に
さ
ら
さ
れ
た
人
間
を
《
行
為
者
》
の
役
割
か

ら
、《
あ
ら
か
じ
め
受
け
入
れ
る
者
》
の
役
割
へ
と
移
し
か
え
た
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
律
法
は
イ
エ
ス
の
告
知
と
イ
エ
ス
の
行
動
を
通
し
て
問
題
化
さ
れ

た
。
律
法
が
人
間
か
ら
要
求
す
る
愛
を
、
イ
エ
ス
は
自
ら
あ
ら
か
じ
め
与
え

た
。
彼
が
神
の
到
来
を
告
知
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
の
行
動
と
告
知
に

お
い
て
そ
れ
を
実
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
イ
エ
ス
に
従
う
者
た
ち
に
神
の
善

が
分
か
ち
与
え
ら
れ
、
神
へ
の
愛
と
隣
人
へ
の
愛
が
、
最
も
近
い
目
標
と
し

て
彼
ら
に
開
示
さ
れ
た
。
律
法
の
諸
要
求
の
有
名
な
先
鋭
化
は
、
人
間
の
可

能
性
と
し
て
す
で
に
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
も
の
を
、
後
か
ら
強
調

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
て
、
救
い
の
道
と
し
て
の
律
法
は
根
本

的
に
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
も
律
法
が
要
求
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
す
で
に
《
与
え
ら
れ
て
》
い
た
と
す
れ
ば
、
も

は
や
律
法
か
ら
い
か
な
る
新
し
い
恵
み
も
期
待
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
あ

な
た
が
命
ず
る
も
の
を
与
え
よ
、
そ
し
て
あ
な
た
が
望
む
も
の
を
命
ぜ
よ
」

が
原
理
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、「
あ
な
た
が
与
え
る
た
め
に
わ
た
し

は
与
え
る
」
こ
と
は
も
は
や
効
力
を
失
う
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ひ
と
が
律

法
を
満
た
し
た
と
し
て
も
、
律
法
は
も
は
や
い
か
な
る
救
い
も
与
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
が
活
動
的
に
な
る
前
に
、
神
と
の
交
わ
り
と

い
う
救
い
を
す
で
に
受
け
取
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
律
法
は
、

純
粋
な
要
求
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
非
救
済
化
」
さ
れ
た
。
換
言
す

る
な
ら
ば
、
律
法
と
の
イ
エ
ス
の
自
由
な
関
わ
り
）
46
（は
、
徹
底
的
に
神
の
近
さ

を
通
し
て
の
要
求
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
神
の
近
さ
は
い
か

な
る
競
争
も
認
め
て
い
な
い
。

　

し
か
し
ま
さ
に
、
神
の
近
さ
を
通
し
て
徹
頭
徹
尾
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
の
神
の
要
求
を
非
難
し
た
の
は
、
律
法
を
証
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
だ

す
敬
虔
で
あ
っ
た
。
こ
の
敬
虔
は
、
律
法
と
の
《
律
法
主
義
的
》
関
わ
り
方

を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
律
法
と
の
イ
エ
ス
の
《
自
由
な
》
関
わ
り
に
対

抗
し
た
。
そ
の
敬
虔
は
、
律
法
が
決
し
て
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、

つ
ま
り
神
と
の
交
わ
り
と
い
う
救
い
を
、
律
法
か
ら
要
求
す
る
た
め
に
、
必

要
と
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
律
法
は
何
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
律
法
は
要
求
し
、
そ
し
て
確
認
す
る
。
と
こ
ろ
が
律
法
と
の
律
法
主
義

的
関
わ
り
方
は
、
そ
の
成
就
と
し
て
神
と
の
交
わ
り
の
救
い
を
約
束
す
る
こ
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と
に
よ
り
、
律
法
の
助
け
を
得
て
、
神
を
本
来
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
し

て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
神
だ
け
が
神
と
の
交
わ
り
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
律
法
が
人
間
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
場
合
に
は
、

神
は
、
律
法
を
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
て
神

は
、
人
間
の
自
己
確
認
の
原
理
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て

律
法
と
の
律
法
主
義
的
関
わ
り
方
は
、
最
終
的
に
、
神
の
神
性
に
異
論
を
唱

え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
神
性
は
、
神
が
ヨ
ブ
記
四
一
・
三
に
お
い
て
「
あ

え
て
わ
た
し
の
前
に
立
つ
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
は
褒
美
を
与
え
よ
う
」

と
問
い
か
け
た
と
き
、
い
わ
ば
神
ご
自
身
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
結
局
、
律
法
を
通
し
て
仲
介
さ
れ
る
救
い
の
授
与
は
、
自
分
の
業
の
返

還
要
求
と
い
う
形
式
に
お
け
る
神
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ひ
と
は

神
か
ら
新
し
い
こ
と
を
何
も
期
待
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
律
法
か
ら
救
い
を
要

求
す
る
た
め
に
、
律
法
の
要
求
に
進
ん
で
従
お
う
と
す
る
者
は
、
も
は
や
神

か
ら
新
し
い
も
の
を
何
も
期
待
す
る
こ
と
が《
で
き
》な
い
か
ら
で
あ
る
。「
律

法
、
そ
れ
は
拘
束
す
る
厳
格
な
足
か
せ
／
律
法
が
退
け
る
の
は
、
奴
隷
の
感

覚
だ
け
／
人
間
の
抵
抗
は
消
え
失
せ
る
／
そ
し
て
神
の
尊
厳
）
47
（も
」。
神
が《
要

求
す
る
方
》
と
し
て
だ
け
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
神
は
も
は
や
、
根
源

的
に
《
与
え
る
方
》
と
し
て
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
神

が
も
は
や
根
源
的
に
与
え
る
方
と
し
て
期
待
さ
れ
ず
に
、
返
済
す
る
方
と
し

て
の
み
な
お
問
い
に
付
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
神
の
神
性
も
問
い
に
付
さ
れ

て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
神
は
人
間
に
ま
さ
に
自
分
自
身
を
贈
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
《
古
い
》
人
間
か
ら
《
新
し
い
》
人
間
が
生
ず
る

と
い
う
贈
り
物
を
贈
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
律
法
は
神
を
、
根
源
的
に
与
え

る
方
と
し
て
で
は
な
く
、
返
済
す
る
方
と
し
て
の
み
知
る
が
ゆ
え
に
、
古
い

人
間
は
律
法
を
通
し
て
自
分
自
身
に
固
定
さ
れ
る
。「
法
と
古
い
人
間
は
共

属
し
あ
っ
て
い
）
48
（る
」。

　

し
た
が
っ
て
深
い
逆
説
が
支
配
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ま
さ
に
ひ
と
が
律

法
か
ら
、
そ
れ
が
何
か
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
何

も
与
え
ず
、
返
済
す
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
ロ
ー
マ
二
・

九
│
一
一
）。
そ
れ
ゆ
え
律
法
の
業
に
基
づ
い
て
要
求
さ
れ
る
救
い
は
、
ま

さ
に
「
自
分
の
義
」（「
わ
た
し
は
義
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
義
と
な
る
」） 

で
あ
）
49
（る
。
こ
れ
に
対
し
イ
エ
ス
は
、
ル
タ
ー
が
パ
ウ
ロ
と
共
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
反
対
し
て
定
式
化
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
義
と
な
り
つ
つ
、
義
で
あ

り
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
は
義
の
業
を
行
）
50
（う
」
と
い
う
定
式
で
表
し
た
こ
と
を
も

ち
だ
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
律
法
は
「
そ
の
限
界
の
う
ち
）
51
（へ

」
と
突
き
返
さ
れ

た
。
ま
さ
に
、
さ
ら
に
要
求
す
る
に
す
ぎ
な
い
神
は
、
律
法
と
の
律
法
主
義

的
な
関
わ
り
方
が
、
世
界
を
絶
対
化
す
る
冒
瀆
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
）
52
（る
。
神
の
接
近
の
要
求
を
伴
う
神
の
支
配
の
告
知
は
、
律
法
を
、
そ
こ
に

お
い
て
律
法
と
の
律
法
主
義
的
な
関
わ
り
方
が
《
罪
》
と
し
て
認
識
さ
れ
る

純
粋
な
要
求
と
す
る
。
こ
の
罪
は
、
神
を
、
与
え
る
方
、
到
来
す
る
方
、
そ

し
て
す
べ
て
を
新
し
く
す
る
方
と
し
て
認
め
よ
う
と《
し
な
い
》、要
す
る
に
、

神
を
神
と
し
よ
う
と
《
し
な
い
》。
イ
エ
ス
は
、
こ
の
た
し
か
に
福
音
主
義
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的
な
認
識
の
た
め
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
律
法
と
の
律
法
主
義
的
な

関
わ
り
方
は
、
律
法
と
の
自
由
な
関
わ
り
に
反
対
す
る
た
め
に
、
律
法
を
動

員
し
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
自
分
自
身
を
義
と
す
る
世
界
の
無
神
性
が
イ
エ

ス
を
十
字
架
へ
と
追
い
や
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
自
分
の
現
実
か
ら
結
果
と
し
て

生
ず
る
も
の
だ
け
を
、
可
能
な
も
の
と
み
な
す
世
界
）
53
（は
、
客
観
的
に
み
て
無

神
論
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
イ
エ
ス
の
死
は
、こ
の
無
神
性
の
《
帰
結
》
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

同
時
に
《
甘
受
》
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
こ
の
世
の
無
神
性
を
引
き
受
け
る
こ

と
に
よ
り
、
彼
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
律
法
と
律
法
の
衝
突
は
、
彼
自

身
に
お
い
て
決
着
が
つ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
神
を
神
と
し
よ
う
と
し
な
い

無
神
性
は
、
律
法
に
よ
る
と
死
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
呪
い
の
死
は
神

な
き
世
界
の
運
命
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
、
こ
の
無
神
性
を
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
同
一
化
し
た
が
《
ゆ
え
に
》、
律
法
が
神
な
き
者
に
規
定
す
る
死
を

耐
え
忍
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
は
、
彼
の
人
格
に
お
い
て
決
着
の
つ
け
ら
れ
た
、

律
法
と
律
法
の
衝
突
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
、
十
字

架
上
で
神
に
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
本
質
が
あ
る
。
神
学
的
伝
統
は
こ
の
た

め
に
代
理
の
範
疇
を
用
い
た
が
、
そ
れ
は
正
し
）
54
（い

。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
す

で
に
イ
エ
ス
と
神
の
同
一
性
を
前
提
と
す
る
範
疇
で
あ

）
55
（る

。
こ
の
同
一
性
に

基
づ
い
て
の
み
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
、
ひ
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
わ

れ
わ
れ
の
代
理
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
彼
は
「
す
で
に
ご
自
身

に
お
い
て
《
わ
れ
わ
れ
の
た
め
》
に
存
在
す
る 

│ 

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ

が
彼
と
共
に
い
る
こ
と
《
な
し
に
》、
彼
の
存
在
の
、
後
か
ら
の
、
ま
た
そ

れ
と
共
な
る
、
い
か
な
る
遂
行
も
な
し
に 

│
、
反
対
に
（
ロ
ー
マ
五
・
六

以
下
）、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
ま
だ
弱
く
、
神
を
見
失
い
、
敵
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
さ
）
56
（え
」
と
い
う
意
味
で
。

　

わ
れ
わ
れ
の
身
代
わ
り
に
自
ら
を
罪
と
し
た
イ
エ
ス
に
つ
い
て
も
、
神
が

ご
自
身
を
イ
エ
ス
と
同
一
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
死
ん
だ
イ

エ
ス
と
神
の
生
の
こ
の
同
一
化
を
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
愛
の
出
来
事
と
し
て

認
識
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
そ
れ
自
体
、こ
の
世
の
方
向
転
換
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
神
は
、
致
命
的
な
仕
方
で
神
に
見
捨
て
ら
れ
る
中
で
、
新
し
い
神

関
係
を
創
造
す
る
た
め
に
ご
自
身
を
賭
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
新
し

い
神
関
係
は
人
間
の
存
在
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
作
る

こ
と
の
で
き
な
い
将
来
が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
世
に
近
づ
い
て
く
る
、
無
化
す

る
死
か
ら
生
じ
て
く
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
に
お
い
て
、
神
は
、
存

在
し
て
い
な
い
も
の
を
呼
び
出
し
て
存
在
さ
せ
る
方
（
ロ
ー
マ
四
・
一
七
） 

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
和
解
者
で
あ
る
が
《
ゆ
え
に
》
創

造
者
で
あ
る
方
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
句
の
三
一
的
意
味

に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
死
ん
だ
イ
エ
ス
と
ご
自
身
を
同
一
化
す
る

神
は
、
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
、
神
が
、
神
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
る
イ
エ

ス
の
経
験
を
分
か
ち
合
う
と
い
う
仕
方
で
、
ご
自
身
に
立
ち
向
か
う
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
神
と
神
が
本
当
に
区
別
さ
れ
る
と
き
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に
の
み
、
こ
れ
は
意
味
の
あ
る
主
張
と
な
る
。
神
が
自
ら
を
ご
自
身
と
区
別

し
、
そ
し
て
《
そ
の
よ
う
に
し
て
》、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
と
の

統
一
性
に
お
い
て
、
子
が
神
と
し
て
、
父
な
る
神
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
た

こ
と
に
耐
え
る
と
き
、神
は
和
解
者
で
あ
る
。
神
が
、《
父
な
る
神
》
と
し
て
、

ま
た
《
子
な
る
神
》
と
し
て
、
ご
自
身
と
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
な
く
、
イ
エ

ス
の
死
に
お
い
て
自
分
に
立
ち
向
か
う
こ
と
に
よ
り
、
神
は
こ
の
世
を
ご
自

身
と
和
解
さ
せ
る
。
反
対
に
、
ま
ず
神
と
神
の
、
父
と
子
の
対
向
の
中
で
、

神
は
現
に
お
ら
れ
る
神
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
霊
で
あ
る
神
は
、
父
と

子
で
あ
る
神
を
、
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
真
に
区
別
し
つ
つ
、
し
た
が
っ
て

対
向
に
お
い
て
ひ
と
つ
と
す
る
方
で
あ
る
。「
愛
の
鎖
」
は
、
イ
エ
ス
の
死

に
お
い
て
愛
と
し
て
の
神
の
永
遠
の
存
在
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
神
は

ま
さ
に
そ
の
統
一
性
に
お
い
て
三
重
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
父
と

子
の
対
向
の
中
で
、
霊
と
し
て
互
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
神
は
、
致

命
的
対
向
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
《
ひ
と
り
の
》
神
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

神
は
、
父
と
し
て
、
ま
た
子
と
し
て
、
霊
に
お
い
て
依
然
と
し
て
ひ
と
り
の

「
神
の
出
来
事
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

全
く
父
か
ら
実
存
す
る
（ek

-sistieren

） 

イ
エ
ス
が
、
父
と
し
て
の
神
に

対
す
る
信
仰
を
可
能
に
す
る
と
す
れ
ば
、
死
に
お
い
て
ご
自
身
を
イ
エ
ス
と

同
一
化
す
る
神
は
、
子
な
る
神
へ
の
信
仰
を
基
礎
づ
け
る
。
イ
エ
ス
と
《
共

に
》（
父
な
る
） 

神
《
を
》
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
（
復
活
の
） 

必
然
性
と
共
に
、
イ
エ
ス
《
を
》（
子
な
る
） 

神
《
と
し
て
》
信
ず
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
の
信
仰
は
人
間
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
人
間
の
も
と
に
到
来
す
る
霊
の
力
に
お
い
て
の
み
可
能
に
な
る
。

イ
エ
ス
と
共
に
神
《
を
》
信
じ
、
神
と
し
て
の
イ
エ
ス
《
を
》
信
ず
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
聖
霊
《
に
お
い
て
》
信
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
聖

霊
の
み
が
、
父
な
る
神
へ
の
信
仰
《
と
》
子
な
る
神
へ
の
信
仰
を
《
ひ
と
つ

の
》
信
仰
と
し
て
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
霊
《
に
お
け
る
》
信
仰
は
、
必

然
的
に
父
、
子
、
霊
と
し
て
の
神
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
一
の

神
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
し
か
し
三
一
の
神
へ
の
信
仰
は
、
神
と
愛
を
同
一
化

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
も
神
の
実
存
に
つ
い
て
心
配
せ
ず
に
そ
う
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
信
仰
は
、
神
に
つ
い
て
不
安
を
も
つ
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
）
57
（る
。

第
二
三
節　

父
と
子
の
区
別
に
お
け
る
神
の
存
在

　

十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
神
学
は
、
人
間
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
起

こ
っ
た
愛
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
語
る
。
愛
は
本
質
的
に
存
在
の
増
化
・
向

上
（Steigerung

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
た
し
か
に
ま
さ
に
そ
の
独
自

な
無
私
性
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス
の
言
葉
（
マ
タ
イ

一
〇
・
三
九
）
に
よ
る
と
、自
分
の
命
を
失
う
者
は
、そ
れ
を
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
神
に
も
当
て
は
ま
る
。
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
神
学
は
し
た

が
っ
て
、
神
を
、
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
間
の
た
め
に
完
全
に
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犠
牲
に
す
る
方
と
し
て
考
え
る
と
き
、
増
加
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
神
の
存
在

の
溢
れ
（Ü

berström
en

）
に
つ
い
て
語
る
。
神
が
こ
の
犠
牲
で
《
あ
る
》

か
ぎ
り
、
し
た
が
っ
て
犠
牲
に
す
る
方
、
そ
し
て
犠
牲
に
さ
れ
る
方
、
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
犠
牲
の
出
来
事
そ
れ
自
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
神
は
愛
で

あ
る
」
と
い
う
新
約
聖
書
の
句
は
真
実
で
あ
る
。

　

こ
の
句
も
、
も
ち
ろ
ん
直
ち
に
区
別
を
必
要
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
愛
は
、

愛
す
る
者
な
し
に
起
こ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う

句
は
、
他
の
句
を
、
つ
ま
り
神
は
愛
す
る
と
い
う
句
を
含
意
し
て
い
る
。
し

か
し
、
あ
ら
か
じ
め
愛
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

愛
す
る
者
は
存
在
し
え
な
い
。
ひ
と
は
、
ひ
そ
か
に
す
で
に 

│ 

直
接
あ

る
い
は
間
接
に 

│
、
そ
っ
と
愛
が
手
渡
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
愛
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ひ
と
は
、
自
分
か
ら
話
す
こ
と
が
少
な
け
れ
）
1
（ば

、
同
じ

く
自
分
か
ら
愛
す
る
こ
と
も
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
神
に
つ
い
て
、「
神
は
愛

で
あ
る
」
と
い
う
句
が
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
自
分
か
ら
愛

す
る
方
で
あ
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ひ
と
が
こ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
同
時
に
、
神
は
《
ご
自
身
》
を
愛
す
る
と
言

う
と
き
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
愛
と
し
て
の
神
は
、
同
じ
程
度
に
、
ま
た
同
じ
起
源

か
ら
互
い
に
区
別
さ
れ
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
互
い
に
関
係
づ

け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
同
じ
存
在
の
三
つ
の
様
式
の
う
ち
に
実
存
す
る
、
つ

ま
り
聖
書
の
呼
称
に
な
ら
っ
て
昔
か
ら
定
式
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
父
、

子
、
霊
と
い
う
様
式
の
う
ち
に
実
存
す
る
。
愛
す
る
方
（
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え

に
再
び
愛
さ
れ
る
方
）、
愛
さ
れ
る
方
（
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
再
び
愛
す
る

方
）、（
愛
の
出
来
事
と
し
て
の
）
愛
の
絆
の
区
別
の
中
で
、
神
は
ご
自
身
を

愛
す
る
。

　

神
学
的
伝
統
は
事
実
そ
の
よ
う
に
、
ま
た
そ
れ
と
似
た
仕
方
で
繰
り
返
し

語
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
神
を
絶
対
的
自
己
関
係
的
存
在
と
し
て
理

解
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
内
在
的
」
三
一
論
も
、
神
的
自
己

関
係
の
言
明
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
言
明
は
十
字
架
の

言
葉
と
衝
突
す
る
。
後
者
は
、
神
は
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
た
め
に
彼
の
愛
す

る
子
を
犠
牲
に
し
た
（
ロ
ー
マ
八
・
三
二
。
三
・
一
六
を
参
照
）
と
語
っ
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
神
の
子
は
わ
た
し
の
た
め
に
ご
自
身
を
犠
牲
に
し
た
（
ガ

ラ
二
・
二
〇
）
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
犠
牲
は
、
そ
の
つ
ど
明
確
に
愛

の
行
為
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方

の
神
学
か
ら
み
る
と
、
愛
で
あ
る
神
は
、
絶
対
的
無
私
的
本
質
と
し
て
よ
り

よ
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
神
の
自
己
関
係
性
と
無
私
性
を
相
互
に
対
立
さ
せ
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、愛
の
本
質
を
捉
え
そ
こ
な
う
で
あ
ろ
う
。そ
れ
は
、 

│ 

た

し
か
に
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な 

│ 「
内
在
的
」
三
一
論
と
「
経
綸
的
」

三
一
論
の
対
置
と
同
じ
く
、
う
ま
く
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
神
の
自

己
関
係
性
と
無
私
性
を
、
神
の
内
部
の
愛
と
、
人
間
に
対
す
る
神
の
愛
を
、

し
た
が
っ
て
「
内
在
的
」
三
一
性
と
「
経
綸
的
」
三
一
性
を
、《
逆
説
》
と
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し
て
一
緒
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
く
神
の
愛
の
本
質
を
無
視
す

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
愛
に
お
い
て
は
、
無
私
性
と
自
己
関
係
性
は
矛

盾
し
な
い
。
愛
す
る
者
は
誰
で
も
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
自
己
関
係
性

と
無
私
性
は
む
し
ろ
愛
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
《
対
応
し
て
い
る
》。
前
述

の
と
お
り
、
ひ
と
は
こ
こ
で
も
、
神
に
つ
い
て
の
福
音
的
発
言
の
根
本
構
造

を
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
さ
ら
に
よ

り
大
き
な 

│ 

当
然
、
さ
ら
に
よ
り
大
き
な 

│ 

自
己
関
係
性
の
中
で
、

ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
「
さ
ら
に
よ
り
大
き
な 

│ 

当
然
、
さ
ら
に
よ
り
大
き
な 

│ 

自
己
関

係
性
の
た
だ
中
で
、
な
お
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
」
は
、
自
由
に
お

い
て
自
分
自
身
を
凌
駕
し
、
流
入
し
、
そ
し
て
贈
与
す
る
自
己
関
係
、
つ
ま

り
溢
れ
出
る 

│ 

他
者
の
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
彼
自
身
の
た

め
に
溢
れ
出
る 

│ 

存
在
の
純
粋
な
溢
れ
（Ü

ber
-fluß

）
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
愛
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
、
愛
で
あ
る
神
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
自
己
関
係
性
の
中
で
、
ま
す
ま
す
無
私
的
に
な
る

方
、
そ
し
て
《
そ
の
よ
う
に
し
て
》
溢
れ
出
る
方
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
存

在
を
高
め
る
方
で
あ
る
。
こ
の
洞
察
に
基
づ
く
と
き
、
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー

の
《「
経
綸
的
三
一
性
」
は
「
内
在
的
三
一
性
」
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た

真
で
あ
）
2
（る

》
と
い
う
命
題
に
、
無
条
件
で
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

命
題
は
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
イ
エ
ス
が
神
に
見
捨
て
ら
れ
、
そ
し
て
死
ん
だ

こ
と
（
マ
ル
コ
一
五
・
三
四
│
三
七
）
の
中
で
、神
ご
自
身
が
出
来
事
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
一
論
は
、
受
難
物
語
が
物
語
る
こ
と
を
、
概
念
を

用
い
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
二
二
節
を
参
照
）。

　
「
経
綸
的
」
三
一
性
は
「
内
在
的
」
三
一
性
で
あ
り
、
逆
も
真
で
あ
る
、

と
の
命
題
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
三
一
論
の
新
し
い
基
礎
づ
け
の
可
能
性

を
切
り
開
く
。
つ
ま
り
そ
れ
が
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
神
学
を
通
し

て
三
一
的
神
概
念
を
明
確
に
構
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ

り
、
三
一
論
の
古
典
的
形
態
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
よ
り
も
釈
義
的
問
題

領
域
を
よ
り
適
切
に
取
り
扱
う
よ
う
に
な
る
か
ぎ
り
に
お
い
て 

│ 

た
し

か
に
そ
の
古
典
的
形
態
も
暗
黙
の
う
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
十
分
に

表
現
し
よ
う
と
し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
が
。
し
か
し
明
白
な
理
論
的
基
礎
づ

け
は
、
そ
の
発
生
の
事
実
的
な
根
拠
が
示
唆
す
る
の
と
は
異
な
る
仕
方
で
遂

行
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、「
内
在
的
」
三
一
性
と
「
経
綸
的
」
三
一

性
の
分
離
が
、
し
か
も
「
外
に
向
か
う
神
の
業
の
絶
対
的
統
一

）
3
（性

」
が
過
度

に
強
調
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
生
じ
た
。
し
か
し
ゼ
ー
ベ
ル
ク
が
適
切
に

観
察
し
た
よ
う
に
、そ
れ
は
次
の
よ
う
な
「
思
想
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
ひ

と
は
、
具
体
的
現
実
の
中
に
神
の
全
く
統
一
的
な
業
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
三
一
的
な
も
の
は
神
性
の
内
在
的
生
の

う
ち
に
お
い
て
の
み
起
こ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
実
際
的
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

主
義
と
、
多
か
れ
少
な
か
れ
す
た
れ
た
学
派
的
形
式
と
し
て
の
三
一
思
想
の

特
徴
づ
け
に
貢
献
し
た
」。
そ
れ
ゆ
え
ゼ
ー
ベ
ル
ク
は
、
三
一
論
は
「
古
代
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の
基
礎
づ
け
と
は
異
な
る
理
論
的
基
礎
づ
け
を
必
要
と
す
）
4
（る
」
と
い
う
結
論

を
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
。
こ
こ
で
試
み
ら
れ
た
新
し
い
基
礎
づ

け
は
、も
ち
ろ
ん
、ゼ
ー
ベ
ル
ク
自
身
が
提
示
し
た
も
の
と
は
著
し
く
異
な
っ

て
い
る
。
た
し
か
に
偉
大
な
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
次
の
よ
う
な
考
え
を
も

ち
、そ
れ
を
明
確
に
「
重
要
な
も
の
」
と
し
て
説
明
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

「
神
は
キ
リ
ス
ト
と
キ
リ
ス
ト
教
会
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
教
会
の
教

理
の
あ
の
主
要
な
要
点
が
、
三
一
論
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
」
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
）
5
（る

。
し
か
し「
正
統
的
三
一
論
は
、

わ
れ
わ
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
意
識
に
関
す
る
諸
言
明
の
直
接
的
な
い
し

全
く
必
然
的
結
合
と
み
な
さ
れ
）
6
（る
」
と
い
う
こ
と
を
、
あ
え
て
主
張
す
る
者

は
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
神
学
全
体
に
お
け
る
伝
統
的

三
一
論
の
事
実
的
役
割
に
関
す
る
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
観
察
は
的
を
射
て

い
る
。
ま
さ
に
「
わ
れ
わ
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
意
識
」
一
般
が
「
教
会

の
教
理
」
の
基
準
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
わ
た
し
は
異
論

を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
ま
っ
た
く
反
対
で
あ
る
！　

し
か
し
判
断
基
準

と
原
理
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
が
三
一
論

か
ら
始
め
る
こ
と
が 

│ 

相
対
的
に 

│ 

ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
こ
と

は
、
特
に
、
十
字
架
の
神
学
の
可
能
性
に
対
す
る
よ
そ
よ
そ
し
さ
と
関
連
し

て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
・
シ
ュ
ル
）
7
（ツ
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
の
苦
し
み
の
解
釈
図
式
と
し
て
の
痛
み
の
古
代
的
解
釈
に
言
及
し
つ

つ
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
は
、 

│ 

し
か
し
ま
さ
に
改
革
派
の

神
学
者
で
あ
っ
た 

│ 

ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
派
の
人
間
に
よ
っ
て
高
次
の
秩
序

と
し
て
固
執
さ
れ
て
い
た
ア
パ
シ
ー
公
理
が
、
い
わ
ば
復
讐
し
て
い
る
﹇
訳

注
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
父
は
改
革
派
の
牧
師
で
あ
っ
た
が
、
敬
虔
派
に

転
じ
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
こ
の
父
の
勧
め
で
ニ
ー
ス
キ
ー
に
あ
る
ヘ

ル
ン
フ
ー
ト
派
の
大
学
予
備
校
で
学
ん
だ
﹈。
し
か
し
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー

を
批
判
す
る
代
わ
り
に
、
こ
こ
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
よ
っ
て
た
し

か
に
的
確
に
知
覚
さ
れ
、カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
カ
ー
ル
・
ラ
ー

ナ
ー
に
よ
っ
て
も
新
し
く
確
認
さ
れ
、
そ
し
て
批
判
さ
れ
た
事
情
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
三
一
論
」
は
た
し
か
に
教
会
の
典
礼
に
尊
敬
さ

れ
た
独
自
な
生
を
導
入
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
意
識
を

ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
規
定
し
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
有
神
論
の
終
焉

に
よ
っ
て
初
め
て
、
た
し
か
に
初
め
て
新
し
く
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
、
そ

し
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
三
一
論
の
実
存
論
的
妥
当
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が

徐
々
に
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ

ハ
ー
は
次
の
こ
と
に
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
福
音
主
義
教
会
が

確
立
さ
れ
る
際
に
、
こ
の
教
理
に
新
し
く
手
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
わ
れ
わ
れ
も
、
こ
の
教
理
を
完
結
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
…
… 

差
し
迫
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
最
初
に
戻
っ
て
、
改
革
す
る

こ
）
8
（と
」
に
違
い
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
偉
大
な
対
蹠
者
で
あ
り
尊
敬

者
で
あ
る
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
、
特
に
彼
の
『
教
会
教
義
学
』
の
最
終
巻
で

展
開
し
た
以
上
に
、
こ
の
た
め
に
尽
力
し
た
ひ
と
は
い
な
い
。
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今
や
、
三
一
論
が
ど
の
よ
う
に
神
の
受
難
物
語
を
概
念
化
し
て
い
る
の

か
を
少
な
く
と
も
手
始
め
に
定
式
化
す
る
前
に
、
伝
統
的
神
論
の
ア
ポ
リ
ア

が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
に
し
て
克
服
さ
れ
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
デ
カ
ル
ト
の
意
図
に
反
す
る
、
神

の
本
質
と
神
の
実
存
の
不
可
避
的
分
割
と
し
て
現
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
愛

と
し
て
理
解
さ
れ
た
神
は
、
単
な
る
「
理
性
的
区
別
」
と
し
て
の
神
の
本
質

と
神
の
実
存
の
区
別
と
い
う
も
の
を
決
し
て
認
め
な
い
。
愛
は
、
存
在
す
る

も
の
（Seienden

）
の
《
本
質
》
と
し
て
そ
の
《
実
存
》
か
ら
決
し
て
区
別

さ
れ
な
い
。
愛
で
あ
る
神
は
、
ま
さ
に
そ
の
実
存
に
お
い
て
こ
の
彼
の
本
質

と
徹
頭
徹
尾
一
致
す
る
。
神
の
実
存
は
神
の
本
質
で
あ
る
。
三
一
論
は
こ
の

こ
と
を
正
確
に
定
式
化
し
て
い
る
。
三
一
論
は
、
愛
で
あ
る
神
の
本
質
を
、

諸
関
係
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る
本
質
と
し
て
、
ま
た
神
の
本
質
を
構
成
す
る

諸
関
係
を
、
神
の
実
存
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
こ
と
を
行
っ
て

い
）
9
（る

。し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

神
は
、
そ
の
存
在
を
ご
自
身
か
ら
関
係
づ
け
る
よ
う
な
仕
方
で
、
自
ら
を
ご

自
身
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
自
か
ら
愛
す
る
方
で
あ
る
。
神
学
的
伝

統
は
神
の
存
在
の
こ
の
様
式
を
、聖
書
と
の
関
連
で
《
父
な
る
神
》
と
呼
ぶ
。

し
か
し
自
分
か
ら
愛
す
る
こ
と
は
、
こ
の
愛
を
い
つ
も
た
し
か
に
受
け
入
れ

る
愛
さ
れ
る
方
と
の
関
係
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
自
分
か
ら
愛
す
る
方

は
、
い
つ
も
す
で
に
、
愛
さ
れ
る
方
、
す
な
わ
ち
《
神
の
子
》
と
関
係
づ
け

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
今
や
新
約
聖
書
は
、
常
に
人
間
と
そ
の
世
界
と
の
厳
し
い
関
係
に

お
け
る
神
の
愛
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
愛
で
あ
る
、
神
の
内
部
に
お
け
る

自
己
関
係
性
は
、し
た
が
っ
て
、神
に
対
抗
す
る
全
く
の
他
者
と
の
、 

│ 

し

た
が
っ
て
創
造
さ
れ
る
べ
）
10
（き 

│ 

人
間
存
在
と
の
、
神
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

関
係
性
と
し
て
出
来
事
に
な
る
。
人
間
と
の
神
の
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
関
係

性
は
、
彼
の
最
も
固
有
な
も
の
（das E

igensten

）
の
犠
）
11
（牲
の
中
で
、
つ
ま

り
子
を
死
へ
と
派
遣
す
る
こ
と
の
中
で
啓
示
さ
れ
る
。
神
の
存
在
の
こ
の
無

私
性
の
中
で
、
神
の
存
在
の
自
己
関
係
性
が
終
る
の
で
は
な
く
、
最
高
の
も

の
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
実
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
約
聖
書
の
理
解
に

よ
る
と
、
父
が
子
を
犠
牲
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
子
が
ご
自
身
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
の
中
で
ま
ず
第
一
に
明
ら
か
に
な
）
12
（る
。
子
は
犠
牲
の
対
象
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
主
体
で
も
あ
）
13
（る

。
子
は
、
父
を
通
し
て
犠
牲
を
彼
の
自
己

犠
牲
と
し
て
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順
で

あ
り
」（
フ
ィ
リ
二
・
八
）、
父
と
最
も
深
く
関
係
づ
け
ら
れ
る
。

　

ま
さ
に
神
が
人
間
に
な
る
と
い
う
《
無
私
性
》
の
中
で
、 

し
た
が
っ
て
凌

駕
し
が
た
い
仕
方
で
、神
の
神
性
の
自
己
関
係
性
が
出
来
事
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
の
発
言
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
な

る
神
と
並
ぶ
第
二
の
も
の
で
は
な
く
、
神
の
神
性
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
経
綸
的
」
三
一
性
は
「
内
在
的
」
三
一
性
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
正
し
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い
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
は
キ
リ
ス
ト
教
の

神
概
念
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
神
の
永
遠
な
る
子
の
犠
牲
は
、
こ
の
十
字
架

に
つ
け
ら
れ
た
人
間
イ
エ
ス
の
時
間
的
実
存
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
中
に
神
の
愛
が
現
れ
た
（
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

四
・
九
）。
な
ぜ

な
ら
神
の
愛
は
彼
の
中
で
出
来
事
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
十
字
架
に

つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
は
、
彼
が
神
と
神
を
区
別
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
概
念
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
神
が
人

間
に
な
る
こ
と
は
、
子
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
罪
と
呪
い
と
さ
れ
る
と
い
う

神
に
よ
る
過
酷
な
見
捨
て
に
ま
で
至
る
こ
と
と
し
て
、
真
剣
に
受
け
と
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
）
14
（る
。
こ
こ
で
は
、
神
と
神
と
の
区
別
を
、
罪
人
に
対
す
る
神

の
《
怒
り
》
と
し
て
主
張
す
る
律
法
の
こ
の
上
な
い
過
酷
さ
な
し
に
、
福
音

は
存
在
し
な
い
。
律
法
の
こ
の
厳
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
福
音
の
喜
び
の
た
め
に

の
み
存
在
す
る
。
神
の
怒
り
は
神
の
愛
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る 

│ 

こ

の
神
の
愛
は
、
神
と
神
の
区
別
の
中
に
も
存
在
す
る
、
し
か
も
そ
れ
が
隠
さ

れ
る
と
き
に
も
、
ま
た
「
十
字
架
上
で
、
一
歩
も
退
く
こ
と
な
く
、
全
く
歪

ん
だ
形
の
無
私
性
に
身
を
委
ね

）
15
（る
」
と
き
に
も
、
神
と
神
の
区
別
の
中
に
存

在
す
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
に
基
づ
く
神
と
神
の
区
別

に
よ
っ
て
、
古
典
的
神
論
を
た
し
か
に
大
幅
に
修
正
し
た
。
な
ぜ
な
ら
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
神
と
神
の
区
別
に
よ

り
、
絶
対
性
の
公
）
16
（理

、
そ
れ
と
共
に
ア
パ
シ
ー
の
公
）
17
（理

、
そ
し
て
不
変
性
の

公
）
18
（理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
概
念
に
と
っ
て
不
適
切
な
公
理
と
し
て
破
壊
さ

れ
た
か
ら
で
あ
）
19
（る

。
律
法
と
福
音
の
区
別
は
こ
れ
を
必
要
と
す

）
20
（る

。
愛
で
あ

る
神
は
苦
し
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
有
限
な
人
間
の
た
め

に
そ
の
最
も
固
有
な
も
の
を
犠
牲
に
す
る
中
で
、
無
限
に
苦
し
む
こ
と
は
、

ル
タ
ー
の
キ
リ
ス
ト
論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
通
し
て
訓
練
さ
れ
た
新
し
い

神
学
の
放
棄
し
え
な
い
認
識
で
あ
る
。
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
と
同
一
で

あ
る
神
の
み
が
わ
れ
わ
れ
に
神
の
愛
と
、
し
た
が
っ
て
神
ご
自
身
を
確
信
さ

せ
る
の
で
あ

）
21
（る

。

第
二
四
節　

霊
の
出
来
事
と
し
て
の
神

　

わ
れ
わ
れ
が
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
に
直
面
し
、
愛
で
あ
る
神
を

《
確
信
す
る
よ
う
に
な
る
》
こ
と
は
、
し
か
し
今
や
再
び
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
概
念
そ
れ
自
体
に
関
わ
る
問
題
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
二
重

の
仕
方
で
含
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
も
し
も
愛
が
、
な
お
ま
す
ま
す
大
き

く
な
る
自
己
関
係
性
に
お
け
る
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
人
格
に
お
け
る
そ
の
最
も
固
有
な
も
の

を
犠
牲
に
す
る
神
を
念
頭
に
置
く
と
、
次
の
よ
う
な
差
し
迫
っ
た
問
い
が
生

じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
神
は
そ
れ
に
よ
り
彼
の
最
も
固
有
な
も
の
を
奪
わ
れ

た
の
か
ど
う
か
、
し
た
が
っ
て
神
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
の
か
ど
う
か
と
い

う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
神
は
死
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
問
い
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
自

分
自
身
を
放
棄
す
る
神
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
別
の
問
い

で
あ
る
。
も
し
も
神
の
無
私
性
が
同
時
に
神
ご
自
身
を
問
い
に
付
す
恐
れ
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
神
の
犠
牲
は
同
時
に
人
間
の
神
関
係

を
疑
問
に
付
す
恐
れ
が
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
基
づ
き
、

わ
れ
わ
れ
は
、
愛
で
《
あ
る
》
神
に
つ
い
て
語
る
代
わ
り
に
、
愛
で
《
あ
っ

た
》
神
に
つ
い
て
語
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、

ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
「
世
界
に
関
す
る
死
ん
だ
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
、
つ
ま
り

神
は
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
引
用
さ
れ
、
そ
し
て
「
宇
宙
の
広
い
墓
の
中

で
、
だ
れ
も
が
な
ん
と
孤
独
で
あ
る
こ
と
か
」
と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
《
も
し
も
》そ
う
だ
と
し
た
ら
、こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
諸
々
の
熟
考
は
、

事
実
、
無
用
な
、
そ
し
て
不
必
要
で
骨
の
折
れ
る
営
み
、
つ
ま
り
自
分
自
身

を
ば
か
ば
か
し
さ
へ
と
導
く
た
め
に
だ
け
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
営

み
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、た
と
え
よ
り
高
次
の
秩
序
に
お
い
て
で
あ
れ
、フ
ォ

イ
ア
バ
ッ
ハ
は
正
し
く
戦
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
で
そ
も
そ
も
神
に
つ
い
て
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
愛
に
つ

い
て
本
当
に
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
苦
し
み
の
歴
史
で
あ
り
、ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
と
す
る
愛
の
歴
史
は
、

ニ
ー
チ
ェ
が
快
楽
に
つ
い
て
主
張
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
は
永
遠
を
欲
す

る
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
良
く
当
て
は
ま
る
愛
の
本
質
に
矛
盾
す
る
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
愛
に
対
す
る
喜
び
は
愛
に
属
す
）
1
（る
。
そ
し
て
愛
の
力

に
対
す
る
信
仰
は
愛
の
無
力
の
経
験
に
属
す
る
。

　

新
約
聖
書
は
、
事
実
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
難
物
語
、
神
の
犠
牲
の

物
語
を
嘆
き
と
し
て
物
語
っ
て
は
い
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架

に
対
応
す
る
の
は
、
讃
美
と
感
謝
の
歌
で
あ
っ
て
嘆
き
の
歌
で
は
な
い
、
希

望
で
あ
っ
て
あ
き
ら
め
で
は
な
い
。
希
望
、
讃
美
、
感
謝
は
、
神
に
向
け
ら

れ
て
い
る
。
神
と
神
を
区
別
す
る
よ
う
に
強
制
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

死
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
基
づ
き
次
の
こ
と
が
経
験
さ
れ
た
と

き
に
初
め
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
死
の
中
で
、
そ
れ
以
上
考
え
ら

な
い
ほ
ど
大
き
な
区
別
を
も
っ
て
、
別
々
に
現
れ
る
、
父
と
子
の
存
在
様
式

が
、
そ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
も
う
一
度
相
互
に
新
し
く
関
係

づ
け
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
《
聖
霊
に
お
い
て
》
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
聖
霊
は
、
父
と
子
と
並
ぶ
第
三
の
神
的
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
父
と
子

の
諸
関
係
の
間
の
関
係
、
し
た
が
っ
て
諸
関
係
の
関
係
で
あ
る
、
そ
し
て
そ

の
か
ぎ
り
で
神
と
神
の
永
遠
に
新
し
い
関
係
で
あ
る
。
神
と
神
の
こ
の
《
永

遠
に
新
し
い
》
関
係
は
、キ
リ
ス
ト
論
的
に
は
死
者
か
ら
の
復
活
を
意
味
し
、

ま
た
存
在
論
的
に
は
愛
そ
れ
自
体
の
存
在
で
あ
る
。
神
は
、
犠
牲
に
す
る
父

と
犠
牲
に
さ
れ
る
子
の
《
統
一
性
》
に
お
い
て
初
め
て
、
愛
す
る
者
と
愛
さ

れ
る
者
の
関
係
に
お
け
る
愛
そ
れ
自
体
で
《
あ
る
》
犠
牲
の
出
来
事
で
あ
る
。

父
と
子
か
ら
発
出
す
る
《
霊
》
は
、そ
れ
が
区
別
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、

神
の
存
在
の
統
一
性
を
愛
そ
れ
自
体
で
あ
る
出
来
事
と
し
て
構
成
す
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
神
と
人
間
の
最
も
根
本
的
な
区
別
に
関
わ
っ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
た
し
か
に
人
間
の
間
に
は
愛
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す

で
に
述
べ
た
と
お
り
、
人
間
自
身
は
決
し
て
愛
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
愛
で

あ
る
人
間
と
い
う
も
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
諸
関
係
の
関
係
と
し
て
の
神
の

霊
の
み
が
愛
の
存
在
を
出
来
事
と
し
て
構
成
す
る
。

　

こ
の
出
来
事
と
な
る
愛
が
初
め
て
神
性
の
本
質
を
構
成
す
る
。そ
の
結
果
、

ひ
と
は
三
つ
の
神
的
諸
関
係
の
中
で
、
つ
ま
り
自
分
か
ら
愛
す
る
父
、
す
で

に
い
つ
も
愛
さ
れ
、
そ
し
て
愛
す
る
子
、
霊
で
あ
る
、
父
と
子
の
間
の
愛
の

い
つ
も
新
し
い
出
来
事
の
中
で
初
め
て
、
神
的
本
質
と
神
的
実
存
の
完
全
な

同
一
性
を
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
愛
で
あ
る
三
一
的
な
神
の
概
念
は
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
永
遠
な
る
神
が
ご
自
身
の
将
来
で
あ
る
永
遠
の
新
し
さ
を
含
意
し

て
い

）
2
（る

。
神
と
愛
は
決
し
て
古
く
な
ら
な
い
。
そ
の
存
在
は
現
臨
し
、
し
か

も
到
来
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
よ
り
、
神
の
、
な
お
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私

性
に
お
け
る
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
の
か
。
神
は
最
も
洗
練
さ
れ
た
エ
ゴ
イ
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
嫌
疑
は
正
し
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

神
を
ま
ず
、
愛
で
《
あ
る
》
方
と
し
て
規
定
す
る
「
愛
の
絆
」
が
存
在
し
な

い
と
し
た
ら
、
し
た
が
っ
て
神
の
聖
霊
が
同
時
に
、
そ
の
中
で
、
ま
た
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
、
神
が
ご
自
身
を
人
間
に
関
係
づ
け
る 

│ 

そ
の
結

果
、
人
間
は
神
の
愛
の
出
来
事
の
中
に
効
果
的
に
取
り
込
ま
れ
る 

│ 《
賜

物
》
で
な
い
と
し
た
ら
。
神
と
異
な
る
他
者
の
た
め
の
父
と
子
の
無
私
的
区

別
に
《
基
づ
い
て
》
の
み
、
神
と
神
の
《
永
遠
に
新
し
い
》
関
係
と
し
て
の

神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
永
遠
な
る
神
は
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体

人
間
に
関
わ
っ
て
い
る
。
聖
霊
に
お
い
て
無
私
な
る
神
と
、
自
分
自
身
に
夢

中
に
な
っ
て
い
る
人
間
が
次
の
よ
う
な
仕
方
で
出
会
う
。
つ
ま
り
神
と
神
の

間
の
愛
の
永
遠
に
新
し
い
関
係
が
、
人
間
を
効
果
的
に
取
り
込
む
よ
う
な
仕

方
で
。
こ
こ
で
も
「
内
在
的
」
三
一
性
は
「
経
綸
的
」
三
一
性
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
妥
当
す
る
。
愛
で
あ
る
、
父
と
子
の
間
の
永
遠
に
新
し
い
関
係

は
、
し
た
が
っ
て
神
の
無
私
性
を
修
正
せ
ず
に
、《
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
》

そ
の
効
力
を
生
じ
さ
せ
）
3
（る
。《
そ
れ
ゆ
え
に
》
霊
の
永
遠
に
新
し
い
関
係
を

通
し
て
、
父
と
子
の
対
向
に
引
き
込
ま
れ
た
人
間
に
、
人
間
自
身
が
新
し
く

な
る
、
つ
ま
り
誰
も
が
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
新
し
い
被
造
物
で
あ
る
（
Ⅱ
コ

リ
五
・
一
七
）
と
い
う
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
神

の
愛
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
、
ひ
と
は
神
を
《
確
信
》
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
神
の
確
実
性
は
、
人
間
の
意
識
の
状
態
で
は

な
く
、
そ
れ
に
よ
り
神
が
わ
れ
わ
れ
を
把
握
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て
そ
の
中

で
各
人
が
神
に
よ
っ
て
完
全
に
把
握
さ
れ
る
、
愛
の
炎
に
よ
る
、
す
べ
て
の

人
間
的
関
係
の
更
新
の
出
来
事
、
つ
ま
り
も
ち
ろ
ん
そ
の
人
間
の
意
識
を
も

含
む
出
来
事
で
あ
る
。こ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
も
ち
ろ
ん
人
間
の《
言
葉
》、

つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語
を
、
す
べ
て
の
人
間
と
共
な
る
神
の
物

語
と
し
て
物
語
る
こ
と
に
よ
り
、三
一
の
神
を
言
葉
で
表
す
人
間
の
《
言
葉
》
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で
あ
る
。第

二
五
節　

世
界
の
秘
密
と
し
て
の
三
一
の
神

一
　

い
ま
だ
か
つ
て
神
を
見
た
者
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は

聖
書
だ
け
で
は
な
い
（
ヨ
ハ
ネ
一
・
一
八
、六
・
四
六
、
Ⅰ
テ
モ
六
・
一
六
、
Ⅰ

ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

四
・
一
二
）。
こ
れ
は
、
誰
で
も
自
分
自
身
で
知
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

ひ
と
が
神
の
不
可
視
性
の
《
経
験
》
を
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、

神
の
よ
う
な
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い 

│ 
ひ
と
は
お
そ
ら
く
こ
の

よ
う
に
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
い 

│ 

と
い
う
《
経
験
抜
き
の
》
確
認
で
、

ひ
と
が
満
足
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
別
の
こ
と
で
あ

る
。
第
二
の
場
合
、
神
の
不
可
視
性
は
、
神
の
経
験
不
可
能
性
の
抽
象
的
主

張
と
な
り
、
他
方
、
第
一
の
場
合
、
神
の
不
可
視
性
は
、
神
と
の
経
験
の
根

本
構
造
に
属
し
て
い
る
。
い
ま
だ
か
つ
て
神
を
見
た
者
は
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
陳
腐
な
仕
方
で
無
神
論
へ
の
導
入
と
し
て
提
示
さ
れ
る
正
当
性
と
し

て
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
議
論
の
余
地
の
な
い
真
理
は
、

神
へ
の
信
仰
の
本
来
的
試
金
石
に
も
な
り
う
る
。
こ
の
句
は
た
し
か
に
正
し

い
。
し
か
し
諸
々
の
霊
は
そ
の
正
当
性
の
点
で
分
か
れ
る
。
こ
の
句
は
、
神

の
絶
対
的
不
明
性
（U

nbekanntheit

）
の
確
認
と
し
て
、
神
に
反
対
す
る

議
論
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る 

―
― 

そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
少

な
く
と
も
、
あ
る
神
が
存
在
す
る
と
い
う
可
能
性
を
通
し
て
相
変
わ
ら
ず
不

安
が
現
れ
て
く
る
。
た
と
え
そ
の
ひ
と
が
そ
の
可
能
性
を
通
し
て
神
の
よ
う

な
も
の
に
よ
っ
て
真
剣
に
、
し
か
も
は
な
は
だ
し
く
不
安
に
さ
せ
ら
れ
て
い

な
い
と
し
て
も
、
彼
は
す
で
に
心
の
中
で
「
神
は
い
な
い
！
（
詩
一
四
・
一
、

五
三
・
二
を
参
照
）」
と
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
あ
の
疑
い
も

な
く
正
し
い
句
は
、
そ
れ
な
し
に
は
神
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
も
、
経
験
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
、
真
理
の
最
も
鋭
い
表
現
で
も
あ
り
う
る
。
い
ま
だ
か

つ
て
神
を
見
た
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
神
の
不
明
性
の

確
認
で
は
な
く
、
世
界
の
諸
制
約
の
も
と
に
お
け
る
神
の
周
知
の
存
在

（B
ekanntsein

）
の
根
本
的
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
神

の
啓
示
と
熟
知
性
（B

ekanntheit

）
の
問
題
化
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
こ
の
啓
示
の
具
体
的
形
態
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い

ま
だ
か
つ
て
神
を
見
た
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
秘
密
と
い
う
概
念
に

よ
っ
て
最
も
適
切
に
言
い
換
え
ら
れ
る
積
極
的
啓
示
の
た
め
の
否
定
的
表
現

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
諸
研
究
は
、
神
の

不
可
視
性
の
こ
の
理
解
か
ら
出
発
し
た
。
こ
の
理
解
を
解
明
し
、
そ
の
十
分

な
根
拠
づ
け
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ

た
目
標
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
神
を
世
界
の
秘
密
と
し
て
考
え
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

神
の
不
可
視
性
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
不
可
視
性
を
神
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の
原
理
的
不
明
性
の
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
非
キ
リ
ス
ト
者

に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
者
の
場
合
の
熟
知
性
と
対
立
す
る
神
の
不
明
性
と
い

う
意
味
で
、
こ
の
不
明
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
理
由
は
た
し
か
に
次
の
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
際
ひ
と
は
、

世
界
に
お
け
る
神
の
不
明
性
に
非
常
に
簡
単
に
魅
了
さ
れ
、そ
れ
に
固
着
し
、

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
神
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
発
言
に
課

さ
れ
る
諸
課
題
を
、
最
終
的
に
そ
の
不
明
性
か
ら
規
定
す
る
か
ら
で
あ

）
1
（る

。

神
の
不
可
視
性
は
、
む
し
ろ
神
の
「
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
」（B

ekannt-

schaft 

﹇
面
識
﹈）
の
経
験
か
ら
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
経
験
の
地

平
に
お
い
て
、
い
ま
だ
か
つ
て
神
を
見
た
者
は
い
な
い
と
い
う
真
理
は
、
初

め
て
そ
の
究
極
的
鋭
さ
を
獲
得
す
る
。

　

事
実
、
特
徴
的
な
の
は
、
神
の
不
明
性
と
、
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
の
新
約
聖
書
の
諸
言
明
が
、
一
貫
し
て
、
神
の
熟
知
性
を
よ
り
正
確
に
、

そ
し
て
鋭
く
規
定
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
タ
イ

一
一
・
二
七
の
ヨ
ハ
ネ
的
な
感
じ
を
抱
か
せ
る
言
葉
は
、
子
だ
け
が
父
を
知

り
、
し
た
が
っ
て
ひ
と
は
子
を
通
し
て
だ
け
父
を
知
る
と
い
う
真
理
の
よ
り

正
確
な
規
定
を
主
張
す
る
以
外
に
、
誰
も
父
な
る
神
を
知
ら
な
い
と
い
う
疑

う
余
地
の
な
い
正
し
さ
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
マ
タ
イ
一
一
・
二
八

に
も
直
ち
に
、
疲
れ
、
そ
し
て
重
荷
を
負
う
す
べ
て
の
人
び
と
に
対
す
る
子

の 

│ 

元
来
は
お
そ
ら
く
独
立
し
た 

│ 

偉
大
な
招
き
が
続
い
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
子
を
通
し
て
父
を
知
る
と
は
、
救
い
に
み
ち
た
緊
張
緩
和
を
見
い

だ
す
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。ヨ
ハ
ネ
一
・
一
八
と
六
・
四
六
以
下
は
、

神
な
る
父
の
一
般
的
不
明
性
と
、
子
に
お
け
る
、
ま
た
子
を
通
し
て
の
わ
れ

わ
れ
に
お
け
る
、
彼
の
さ
ら
に
大
き
な
具
体
的
で
正
確
な
熟
知
性
と
の
間
の

同
じ
弁
証
法
を
主
張
し
て
い
る
。
Ⅰ
テ
モ
テ
六
・
一
三
│
一
六
は
、
最
終
的

に
た
し
か
に
神
に
つ
い
て
、
神
は
、「
近
寄
り
が
た
い
光
の
中
に
住
ま
わ
れ

る
方
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
言
明
は
、
信
仰
者
と
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
指
示
の
結
び
つ
き
を
ま
す
ま
す
強
化
す
る
た
め
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
歴
史
的
（
一
三
節
）、
そ
し
て
と
く
に
終
末
論
的
（
一
四
節
）
出
現

を
神
ご
自
身
の
業
と
し
て
評
価
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
神
を
見
た
者
は
い
な
い
と
い
う
句
と
内
容
的
に
近
い
他
の
諸

言
明
に
も
当
て
は
ま
る
。

　

神
の
不
可
視
性
の
否
定
的
経
験
は
、
し
た
が
っ
て
神
の
自
己
伝
達
の
積
極

的
経
験
の
増
大
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
の
否
定
的
経

験
が
こ
の
積
極
的
経
験
の
問
題
化
と
し
て
も
実
際
に
起
こ
る
こ
と
を
決
し
て

排
除
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
神
経
験
に
基
づ
き
、
可
能
な
非
存

在
の
経
験
に
関
わ
っ
て
い
）
2
（る
。
こ
の
経
験
は
、
決
定
的
に
克
服
さ
れ
た
非
存

在
の
経
験
と
し
て
出
来
事
に
お
い
て
具
体
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、《
克

服
さ
れ
た
》
非
存
在
の
経
験
と
し
て
い
つ
も
抽
象
的
に
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で

な
い
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的
根
本
経
験
の
明
白
性
と
不
可
逆
性
も
そ
れ
ぞ
れ

の
時
間
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
そ
の
中
で
可
能
な
非
存
在
の
経
験
が
わ

れ
わ
れ
を
《
脅
か
す
》
別
の
時
間
に
よ
っ
て
交
代
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
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し
か
も
そ
の
際
、
そ
れ
に
よ
り
真
の
存
在
と
い
う
点
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
侵

害
さ
れ
ず
に
、
交
代
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
わ
れ
わ
れ
の
諸
々
の
根
本

経
験
の
実
存
的
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
も
の
の
真

理
性
を
決
定
し
な
い
。
そ
し
て
ま
た 

│ 

そ
し
て
ま
さ
に
！ 

│ 

経
験
に

関
し
《
絶
対
的
》
重
要
性
を
要
求
す
る
経
験
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
を
も
っ
て

い
）
3
（る
。
し
た
が
っ
て
人
間
を
《
試
み
る
》
神
の
不
可
視
性
の
経
験
も
、
そ
の

中
で
神
の
不
可
視
性
が
そ
の
自
己
伝
達
の
経
験
の
増
加
と
し
て
現
れ
、
そ
の

結
果
、
神
の
不
可
視
性
の
経
験
が
そ
の
よ
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
神
へ
の
確
信
を
破
棄
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
神
の
不

可
視
性
は
、
積
極
的
事
態
の
否
定
的
側
面
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
を
世

界
の
秘
密
と
呼
ん
だ
と
き
、
こ
の
事
態
を
言
い
直
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
神
は
、
世
界
へ
《
到
来
す
る
》
か
ぎ
り
で
、
世
界
の
秘
密
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
が
世
界
へ
到
来
す
る
と
は
、
世
界
に
と
っ
て
、

世
界
が
決
し
て
自
ら
自
分
を
《
も
ち
》
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
例
え
ば
、
人
間
に
は
な
お
何
か
つ
け
加
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
人
間
が
全
く
完
全
で
す
べ
て
を
も
っ
て
い
る

と
し
て
も
、 

こ
の
人
間
は
自
分
自
身
を
所
有
し
て
い
な
い
。
彼
は
自
分
を

も
っ
て
い
な
い
。
世
界
も
ま
た
自
分
を
も
た
ず
、
自
分
自
身
を
所
有
し
て
い

な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
欠
乏
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
た
し
か
に
、
自
己
所
有

の
不
可
能
性
が
欠
乏
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
誤
解
さ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
「
あ
る
我
（ein Ich

）」 

が
、
次
の
よ
う
な

理
由
で
、
つ
ま
り
「
他
の
我
（ein anderes Ich

）」
が
、
い
つ
も
「
あ
る
我
」

に
た
だ
《
つ
け
加
わ
る
》
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仕
方
で
、
こ
の
「
あ
る
我

に
」《
属
し
て
い
る
》
と
い
う
理
由
で
、
自
分
自
身
を
所
有
し
て
い
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
は
欠
乏
以
外
の
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
反
対

に
、「
他
の
我
」
が
も
は
や
つ
け
加
わ
っ
て
属
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
仕
方
で
、
自
分
自
身
を
も
つ
可
能
性
は
、
欠
乏
と
し
て
非
難
さ
れ
る
に
ち

が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
世
界
を
視
野
に
入
れ
る
場
合
に
も
、
神
が
、
そ
の

人
間
性
に
お
い
て
世
界
へ
到
来
す
る
方
で
あ
る
《
が
ゆ
え
に
》、
世
界
が
自

分
自
身
を
も
た
な
い
と
き
、
世
界
が
自
分
自
身
を
所
有
で
き
な
い
と
き
、
そ

れ
は
世
界
の
欠
乏
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
神
が
世
界
へ
到
来
し
、
そ
の
よ
う

に
し
て
世
界
の
秘
密
で
あ
る
と
き
、
語
ら
れ
て
い
る
の
は
欠
乏
で
は
な
く
、

世
界
と
そ
の
中
に
い
る
人
間
の
栄
誉
（A

uszeichnung

）
で
あ
る
。
世
界
が

自
分
自
身
を
も
た
な
い
こ
と
を
通
し
て
、
神
が
何
か
必
然
的
な
も
の
に
な
る

の
と
同
様
に
、世
界
は
、神
が
世
界
へ
到
来
す
る
こ
と
を
通
し
て
、そ
の
諸
々

の
能
力
と
可
能
性
の
点
で
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
双
方
の
方
向
性
の

う
ち
に
は
依
然
と
し
て
、
神
は
必
然
性
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が

み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
神
が
世
界
へ
到
来
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
の
諸
条
件
の
も
と

で
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
も
し
も
こ
の
こ
と
を
見
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
は
一
方
で
こ
の
世
の
終
り
を
要
請
す
る
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
神
の
神
的
顕
現
様
式
は
こ
の
世
界
の
諸
々
の
可
能
性
を
凌
駕
す
る
か
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ら
で
あ
る 

│ 

こ
の
世
界
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
時
間
と
空
間
へ
と
、
そ

れ
ゆ
え
時
間
の
中
で
も
再
び
種
々
の
時
制
へ
と
分
か
れ
て
行
）
4
（き

、
そ
れ
ゆ
え

永
遠
の
神
を
、
永
遠
の
、
す
な
わ
ち
神
の
方
法
で
出
現
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
も
し
も
《
こ
の
よ
う
な
》
出
現
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、そ
れ
は
、

そ
の
出
現
を
通
し
て
起
こ
る
世
界
の
止
揚
と
し
て
の
み
で
あ
ろ

）
5
（う
。
し
か
し

ひ
と
は
他
方
で
、
も
し
も
世
界
が
神
の
目
に
見
え
る
到
来
に
よ
っ
て
終
ら
な

い
と
す
れ
ば
、「
神
の
世
界
へ
の
到
来
」
を
不
気
味
な
出
現
へ
と
変
造
す
る

で
あ
ろ
う
。
幽
霊
が
つ
け
加
わ
る
が
、そ
の
場
面
に
は
属
さ
な
い
。
そ
れ
は
、

属
さ
な
い
も
の
と
し
て
そ
こ
に
い
る 

│ 

こ
れ
は
関
連
の
な
い
付
加
で
あ

り
、
ど
ん
な
点
か
ら
み
て
も
正
常
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
神
は
、
次
の

よ
う
な
仕
方
で
世
界
へ
到
来
す
る
。
神
は
世
界
に
付
加
的
に
属
す

る 

│ 

つ
ま
り
神
は
、
世
界
を
、
神
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、「
彼
の
所
有

物
」（
ヨ
ハ
ネ
一
・
一
一
）
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
に
付
加
的

に
属
す
る
。
闇
の
中
に
輝
く
光
が
、
ま
さ
に
闇
を
明
る
く
す
る
こ
と
に
よ
り

こ
の
闇
を
「
彼
の
所
有
物
」 

と
し
て
要
求
す
る
よ
う
に
、
世
界
が
根
本
か
ら

新
し
く
規
定
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
こ
の
世
界
は
、
神
に
属
す
る
も
の
と
し

て
体
験
可
能
に
な
る
。
た
し
か
に
闇
が
闇
と
し
て
、
そ
の
中
に
輝
く
光
を
自

分
自
身
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
界
が

神
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
闇
を
明
る

く
す
る
光
は
、
闇
の
終
り
で
あ
る 

│ 

神
と
し
て
顕
現
す
る
神
は
、
世
界

の
終
り
で
あ
る
よ
う
に
。
し
た
が
っ
て
神
が
神
的
な
方
法
で
顕
現
し
な
い
と

す
れ
ば
、「
神
の
世
界
へ
の
到
来
」
が
《
目
に
見
え
な
い
》
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
積
極
的
な
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
到
来
が
、
世
界
の
終
り
の
代
わ
り
に
世

界
の
方
向
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
不
可
視
性
に
つ
い
て
の
発
言
の
本
来
の

内
容
領
域
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
世
界
は
終
り
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
に
よ
っ
て
神

の
被
造
物
と
し
て
新
し
く
要
求
さ
れ
、
そ
し
て
正
さ
れ
る
。
そ
の
要
点
は
、

世
界
へ
到
来
し
つ
つ
あ
る
神
の
不
可
視
性
で
あ
る
。そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は「
世

界
へ
到
来
し
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
、
そ
の
日
常
語
の
意
味
で
正
確
に

受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
神
は
《
人
間
と
し
て
》
世
界
へ

到
来
さ
れ
た
。
神
は
、
こ
の
人
間
と
し
て
目
に
見
え
る
も
の
に
な
っ
た
。
神

は
、
こ
の
人
間
と
し
て
世
界
に
属
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
世
界
は
神
に
属

す
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
世
界
が
自
分
自
身
を
所
有
せ
ず
、
そ
し
て

わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
を
も
た
な
い
こ
と
を
表
す
た
め
の
、
世
界
を
特

徴
づ
け
る
根
拠
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
も
た
ず
に
、
し
た
が
っ
て
自
分
自
身

を
所
有
せ
ず
に
、
存
在
す
る
こ
と
、
し
か
し
存
在
し
な
い
こ
と
で
は
な
く
、

そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と 

│ 

こ
れ
が
、
被
造
的
実
存
の
秘
密
の
質
料
的
内

容
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
同
一
性
に
お
い
て
、
神
は
世
界
の
本

来
的
秘
密
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
神
の
不
可
視
性
の
経
験
は
、
そ
れ
が
神
の
自
己
伝
達
の
経
験

の
増
大
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
三
一
の
神
の
秘
密
へ
と
至
る
。
し
か
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し
な
が
ら
神
と
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
の
同
一
化
は
神
の
三
一
的
自
己
区

別
を
含
意
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
神
と
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
人
間
イ
エ

ス
と
の
統
一
性
の
教
理
は
、
三
一
論
の
根
拠
づ
け
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
さ

れ
た
。
し
か
し
神
の
三
一
性
は
、
世
界
の
地
平
で
は
、
天
に
お
け
る
《
目
に

見
え
な
い
》
父
の
、
地
上
に
お
け
る
人
間
と
し
て
《
目
に
見
え
る
》
子
と
の

自
己
区
別
、
ま
た
天
に
お
け
る
目
に
見
え
な
い
父
と
地
上
で
目
に
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
子
の
間
の
統
一
性
お
よ
び
愛
の
絆
と
し
て
支
配
し
、
そ
し
て
わ

れ
わ
れ
の
間
で
《
目
に
見
え
な
い
》
仕
方
で
《
目
に
見
え
る
》
諸
々
の
影
響

を
引
き
起
こ
す
霊
と
の
自
己
区
別
を
意
味
す
る
。し
た
が
っ
て
神
の
聖
霊
は
、

父
と
子
の
間
の
、
神
の
愛
を
構
成
す
る
関
係
で
あ
り
、
ま
た
父
に
対
す
る
子

の
関
係
の
う
ち
へ
と
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
取
り
込
ま
れ
る
人
間
に
向
か
っ
て

行
く
そ
の
強
力
な
思
い
や
り
で
あ
る
。
神
は
、
聖
霊
と
し
て
世
界
の
秘
密
で

あ
る
。
神
は
、
こ
の
霊
が
、
目
に
は
見
え
な
い
が
強
力
な
関
係
で
あ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
世
界
の
秘
密
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
、
一
方
で
、
人

間
と
し
て
目
に
見
え
る
神
の
子
は
自
ら
を
天
い
ま
す
目
に
見
え
な
い
父
に
関

係
づ
け
、
他
方
で
、
人
間
と
し
て
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
神
の
子

は
自
ら
を
、
す
べ
て
の
も
の
を
自
分
に
引
き
寄
せ
る
た
め
に
（
ヨ
ハ
ネ

一
二
・
三
二
）
わ
れ
わ
れ
に
関
係
づ
け
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
で
も
、
神

の
不
可
視
性
は
神
の
不
明
性
と
し
て
理
解
さ
れ
ず
、そ
れ
は
む
し
ろ
神
の「
よ

く
知
っ
て
い
る
こ
と
」
の
目
に
見
え
な
い
仲
介
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

神
を
世
界
の
秘
密
と
し
て
保
持
す
る
、
神
の
不
可
視
性
の
こ
の
理
解
を
展

開
す
る
こ
と
が
、
具
体
的
な
教
義
学
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
教
義
学
は
、
概

念
の
厳
密
さ
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
に
、
神
を
世
界
の
秘
密
と
し
て
物
語
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
、
専
ら
具
体
的
教
義
学
の

基
礎
づ
け
に
仕
え
る
諸
々
の
試
み
の
最
後
に
、
今
や
一
方
で
三
一
的
に
捉
え

ら
れ
る
神
の
存
在
か
ら
、
他
方
で
神
の
存
在
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
特
別
な
人

間
的
行
為
と
存
在
様
式
に
基
づ
い
て
、
ど
の
点
で
神
は
、
世
界
へ
到
来
し
つ

つ
あ
る
方
と
し
て
世
界
の
秘
密
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
試
み
が
、
さ
ら
に

な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
論
証
の
最
後
の
方
向
転
換
に
お
い
て
、
神
学
的
に

も
人
間
学
的
に
も
、
ど
の
よ
う
な
点
で
神
は
必
然
以
上
の
方
で
あ
る
の
か
を

説
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る 

│ 

そ
の
結
果
、
人
間
の
存
在
と
そ
の
世

界
の
存
在
は
、
自
分
自
身
を
所
有
す
る
能
力
と
異
な
っ
て
お
り
、
人
間
は
こ

の
こ
と
を
、や
が
て
神
を
通
し
て
再
び
調
整
さ
れ
る
欠
乏
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
の
自
立
性
と
自
由
を
基
礎
づ
け
る
栄
誉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
を
も
た
ず
、
自
分
を
も
つ

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
否
定
的
に
定
式
化
さ
れ
た
事
実
を
、
そ
の
積
極
的

現
象
性
の
中
で
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
が
、
今
な
お
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
課

題
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
出
発
点
は
、
神
が
世
界
へ
到
来
し
た
、
そ
し
て
神
が

そ
の
よ
う
な
方
と
し
て
到
来
す
る
方
で
あ
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
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二
　

神
が
世
界
へ
到
来
し
た
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
到
来
す
る
方

で
あ
る
と
い
う
洞
察
は
、
神
と
世
界
の
根
本
的
相
違
を
含
意
し
て
い
る
。
こ

の
相
違
は
、
世
界
の
存
在
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
世
界
の
欠
陥
と
し
て

で
は
な
く
、
神
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
世
界
の
栄
誉
と
し
て
理
解
さ
れ

る
と
き
に
初
め
て
、
神
学
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
わ

れ
わ
れ
は
神
の
存
在
に
基
づ
く
神
と
世
界
の
相
違
を
も
っ
て
い
る
。こ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
神
の
存
在
を
、
こ
の
相
違
が
積
極
的
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
う

る
と
い
う
具
合
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
神
が
世

界
へ
到
来
し
た
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
到
来
す
る
方
で
あ
る
と

い
う
洞
察
は
、
わ
れ
わ
れ
が
神
を
す
で
に
ご
自
身
に
お
い
て 

│ 

そ
し
て

ま
ず
世
界
の
現
存
在
に
基
づ
い
て
で
は
な
く 
│ 
到
来
す
る
方
と
し
て
理

解
す
る
と
き
に
の
み
、
神
ご
自
身
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
洞
察
と
し
て

把
握
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
存
在
は
到
来
の
う
ち
に
あ
る
と
述
べ
た

と
き
、
す
で
に
展
開
し
た
諸
研
究
の
中
で
こ
の
こ
と
を
行
っ
て
い
た
。
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
三
一
的
構
造
と
意
味
を
問
う
こ
と
に
よ
り
、
今
や
再
び
こ
の
句

を
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
際
、
今
や
問
題
に
な
る
の
は
、
二
つ
の
先
行
す
る
段

落
の
中
で
三
一
論
的
│
救
済
論
的
に
説
明
さ
れ
た
神
の
自
己
区
別
の
、
三
一

論
的
│
存
在
論
的
諸
含
意
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

　
《
神
の
存
在
は
到
来
の
う
ち
に
あ
る
》
と
い
う
句
は
ま
ず
第
一
に
、
神
の

存
在
は
、
神
の
「
ご
自
身
へ
の
到
来
（Zu

-sich
-selbst

-K
om

m
en

）」
の
出

来
事
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
神
の
存
在
は
神
の
「
ご
自
身
へ
の
到
来
」

の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
こ
の
出
来
事
は
、
伝
統
が
永
遠
に
つ
い
て

語
る
と
き
に
、
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
永
遠
は
、
神
か
ら

区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
神
ご
自
身
が
永
遠
で
あ
る
。
神
は
永
遠
に
ご

自
身
へ
と
到
来
す
る
。

　

神
が
ご
自
身
か
ら
到
来
す
る
こ
と
、
神
が
ご
自
身
か
ら
ご
自
身
へ
到
来
す

る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
句
は
類
語
反
復
以
上
の
も
の
で

あ
る
。
神
は
常
に
神
か
ら
到
来
す
る
。
神
は
ご
自
身
の
絶
対
的
起
源
で
あ
る
。

し
か
し
今
や
神
は
現
実
に
、
ご
自
身
か
ら
ご
自
身
へ
到
来
す
る
。
神
は
神
へ

到
来
す
る
。
神
は
ご
自
身
の
目
標
で
あ
る
。
し
か
し
神
は
目
標
と
し
て
、
起

源
か
ら
逃
げ
去
る
た
め
に
努
力
す
る
の
で
は
な
い
。
神
は
起
源
と
し
て
自
ら

を
置
き
去
り
に
し
な
い
。
神
は
常
に
神
と
し
て
神
か
ら
神
へ
到
来
す
る
。
神

は
ご
自
身
の
仲
介
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
、
イ
エ
ス
の
人
間
存

在
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
た
神
の
到
来
の
痕
跡
に
基
づ
い
て
語
っ
た
。
神
は
、

人
間
イ
エ
ス
と
の
自
己
同
一
化
の
出
来
事
の
中
で
父
な
る
神
か
ら
到
来
し

た
。
そ
し
て
神
は
、神
の
愛
さ
れ
る
子
で
あ
る
イ
エ
ス
の
も
と
に
到
来
し
た
、

し
た
が
っ
て
異
郷
へ
と
向
か
う
道
に
そ
っ
て
ご
自
身
へ
と
、
子
な
る
神
へ
と

到
来
し
た
。
し
か
し
神
は
全
く
到
来
の
う
ち
に
留
ま
っ
た
、
す
な
わ
ち
聖
霊

な
る
神
と
し
て
。
そ
れ
は
、
神
が
す
で
に
ご
自
身
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ

う
な
秘
密
で
あ
る
、
三
位
一
体
の
秘
密
、
神
の
三
一
性
の
秘
密
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
神
は
、
ご
自
身
へ
到
来
す
る 

│ 

神
か
ら
神
と
し
て
神
へ 

│  
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こ
と
に
よ
り
、
神
で
あ
る
。

（
a
）《
神
は
神
か
ら
到
来
す
る
》

　

神
の
起
源
と
し
て
は
、
神
自
身
を
除
い
て
何
も
の
も
問
題
に
な
ら
な
い
。

存
在
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
無
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
神
は
ご
自
身
の
起
源

で
あ
る
。
神
は
生
き
て
お
り
、し
か
も
神
は
全
く
ご
自
身
か
ら
生
き
て
い
る
。

　

神
の
起
源
と
し
て
、
存
在
も
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
句
は
、
一
見
、
論

理
的
に
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
神
の
起
源
と
し
て
、
無
も
問
題
に
な
ら
な
い

と
い
う
句
の
場
合
に
は
、な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。こ
の
困
難
の
中
に
あ
っ

て
、
伝
統
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
助
け
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
伝
統
は
、
神
と

存
在
、
あ
る
い
は
神
と
無
を
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
神
の

存
在
の
彼
岸
性
（
エ
ペ
ケ
イ
ナ
・
テ
ー
ス
・
ウ
ー
シ
ア
ス
）
と
い
う
命
題
に

避
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
こ
の
命
題
は
た
し
か
に
、
神
の
た
め
に
神
と
存

在
を
区
別
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
し
か
し
こ
の
命
題
に
は
、
次
の
点
で
欠

陥
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、神
に
つ
い
て
《
積
極
的
に
》

語
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
の
代
わ
り
に
神
を
、
本
来
語
り
え
ず
、
ま
た
本
来
考

え
ら
れ
な
い
方
と
し
て
表
現
し
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
重
要
な
の
は
、
神
を

ご
自
身
か
ら
到
来
す
る
方
と
し
て
、
ま
た
ご
自
身
か
ら
語
る
方
と
し
て
考
え

る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
《
ご
自
身
か
ら
》
を
次
の
よ
う
な
仕
方

で
考
え
る
、
つ
ま
り
存
在
概
念
を
も
神
概
念
に
従
属
さ
せ
、
そ
の
結
果
、《
神

は
存
在
す
る
》
と
い
う
句
に
お
い
て
、
述
語
が
主
語
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う

な
仕
方
で
考
え
る
。
そ
れ
は
、
神
が
神
か
ら
到
来
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の

み
、
存
在
も
存
在
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
神
は
、
ご
自
身
の
起
源
で
あ

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
も
そ
も
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
も
存
在

の
よ
う
な
何
も
の
か
が
神
の
絶
対
的
起
源
性
の
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無

の
よ
う
な
何
も
の
か
も
、
ま
ず
第
一
に
、
神
が
ご
自
身
か
ら
到
来
す
る
こ
と

の
結
果
で
あ
る
。
も
し
も
神
の
絶
対
的
起
源
性
が
存
在
を
構
成
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
無
を
も
構
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
が
神

ご
自
身
か
ら
到
来
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
も
そ
も
存
在

と
無
も
ま
た
存
在
す
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
父
な
る
神
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
伝
統
と
共
に
、
神
の
絶

対
的
起
源
性
に
言
及
し
て
い
る
。神
が
神
か
ら
到
来
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

神
は
《
父
》
と
呼
ば
れ
る
。
父
な
る
神
と
し
て
、
神
は
神
ご
自
身
の
起
源
で

あ
る
。
し
か
し
神
ご
自
身
の
起
源
と
し
て
、
神
は
同
時
に
す
べ
て
生
け
る
も

の
と
す
べ
て
の
父
た
ち
の
父
で
あ
る
（
エ
フ
ェ
三
・
一
五
）。
も
ち
ろ
ん
神
が

神
ご
自
身
の
起
源
と
し
て
存
在
と
非-

存
在
よ
り
も
前
に
存
在
す
る
か
ぎ
り
、

神
は
永
遠
な
る
父
と
し
て
、
存
在
と
非
存
在
の
相
違
と
い
う
前
提
の
も
と
に

あ
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
永
遠
に
区
別
さ
れ
る
。
神
は
し
た
が
っ
て
存
在
す

る
も
の
（Seienden

）
の
父
で
は
な
い 

│ 

神
ご
自
身
が
そ
う
な
ろ
う
と

望
む
の
で
な
け
れ
ば
。
そ
し
て
神
が
そ
れ
を
望
む
と
き
、
彼
は
初
め
て
、
ご

自
身
に
お
い
て
永
遠
な
る
父
で
あ
る
神
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
。

　

永
遠
な
る
父
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
ま
ず
神
を
存
在
の
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統
治
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
永
遠
な
る
父
を
信
ず
る
と
は
、

神
を
、
存
在
だ
け
で
な
く
無
の
よ
う
な
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
か
ら
区
別

さ
れ
る
主
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
永
遠
な
る
父
は
、
存
在

の
統
治
者
と
し
て
、
む
し
ろ
、
彼
の
肯
定
が
肯
定
さ
れ
る
も
の
か
ら
区
別
さ

れ
る
よ
う
に
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
た
し
か

に
質
的
に
無
限
で
あ
る
が
、
ご
自
身
に
お
け
る
積
極
的
な
区
別
は
、
永
遠
の

父
な
る
神
に
対
す
る
信
仰
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る
。
永
遠
の
父

な
る
神
は
、
存
在
へ
と
呼
び
だ
す
方
と
し
て
、
存
在
す
る
も
の
か
ら
区
別
さ

れ
る
。
ご
自
身
に
お
い
て
絶
対
的
に
起
源
的
な
神
の
卓
越
し
た
凌
駕
性
と
の

出
会
い
は
、
神
へ
の
信
仰
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
パ
ウ
ロ
が
次
の
よ
う

に
問
い
か
け
た
と
き
、
明
ら
か
に
前
提
と
し
て
い
た
同
意
を
可
能
に
す
る
。

つ
ま
り
「
人
よ
、
神
に
口
答
え
す
る
と
は
、
あ
な
た
は
何
者
か
。
造
ら
れ
た

も
の
が
作
っ
た
者
に
、『
ど
う
し
て
わ
た
し
を
こ
の
よ
う
に
造
っ
た
の
か
』

と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
焼
き
物
師
は
同
じ
粘
土
か
ら
、
一
つ
を
尊
い
こ
と

に
用
い
る
器
に
、
一
つ
を
尊
く
な
い
こ
と
に
用
い
る
器
に
造
る
権
限
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
」（
ロ
ー
マ
九
・
二
〇
以
下
）。
要
す
る
に
、
永
遠
な
る
父
を

信
ず
る
こ
と
は
、
ま
ず
創
造
者
な
る
神
を
信
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

し
か
し
父
の
概
念
は
、
今
や
、
孤
立
す
る
方
と
い
う
概
念
で
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。「
父
は
」、
常
に
、「
父
と 

…
…
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え

永
遠
な
る
父
を
信
ず
る
と
は
、
さ
ら
に
、
そ
し
て
よ
り
正
確
に
、
神
を
、
社

交
的
存
在
と
し
て
、
つ
ま
り
《
承
諾
し
、
授
け
る
》
存
在
の
交
わ
り
と
し
て
、

存
在
に
《
参
与
す
る
》
存
在
の
統
治
者
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
う
し
て
神
は
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
、
永
遠
的
か
つ
好
意
的
に
関

わ
り
、
そ
の
卓
越
し
た
凌
駕
性
の
中
で
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
無
制

約
的
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
無
制
約
的
に
保
持
す
る
方
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。

永
遠
な
る
父
と
し
て
、神
は
存
在
と
時
間
の
《
恵
み
深
い
》
統
治
者
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
永
遠
な
る
神
を
信
ず
る
と
は
、
神
を
主
と
し
て
《
喜
ん
で
受
け
入

れ
る
》
こ
と
で
あ
る
。
存
在
に
参
与
す
る
神
の
出
会
い
は
、
次
の
よ
う
な
神

の
経
験
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
は
た
し
か
に
殺
す
が
、
そ
れ
は
生

か
す
た
め
で
あ
り
、
た
し
か
に
打
ち
砕
く
が
、
そ
れ
は
救
う
た
め
で
あ
り
、

た
し
か
に
誰
も
そ
の
手
か
ら
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
さ

に
神
の
み
が
救
う
方
だ
か
ら
で
あ
る
（
申
命
記
三
二
・
三
九
。
ヨ
ブ
五
・
一
八

と
六
・
一
を
参
照
）。
も
し
も
神
が
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
、
存
在

の
統
治
者
と
し
て
永
遠
に
区
別
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
に
関
与
す
る
永
遠

な
る
父
は
、
悪
い
者
の
上
に
も
善
い
者
の
上
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い

者
の
上
に
も
正
し
く
な
い
者
の
上
に
も 

│ 

慈
悲
深
く 

│ 

雨
を
降
ら
せ

る
（
マ
タ
イ
五
・
四
五
）。
も
し
も
《
永
遠
な
る
》
創
造
者
が
、
神
の
肯
定
が

神
に
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
の
被
造
物
と
区
別
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
方
は
永
遠
な
る
父
と
し
て
、
栄
光
の
た
め
に
準
備
し
た

憐
れ
み
の
器
に
そ
の
栄
光
の
豊
か
さ
を
伝
え
る
た
め
に 

（
！
）
破
滅
の
た
め

に
作
ら
れ
た
怒
り
の
器
に
も
耐
え
る
。
そ
の
方
は
永
遠
な
る
《
父
》
と
し
て
、

彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
だ
け
で
な
く
異
邦
人
か
ら
も
信
仰
者
を
呼
び
集
め
、
彼
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の
民
で
な
い
民
を
「
わ
が
民
」
と
呼
び
、愛
さ
れ
な
い
者
を
「
愛
さ
れ
る
者
」

と
呼
ぶ
。
彼
の
民
と
呼
ば
れ
る
必
要
の
な
い
者
で
さ
え
生
け
る
神
の
子
た
ち

と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
父
と
し
て
の
彼
の
存
在
に
対
応
し
て
い
る
（
ロ
ー
マ

九
・
二
二
│
二
六
。
ホ
セ
ア
二
・
一
を
参
照
）。

　

神
の
こ
の
恵
み
深
い
父
性
は
、永
遠
な
る
神
の
子
の
死
の
中
で
起
こ
っ
た
、

神
に
見
捨
て
ら
れ
た
者
の
義
認
に
お
い
て
こ
の
上
な
く
明
ら
か
に
実
証
さ
れ

る
。
彼
に
お
い
て
神
は
、
い
か
な
る
罪
も
知
ら
な
か
っ
た
方
を
わ
れ
わ
れ
の

た
め
に
罪
と
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
彼
に
お
い
て
神
の
義

な
る
者
と
な
る（
Ⅱ
コ
リ
五
・
二
一
。ロ
ー
マ
八
・
二
以
下
を
参
照
）。し
た
が
っ

て
永
遠
な
る
神
は
、《
子
の
》
派
遣
に
お
い
て
《
父
》
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
（
ガ
ラ
四
・
四
、
ロ
ー
マ
八
・
三
）。
永
遠
な
る
父
と
し
て
、
神
は
こ
の

子
と
共
に
永
遠
の
う
ち
に
実
存
す
る
。
神
は
、
た
し
か
に
永
遠
な
る
父
と
し

て
自
ら
の
起
源
で
あ
る
。
そ
し
て
神
は
ご
自
身
の
起
源
で
あ
り
続
け
る
。
し

か
し
神
は
自
ら
起
源
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
神
は
こ
の
起
源
に
基
づ
き
、

神
は
ご
自
身
が
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
ご
自
身
に
対
向
す
る
。

神
は
自
ら
の
目
標
で
も
あ
る
。
神
は
た
し
か
に
神
か
ら
到
来
す
る
。
し
か
し

ま
さ
に
神
が
ご
自
身
に
も
到
来
す
る
よ
う
に
、神
は
神
へ
到
来
す
る
。
父
は
、

子
供
な
し
に
は
父
で
は
な
い
。
神
は
、《
子
の
》父
と
し
て
父
な
る
神
で
あ
る
。

永
遠
な
る
父
と
し
て
の
神
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、し
た
が
っ
て
同
時
に
、

永
遠
な
る
子
と
し
て
の
神
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

（
b
）《
神
は
神
へ
到
来
す
る
》

　

わ
れ
わ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
間
存
在
に
基
づ
い
て
キ
リ
ス
ト

の
神
性
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
、
こ
の
句
を
す
で
に

根
拠
づ
け
た
。《
神
は
神
へ
到
来
す
る
》
と
い
う
句
は
、
神
が
人
間
の
も
と

へ
到
来
し
た
と
い
う
認
識
の
結
果
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
単

純
に
、《
神
は
神
か
ら
到
来
す
る
》
と
い
う
句
と
並
行
し
て
、
神
は
、
ご
自

身
が
専
ら
ご
自
身
の
起
源
で
あ
る
よ
う
に
、
今
や
ご
自
身
の
目
標
で
も
あ
る

と
単
純
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
は
た
し
か
に
神
か
ら
、
そ
し
て

た
だ
神
か
ら
到
来
す
る
。
し
か
し
神
は
た
だ
神
へ
だ
け
到
来
す
る
の
で
は
な

い
。
神
は
《
人
間
》
へ
も
到
来
す
る
。
神
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に

お
い
て
人
間
へ
到
来
《
し
た
》。
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
認
識
は
こ
こ

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
お

い
て
到
来
し
た
と
い
う
こ
の
認
識
の
結
果
、
た
し
か
に
ま
ず
第
一
に
、
キ
リ

ス
ト
教
の
神
認
識
が
成
立
し
た
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
神
は
神
か
ら
到
来

す
る
と
い
う
真
理
の
認
識
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
神
は
、
人
間
の
も
と
へ
到

来
す
る
と
き
、
何
か
他
の
も
の
と
し
て
到
来
す
る
の
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ

神
と
し
て
、つ
ま
り
い
つ
も
す
で
に
あ
る
者
と
し
て
、し
か
も
ご
自
身
に
と
っ

て
そ
う
で
あ
る
者
と
し
て
到
来
す
る
。
神
は
、
イ
エ
ス
の
死
へ
赴
く
と
き
、

異
郷
へ
と
向
か
っ
て
行
く
。
し
か
し
神
は
死
に
お
い
て
も 

│ 

た
し
か
に

無
を
引
き
受
け
る
が 

│ 

無
に
没
し
な
い
。
神
は
死
の
異
郷
に
お
い
て
も

ご
自
身
へ
到
来
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
神
は
、
死
に
対
す
る
勝
利
者
で
あ
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る
！　

神
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
に
お
い
て
も
ご
自
身
へ
、
父
は
子
へ
、

到
来
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
神
は
、
人
間
の
終
末
論
的
目
標
と
し

て
人
間
の
も
と
へ
到
来
す
る
。
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
神
は
、
ひ
と
つ
の
同

じ
出
来
事
に
お
い
て
、
神
と
し
て
神
の
も
と
へ
、
ま
た
神
と
し
て
（
決
定
的

に
！
）
人
間
の
も
と
へ
、
父
と
し
て
子
の
も
と
へ
、
ま
た
子
と
し
て
イ
エ
ス

の
も
と
へ
到
来
す
る
。
こ
の
死
は
、
そ
の
中
で
神
が
神
と
人
間
の
双
方
へ
到

来
す
る
あ
の
出
来
事
の
封
印
、
し
た
が
っ
て
そ
の
中
で
神
が
人
間
と
し
て
ご

自
身
の
目
標
で
あ
る
あ
の
出
来
事
の
封
印
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
神
は
ま
さ
に
死
に
お
い
て
、
生
け
る
方
、
永
遠
に
満
ち
た
方
、

永
遠
な
る
神
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
神
は
永
遠
に

ご
自
身
の
目
標
で
あ
り
、
神
は
ど
こ
へ
到
来
し
よ
う
と
も
、
常
に
神
へ
到
来

す
る
こ
と
は
確
か
で
あ

）
6
（る

。
神
は
、
ご
自
身
か
ら
到
来
す
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
た
し
か
に
た
だ
ご
自
身
へ
到
来
す
る
。
神
は
ご
自
身
の
目
標
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
神
は
ご
自
身
の
起
源
だ
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
目
標
と
し
て
神
は
、

起
源
と
し
て
の
ご
自
身
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
神
は
現
実
に
ご
自
身
へ
《
到
来

す
る
》。神
は
起
源
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。神
は
生
み
だ
す
だ
け
で
は
な
い
。

神
は
ま
た
永
遠
に
生
み
だ
さ
れ
た
子
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
父

な
る
神
と
全
く
同
じ
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
も
う
一
度
、
同
じ
で
、
し
か
し

ご
自
身
の
目
標
と
し
て
ご
自
身
の
起
源
か
ら
区
別
さ
れ
る
方
で
あ

る 

│ 「
永
遠
に
お
け
る
永
遠
の
繰
り
返
し
」。

　

こ
の
こ
と
は
、
イ
エ
ス
の
死
（
時
間
の
絶
滅
！
）
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た

「
時
間
に
お
け
る
永
遠
の
繰
り
返
し
」
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
イ
エ
ス
と
共
に
神
を
信
ず
る
と
は
、
し
た
が
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
死
の
相
の
も
と
に
お
い
て
神
と
し
て
の
イ
エ
ス
を
信
ず
る
こ
と
で
あ

る
。
イ
エ
ス
と
共
に
神
を
信
ず
る
者
は
、
イ
エ
ス
と
共
に
永
遠
の
父
な
る
神

を
信
ず
る
。
神
と
し
て
の
イ
エ
ス
を
信
ず
る
者
は
、
永
遠
の
子
な
る
神
を
信

ず
る
。

　
《
永
遠
な
る
》
子
を
信
ず
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
神
を
原
像
と
し
て
、

ま
た
存
在
の
終
わ
り
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
永
遠
な
る
子
に

対
す
る
信
仰
に
お
い
て
、
神
は
、
そ
の
方
を
通
し
て
す
べ
て
の
も
の
が
存
在

し
、
ま
た
そ
の
方
を
目
指
し
て
す
べ
て
の
も
の
が
存
在
す
る
方
と
し
て
主
張

さ
れ
る
。
ニ
ケ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
信
条
は
、
新
約
聖
書
の
本
文

に
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
彼
に
対
し
、
生
み
だ
さ

れ
た
神
の
子
と
告
白
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
白
に
「
彼
を
通
し
て
万
物
が
造

ら
れ
た
」
と
告
白
し
て
い
る
。
永
遠
な
る
子
が
永
遠
に
父
か
ら
存
在
す
る
間

に
、
神
は
彼
に
お
い
て
す
で
に
、
そ
の
中
で
神
が
神
か
ら
到
来
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
を
越
え
て
人
間
が
そ
の
世
界
と
共
に
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
動

か
さ
れ
、
創
造
さ
れ
る
生
成
を
も
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
さ
に
、
神
は

ご
自
身
に
お
い
て
こ
の
他
者
を
《
目
指
し
て
い
る
》。
神
は
、
そ
の
永
遠
の

神
的
生
成
の
中
で
、
人
間
が
人
間
と
な
る
こ
と
、
世
界
の
生
成
を
目
指
し
て

い
る
。
神
は
そ
の
永
遠
の
産
出
の
中
で
創
造
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
さ
に
ひ

と
は
「
神
は
即
自
か
つ
向
自
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
致
命
的
命
題
を
避
け
よ
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う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
は
そ
の
独
自
な
生
成
に
お
い
て
、
被
造
物
の
生

成
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
創
造
者
な
る
神
の
（
単

に
）《
被
造
的
》
道
具
で
は
な
い
こ
と
、
そ
う
で
は
な
く
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
は
永
遠
な
る
神
と
し
て
自
ら
《
原
像
》
で
あ
り
、
し
か
も
彼
と
永
遠
に
区

別
さ
れ
る
被
造
物
の
神
的
原
像
で
あ
る
こ
と
を
、（
ア
リ
ウ
ス
派
に
反
対
し

て
）
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
父
な
る
神
が
彼
に
お
い
て
創
造

を
目
指
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
創
造
の
原
像
で
あ
る
。

　

し
か
し
世
界
を
目
指
す
神
の
こ
の
目
標
は
、
神
の
恵
み
の
、
神
の
存
在
に

お
い
て
啓
示
さ
れ
る
表
現
と
し
て
の
み
理
解
で
き
る
も
の
に
な
る
。
神
は
ご

自
身
の
目
標
で
あ
る
。
そ
し
て
神
が
ご
自
身
の
目
標
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
の
み
、
神
は
、
創
造
さ
れ
る
べ
き
存
在
、
つ
ま
り
被
造
物
を
も
目
指
す
。

神
は
、
人
間
を
目
指
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
初
め
て
ご
自
身
の
目
標
に
な
る

の
で
は
な
い
。
神
は
ご
自
身
に
満
足
し
て
い
る
。
し
か
し
神
は
ま
さ
に
ご
自

身
に
満
足
す
る
が
ゆ
え
に
、
横
溢
す
る
存
在
で
あ
り
、
彼
の
溢
れ
出
る
存
在

は
彼
の
恵
み
の
表
現
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
彼
の
契
約
の
原
像
で
あ
る
。
こ
の

相
手
は
、
神
で
は
な
く
、
た
し
か
に
ま
ず
第
一
に
決
し
て
神
で
は
な
く
、
初

め
て
神
の
相
手
と
し
て
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
、
つ
ま
り
人
間

で
あ
る
。
ま
さ
に
自
ら
創
造
さ
れ
ず
、
父
な
る
神
か
ら
永
遠
に
到
来
す
る
永

遠
の
神
の
子
に
お
い
て
、
ま
さ
に
こ
の
《
永
遠
に
》
神
か
ら
到
来
し
つ
つ
あ

る
神
の
子
に
お
い
て
、
神
は
《
時
間
的
に
》
神
か
ら
到
来
し
つ
つ
あ
る
人
間

を
目
指
し
て
い
る
。

　

両
者 

│ 

神
は
永
遠
に
神
か
ら
由
来
す
る
こ
と
と
、
人
間
は
時
間
的
に

神
か
ら
由
来
す
る
こ
と 

│ 

は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
両
者
の
間
に
存
在
す
る
事
実
的
関
係
を
認
識
し
、
神
の
永
遠
の
生

成
と
信
仰
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
時
間
的
生
成
の
間
の
事
実
的
恵
み
の
関
係

を
認
識
す
る
た
め
で
あ
る
。
永
遠
な
る
神
の
子
は
、
神
が
、
創
造
さ
れ
た
存

在
へ
向
か
う
こ
と
の
原
像
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
の
永
遠
の
存
在
に
お
い
て

す
で
に
神
の
恵
み
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
事
実
上
、
神
が
「
即

自
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
永
遠
な
る

子
を
念
頭
に
置
き
、「
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
造
ら
れ
た
の
で
は
な
い
」

と
い
う
具
合
に
区
別
さ
れ
、
そ
し
て
告
白
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
の
存
在
も
創
造
的
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
す
べ
て
の
も
の
は
彼
を
通
し
て
作
ら
れ
た
」（
ヨ
ハ
ネ
一
・
三
、一
・
一
〇
、

Ⅰ
コ
リ
八
・ 

六
、
コ
ロ
一
・
一
五
以
下
、
ヘ
ブ
一
・
二
を
参
照
）。《
神
は
神
へ

到
来
す
る
》
と
い
う
句
は
、《
神
は
神
か
ら
到
来
す
る
》
と
い
う
句
な
し
に
、

真
実
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
が
神
へ
到
来
す
る
こ
と
に

よ
り
、
神
は
、
神
か
ら
到
来
す
る
こ
と
を
止
め
る
わ
け
で
は
な
い
。

神 

│ 
神
が
ご
自
身
の
起
源
で
あ
る
か
ぎ
り 

│ 

と
、
神 

│ 

神
が
ご

自
身
の
目
標
で
あ
る
か
ぎ
り 

│ 

は
、
た
し
か
に
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、神
の
二
つ
の
異
な
る
存
在
様
式
（
ト
ゥ
ロ
ポ
イ
・
ヒ
ュ

パ
ル
ク
セ
オ
ー
ス
）
で
あ
る
。
目
標
は
起
源
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
神

に
お
い
て
、
目
標
は
起
源
と
同
じ
く
根
源
的
で
あ
る
。
子
な
る
神
は
自
ら
起
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源
で
も
、
自
ら
神
性
の
源
泉
で
も
な
く
、
父
な
る
神
の
本
質
と
同
じ
く
根
源

的
で
あ
る
。
神
ご
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
目
標
は
、
起
源
と
同
じ
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
起
源
と
同
等
で
あ
る
。
子
は
《
父
と
同
質
（
ホ
モ
ウ
ー
シ
オ

ス
・
パ
ト
リ
）》
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
子
は
ま
さ
に

自
ら
創
造
的
存
在
で
あ
る
。

　

父
な
る
神
の
目
標
と
し
て
の
、子
な
る
神
の
こ
の
創
造
的
存
在
に
お
い
て
、

神
は
人
間
を
目
指
し
て
い
る
。
父
な
る
神
が
子
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
神
的
自
己
愛
の
出
来
事
に
お
い
て
、
神
は
す
で
に
無
私
的
に
神
の
被
造
物

を
目
指
し
て
い
る
。
永
遠
な
る
子
を
信
ず
る
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
が

神
を
主
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に

喜
び
を
見
い
だ
す
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
（「
生
ま
れ
た
者
と
し
て
で
は
な
く
、

造
ら
れ
た
者
と
し
て
」）
神
と
異
な
る
わ
れ
わ
れ
自
身
を
甘
受
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
神
の
善
き
被
造
物
と
し
て
の
自
分
自
身
に
全
く
喜
び
を
見
い
だ

さ
な
い
者
は
、
神
の
永
遠
な
る
子
を
信
じ
て
い
な
い
。
こ
の
子
に
お
い
て
、

神
は
、
ま
さ
に
愛
に
満
ち
た
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
を
目
指
す
こ
と
を
、
ご
自
身

の
目
標
と
し
て
い
る
。
自
分
自
身
を
甘
受
し
な
い
者
、
そ
っ
と
、
あ
る
い
は

暴
力
的
に
自
死
を
選
ぶ
者
は
、
神
に
対
し
自
分
の
手
を
挙
げ
る
者
で
あ
り
、

し
か
も
神
の
神
的
自
己
愛
の
出
来
事
の
中
で
、
自
由
に
、
ま
た
自
ら
を
忘
れ

て
や
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
に
向
か
っ
て
く
る
神
に
対
し
手
を
挙
げ
る
者
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
た
し
か
に
神
の
自
己
愛
を
、
永
遠
な
る
神
の
子

の
死
の
無
私
性
の
中
で
自
ら
を
完
成
す
る
出
来
事
と
し
て
理
解
し
た
か
ら
で

あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
に
お
い
て
父
が
子
へ
、
死
ん
だ
人
間
イ
エ

ス
と
同
一
で
あ
る
神
の
子
へ
到
来
す
る
よ
う
に
、
神
の
永
遠
の
自
己
愛
は
、

わ
れ
わ
れ
を
救
い
だ
す
神
の
無
私
性
の
起
源
で
あ
る
。

　

し
か
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
に
お
い
て
、
神
は
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ

の
時
間
的
存
在
の
《
終
り
》
で
あ
る
。
存
在
の
原
像
は
存
在
と
時
間
の
終
り

を
含
ん
で
い
る
。ア
ル
フ
ァ
と
し
て
永
遠
な
る
神
の
子
は
オ
メ
ガ
で
も
あ
る
。

時
間
は
死
の
中
で
終
る
。
存
在
は
死
の
中
で
突
然
中
断
す
る
。
死
せ
る
人
間

イ
エ
ス
と
の
彼
の
同
一
性
の
中
で
、
永
遠
な
る
神
の
子
は
あ
ら
ゆ
る
時
間
の

終
り
で
あ
り
、
彼
は
存
在
の
中
断
で
あ
る
。
こ
の
死
の
う
ち
に
す
べ
て
の
死

が
呼
び
集
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、す
べ
て
の
消
失
が
統
合
さ
れ
て
い
る
。

彼
に
お
い
て
古
い
も
の
は
す
べ
て
過
ぎ
去
る
（
Ⅱ
コ
リ
五
・
一
七
）。
そ
し
て

彼
と
共
に
、
は
か
な
い
も
の
は
す
べ
て
消
え
失
せ
た
。
彼
は
ひ
と
り
の
方
と

し
て
、
す
べ
て
の
者
の
た
め
に
死
ん
だ
、
そ
の
結
果
、
彼
に
お
い
て
す
べ
て

の
者
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
（
Ⅱ
コ
リ
五
・
一
四
b
）。
し
た
が
っ
て
復
活
の

賛
歌
は
、「
彼
が
復
活
し
な
か
っ
た
な
ら
、
世
界
は
消
え
失
せ
た
で
あ
ろ
う
」

と
非
現
実
話
法
で
語
る
だ
け
で
は
な
い
。彼
に
お
い
て
世
界
は
過
ぎ
去
っ
た
。

「
お
お
、
偉
大
な
苦
境
、
神
自
身
が
死
ん
で
横
た
わ
っ
て
お
ら
れ
る
！
」
こ

れ
は
本
当
に
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
世
界
は
、
そ
こ
で
本
当
に
自
分
の
「
命

が
十
字
架
の
上
で
漂
い
」、《
世
界
の
》「
救
い
が
死
の
中
へ
と
沈
ん
で
行
く
」

の
を
見
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、世
界
の
た
め
に
役
立
つ
言
明
で
あ
る
。
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使
徒
と
共
に
（
Ⅱ
コ
リ
五 

・
一
四
）
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
よ
う
な
判
断
へ
と
駆

り
立
て
る
の
は
キ
リ
ス
ト
の
愛
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
愛
で
あ
る
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
に
お
い
て
も
神
へ
到
来
す

る
か
ら
で
あ
る
、
神
が
自
ら
こ
の
死
に
お
い
て
も
自
ら
の
目
標
だ
か
ら
で
あ

る
、
ま
さ
に
神
の
子
と
人
間
イ
エ
ス
の
同
一
化
の
無
私
性
の
中
で
、
神
の
愛

が
実
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
父
と
子
の
永
遠
の

関
連
の
中
で
神
的
自
己
愛
が
、
人
間
の
た
め
に
神
の
無
私
性
の
こ
の
行
為
を

目
指
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
神
は
人
間
の
た
め
の
こ
の
無
私
性
に
お
い
て
ご
自
身
を
与
え
る
、
つ
ま

り
神
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
に
お
い
て
も
彼
自
身
の
目
標
で
あ
る
こ
と

を
放
棄
せ
ず
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
を
神
の
愛
さ
れ
た
子
と
し
て
肯
定

す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
の
子
が
そ
の
神
性
を
死
の
介

入
に
さ
ら
す
と
こ
ろ
で
も
、
依
然
と
し
て
ご
自
身
の
起
源
で
あ
り
続
け
る
永

遠
な
る
父
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
実
証
さ
れ
る
。
古
い
教
義
学
の
言
葉

を
用
い
て
表
現
す
る
と
、
彼
は
「
永
遠
の
発
生
」
を
死
に
お
い
て
も
終
ら
せ

ず
、
死
の
殺
害
に
お
い
て
そ
れ
を
完
成
す
る
。
神
は
永
遠
の
起
源
性
に
お
い

て
、
人
間
イ
エ
ス
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ

た
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
彼
自
身
の
神
性
を
肯
定
す
る
。
こ
う
し
て
神
は
、

死
人
た
ち
か
ら
甦
ら
せ
る
父
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
の
自
己
肯
定
は
、
永
久

に
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
裁
か
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ

自
身
の
終
り
に
直
面
す
る
こ
の
世
に
対
す
る
彼
の
肯
定
と
同
一
で
あ
る
。
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
死
の
無
化
す
る
力
に
対
向
し
自
ら
を
絶
対
的
起
源
と

し
て
確
証
す
る
父
な
る
神
の
愛
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
古
い
も
の
の

終
り
と
し
て
、
同
時
に
新
し
い
存
在
の
初
め
と
根
拠
で
あ
る
。「
だ
か
ら
キ

リ
ス
ト
と
結
ば
れ
る
人
は
だ
れ
で
も
、
新
し
く
創
造
さ
れ
た
者
な
の
で
す
。

古
い
も
の
は
過
ぎ
去
り
、
新
し
い
も
の
が
生
じ
た
」（
Ⅱ
コ
リ
五
・
一
七
）。

　

し
か
し
今
や
、
神
が
永
遠
の
子
な
る
神
と
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
人
間
イ

エ
ス
と
の
同
一
性
を
肯
定
し
、
確
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
な
る
神
へ
の
行

動
を
通
し
て
、
永
遠
な
る
子
の
永
遠
な
る
父
は
、
同
時
に
、
人
間
と
い
う
被

造
物
の
天
の
父
で
も
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。
神
は
、
彼
の
永
遠
な
る
子

と
時
間
的
人
間
イ
エ
ス
と
の
同
一
性
を
肯
定
し
、
確
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
同
一
性
を
肯
定
す
る
人
間
を
彼
の
地
上
の
子
供
た
ち
と
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
永
遠
の
子
な
る
神
を
信
ず
る
と
は
、
父
な
る
神
の
愛
を
信
じ
、
そ
れ
に
よ

り
わ
れ
わ
れ
を
彼
の
愛
さ
れ
る
子
供
た
ち
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
わ
れ
わ
れ
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
真
の
神
の
子
、
そ
し
て
真
の
人
間

と
し
て
告
白
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
時
間
と
永
遠
、
神
と
人
間
の
区
別

を
保
持
す
る
信
仰
の
類
比
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
を
神
の
時
間
的
息
子
た
ち
お

よ
び
娘
た
ち
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
「
時
が
満
ち
る

と
、
神
は
、
そ
の
御
子
を
（
父
な
る
神
か
ら
永
遠
に
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

今
や
時
間
的
に
も
）
女
か
ら
、
し
か
も
律
法
の
下
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て
お

遣
わ
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
律
法
の
支
配
下
に
あ
る
者
を
贖
い
だ
し

て
、
わ
た
し
た
ち
を
神
の
子
と
な
さ
る
た
め
で
し
た
」（
ガ
ラ
四
・
四
以
下
）。
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こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
事
実
、
神
と
人
間
の
真
の
対
応
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
類
比
が
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
類
比
の
中
で
、
永

遠
の
父
な
る
神
と
子
な
る
神
の
関
係
は
、
天
の
父
な
る
神
と
、
彼
の
地
上
の

子
供
た
ち
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
人
間
と
の
関
係
の
中
に
対
応
関
係
を
見
い
だ

す
。
注
意
せ
よ
、
こ
の
関
係
の
類
比
が
《
生
じ
て
い
る
》
こ
と
に
。
人
間
は

そ
れ
自
体
で
神
に
基
づ
く
類
比
的
な
も
の
を
も
た
な
い
。
神
は
、
存
在
す
る

者
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
類
比
的
な
も
の
を
も
た
な
い
。
し
か
し
神
の
子
の
死

を
通
し
て
、
ま
た
神
の
子
の
身
に
起
こ
っ
た
死
者
か
ら
の
甦
り
を
通
し
て
、

類
比
が
生
じ
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
に
、
神
の
子
に
類
比
的
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら

神
の
子
に
お
い
て
神
は
、
神
が
神
の
も
と
へ
到
来
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
も

と
へ
到
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
そ
し

て
甦
ら
さ
れ
た
神
の
子
の
存
在
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
お
い
て
新

し
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
三
一
の
神
に

対
応
す
る
人
間
と
な
る
た
め
に
、
神
に
対
応
す
る
神
の
子
た
ち
の
地
位
を
獲

得
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
神
に
対
応
す
る
人
間
は
、
自
分
自
身
を
も
つ
我
（Ich
）、
自

分
自
身
を
所
有
す
る
我
と
全
く
異
な
る
。
前
者
は
、少
な
く
と
も
二
人
の「
わ

れ
わ
れ
」
と
言
う
人
間
の
交
わ
り
に
お
い
て
の
み
三
一
の
神
に
対
応
す
る
が

ゆ
え
に
、
た
し
か
に
後
者
と
異
な
る
。
彼
の
特
徴
の
本
質
は
、
彼
が
、
自
分

自
身
を
も
つ
代
わ
り
に
、
彼
を
内
側
か
ら
父
な
る
神
に
関
連
づ
け
る
神
の
霊

を
も
つ
こ
と
に
あ
る
。「
あ
な
た
方
が
子
で
あ
る
こ
と
は
、
神
が
、『
ア
ッ
バ
、

父
よ
』
と
叫
ぶ
御
子
の
霊
を
、
わ
た
し
た
ち
の
心
に
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
事

実
か
ら
分
か
り
ま
す
」（
ガ
ラ
四
・
六
。
ロ
ー
マ
八
・
一
五
以
下 

を
参
照
）。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
神
は
神
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ

て
の
存
在
す
る
も
の
と
類
比
性
を
も
た
な
い
神
は
、
た
し
か
に
彼
の
子
に
お

い
て
、わ
れ
わ
れ
が
神
と
し
て
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
相
手
と
な
っ
た
。

彼
、
子
は
、
は
た
し
か
に
神
の
像
で
あ
り
（
Ⅱ
コ
リ
四
・
四
）、
し
か
も
目
に

み
え
な
い
神
の
像
で
あ
り
（
コ
ロ
一
・
一
五
）、
神
の
栄
光
の
反
映
と
神
の
存

在
の
刻
印
で
あ
る
（
ヘ
ブ
一
・
三
）。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
彼
は
神
の
自

己
伝
達
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
子
で
あ
り
、
彼
を
通
し
て
神
は
究
極
的
に
語
っ

た
（
ヘ
ブ
一
・
二
）。
子
な
る
神
に
お
い
て
神
は
初
め
て
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
語
り
う
る
よ
う
に
な
る
仕
方
で
、自
ら
を
語
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、

永
遠
な
る
子
と
し
て
同
時
に
神
の
永
遠
の
言
葉
で
も
あ
る（
ヨ
ハ
ネ
一
・
一
）。

こ
の
言
葉
に
お
い
て
神
は
神
と
し
て
認
識
さ
れ
、
語
ら
れ
、
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
言
葉
を
聞
く
者
は
、
父
の
言
葉
を
聞
く
の
で
あ
り
、
神

の
永
遠
の
言
葉
で
あ
る
方
を
見
る
者
は
、
父
を
見
る
か
ら
で
あ
る
（
ヨ
ハ
ネ

一
四
・
九
、一
二
・
四
五
を
参
照
）。

　

し
か
し
ひ
と
が
神
の
永
遠
の
言
葉
を
聞
い
て
、見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

た
だ
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
言
葉
は
、
人
間
イ
エ

ス
と
人
格
的
一
体
性
の
う
ち
に
あ
っ
た
、
そ
し
て
こ
の
彼
の
既
存
在

（D
agew

esensein

）
に
お
い
て
《
神
の
似
像
》
で
あ
る
と
共
に
《
世
界
の

原
像
》
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
の
子
と
人
間
イ
エ
ス
と
の
同
一
性
を
念
頭
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に
置
き
つ
つ
、「
御
子
は
、
ご
自
身
の
う
ち
に
神
的
尊
厳
の
み
な
ら
ず
す
べ

て
の
被
造
物
の
像
を
も
っ
て
い
）
8
（る
」
と
の
命
題
を
あ
え
て
主
張
す
る
た
め
に

は
、
ひ
と
は
、
伝
）
7
（統

の
対
応
す
る
諸
言
明
を
決
定
的
に
神
の
子
の
人
間
存
在

と
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

神
を
言
葉
に
も
た
ら
す
人
間
イ
エ
ス
と
の
同
一
性
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
歴

史
的
一
回
性
の
点
で
、
す
べ
て
の
人
間
と
す
べ
て
の
歴
史
的
現
実
に
直
接
現

臨
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
重
要
性
に
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
最

も
強
く
関
わ
る
も
の
が
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
現
実
に
到
達
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
出
来
事
の
重
要
性
は
、
そ
れ
自
体
出
来
事
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
神
の
子
に
お
い
て
神
と
し
て
語
ら
れ
、

呼
び
か
け
ら
れ
、
見
ら
れ
、
そ
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ゆ
え
彼
を
神
と
し
て
認
識
し
、
熟
視
し
、
話
し

か
け
、
呼
び
か
け
る
こ
と
が
ま
だ
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
が
聖
霊
と
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
も
と
で
自
ら
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
も
う
一
度
わ
れ
わ
れ

と
関
係
を
も
つ
こ
と
な
し
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
神
へ
と
突
進
す
る
の
で
は
な
く
、
聖
霊
が
わ
れ
わ
れ
の

も
と
へ
突
進
し
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
起
こ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の

言
語
は
、
今
や
わ
れ
わ
れ
を
本
格
的
に
表
現
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ

れ
を
神
の
前
に
連
れ
て
行
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
力
を
獲
得
す
る
。
聖
霊
に

お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
神
が
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
ら
を
語
っ
た
よ
う
に
、

神
の
前
で
わ
れ
わ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
霊
の
力
に
お
い
て
人

間
は
、
自
分
自
身
を
所
有
す
る
代
わ
り
に
、
む
し
ろ
自
ら
他
者
に
心
を
開
き

交
わ
る
。
そ
し
て
ひ
と
が
自
ら
自
分
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
で
初
め
て
、
し

た
が
っ
て
彼
の
存
在
全
体
が
、
事
実
上
、
神
の
呼
び
か
け
の
次
元
に
到
達
す

る
こ
ろ
で
初
め
て
、
彼
の
言
葉
は
も
は
や
神
に
つ
い
て
単
に
語
る
だ
け
で
な

く
、
本
当
に
神
つ
い
て
語
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
は
た
し
か

に
神
《
と
し
て
》《
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
》、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
た
し

か
に
彼
の
地
上
の
子
供
た
ち
《
と
し
て
》《
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
》

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
聖
霊
に
お
い
て
神
は
神
と
し
て
《
語
る
こ
と
が
で

き
る
》
よ
う
に
な
っ
た
。
神
が
神
と
し
て
語
る
と
は
、
常
に
、
人
間
が
完
全

に
自
分
か
ら
出
て
行
く
と
い
う
具
合
に
、
自
分
の
人
間
存
在
を
差
し
出
す
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
霊
の
力
の
中
で
起
こ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
た
し
か
に
異
論
の
余
地
が
な
く
、
そ
し
て
取
り

消
し
が
た
い
《
権
利
》、
つ
ま
り
神
を
も
わ
れ
わ
れ
の
父
と
呼
ぶ
権
利
を
取

得
し
た
。
し
か
し
聖
霊
に
お
い
て
初
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
神
に
わ
れ
わ
れ
の

父
と
呼
び
か
け
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
命
を
神
の
呼
び
か
け
の
行
為
と
し
て

生
き
る
《
必
要
》
と
《
力
》
を
も
つ
よ
う
に
な

）
9
（る
。
そ
れ
ゆ
え
永
遠
の
子
な

る
神
へ
の
信
仰
は
、
同
時
に
聖
霊
な
る
神
へ
の
信
仰
で
あ
る
。

（
c
）《
神
は
神
と
し
て
到
来
す
る
》

　

神
が
イ
エ
ス
の
死
へ
赴
く
と
き
、
神
は
異
郷
へ
向
か
う
、
と
わ
れ
わ
れ
は

言
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
イ
エ
ス
の
死
に
お
い
て
永
遠
な
る
神
は
、
事
実
、
消
え
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行
く
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
神
は
異
郷
に
お
い
て
自
分
に
と
っ
て
見
知
ら
ぬ

も
の
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
は
消
失
の
中
に
お
い
て
さ
え
自
分
を
疎
外

し
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
神
は
死
と
消
失
を
疎
遠
に
す
る
。
ま
さ
に
神
が
消

失
を
恐
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
神
の
存
在
は
消
失
の
た
だ
中
で
、
到
来
の
う

ち
に
留
ま
る
。
神
の
存
在
が
到
来
の
う
ち
に
《
留
ま
る
こ
と
》、
神
自
身
が

破
壊
し
が
た
い
自
ら
の
起
源
で
あ
り
、
取
り
消
し
が
た
い
自
ら
の
目
標
で
あ

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
神
は
、
起
源
と
目
標
と
し
て
、
父
と
子
と
し
て
、
ご

自
身
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
神
か
ら
神
へ
到
来
す
る

こ
と
を
止
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
要
す
る
に
神
ご
自
身
が
仲
介
で
あ
る
こ

と  

│ 

こ
れ
が
神
の
第
三
の
存
在
様
式
、
つ
ま
り
聖
霊
な
る
神
で
あ
る
。

　

聖
霊
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
神
が
、
神
自

身
で
あ
る
起
源
の
も
と
に
い
る
と
き
に
は
、
他
の
仕
方
で
再
び
自
分
自
身
で

あ
る
目
標
に
は
た
し
か
に
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
目
標
が
そ
れ
に
よ
り

も
ち
ろ
ん
終
わ
り
と
な
ら
ず
に
、
起
源
か
ら
目
標
へ
と
至
る
現
実
的
運
動
が

存
在
す
る
。
神
の
存
在
は
そ
れ
自
体
到
来
の
う
ち
に
あ
る
。
目
標
と
起
源
の

関
連
性
の
中
で
、ま
た
目
標
か
ら
起
源
へ
と
向
か
う
再
帰
的
関
連
性
の
中
で
、

神
が
到
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
し
か
し
こ
の
出
来
事
も
神
に
対
抗

す
る
異
質
な
運
命
で
は
な
く
、
再
び
神
ご
自
身
で
あ
る
。
神
は
、
ご
自
身
か

ら
ご
自
身
へ
《
到
来
す
る
》
こ
と
に
よ
り
、
ご
自
身
の
将
来
で
あ
る
、
と
わ

れ
わ
れ
は
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
が
、
神
は
神
と
し
て
到
来
す
る
と
い

う
句
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
中
に
神
の
存
在
が
あ
る
到
来
は
、
し
た
が
っ
て
神
自
身
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
到
来
は
、
由
来
、
到
着
（A

nkunft

）、
そ
し
て
将
来
と
し
て
理
解

さ
れ
る
と
き
、
初
め
て
完
全
に
考
え
抜
か
れ
る
。
神
は
、
ご
自
身
の
起
源
で

あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ご
自
身
の
由
来
で
あ
る
。
神
の
由
来
は
彼
の
消
失

し
な
い
過
去
で
あ
る
。
神
は
、
ご
自
身
の
目
標
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

ご
自
身
の
到
着
で
あ
る
。
神
の
到
着
は
神
の
消
失
し
な
い
現
在
で
あ
る
。
神

は
、
ご
自
身
の
仲
介
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ご
自
身
の
将
来
で
あ
る
。

神
の
将
来
は
、
彼
の
過
去
と
現
在
の
非-

消
失
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
神
の
前
進
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
自
身
の
起
源
と
し
て
、
ま
た

彼
自
身
の
目
標
と
し
て
、
神
は
さ
ら
に
進
み
、
神
は
先
立
つ
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
に
し
て
神
は
、
起
源
と
目
標
の
一
致
の
中
で
神
と
し
て
到
来
す
る
方
で

あ
る
。
し
か
し
神
が
、
起
源
と
目
標
か
ら
自
分
へ
到
来
す
る
か
ぎ
り
で
、
神

と
し
て
到
来
す
る
方
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
こ
の
存
在
様
式
に
お
い
て
、

父
《
と
》
子
か
ら
（
フ
ィ
リ
オ
ク
エ
！
）
発
出
す
る
霊
で
あ
る
。
霊
に
お
い

て
父
と
子
は
相
互
に
肯
定
す
る
。
霊
は
、
起
源
と
目
標
の
一
致
と
し
て
神
を

前
進
さ
せ
る
《
愛
の
》
霊
で
あ
る
。
愛
と
し
て
神
の
存
在
は
到
来
の
う
ち
に

あ
る
。
愛
の
霊
と
し
て
神
は
、そ
の
中
で
神
が
永
遠
に
自
分
の
起
源
で
あ
り
、

自
分
の
目
標
で
あ
る
永
遠
の
将
来
を
自
分
自
身
に
与
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
の

こ
の
第
三
の
存
在
様
式
は
昔
か
ら
「
愛
の
絆
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
「
愛
の
絆
」
は
拘
束
せ
ず
、
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
永
遠
に
「
新
し

い
も
の
に
向
け
て
」
動
か
す
。
し
た
が
っ
て
聖
霊
は
「
愛
の
絆
」
と
し
て
同
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時
に
「
永
遠
の
乗
り
物
」
で
あ
る
。
愛
の
霊
と
し
て
、
神
は
永
遠
《
か
ら
》

永
遠
《
へ
》
と
向
か
っ
て
い
る
。
霊
と
し
て
神
は
永
遠
に
、「
そ
こ
に
い
る
方
」

ま
た
「
そ
こ
に
い
た
方
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
そ
こ
に
《
到
来

す
る
》
方
」
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
ま
た
す
べ
て
の
こ
と
を
、
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
に
お
い
て
起

こ
っ
て
い
る
神
の
啓
示
に
基
づ
い
て
語
る
。
イ
エ
ス
と
共
に
神
を
信
ず
る
者

は
、
永
遠
の
父
な
る
神
を
信
ず
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
る
。
永
遠
の
父

な
る
神
を
信
ず
る
者
は
、
し
か
し
同
時
に
必
然
的
に
永
遠
な
る
子
を
信
ず
る

の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
死
に
お
け
る
父
の
判
決
に
よ
る
と
こ
の
子
は
人
間
イ

エ
ス
と
同
一
で
あ
る
。
父
に
よ
る
こ
の
同
一
性
の
判
決
は
人
間
に
よ
っ
て
追

体
験
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、「
イ
エ
ス
主
は
で
あ
る
」
と
い

う
句
は
「
聖
霊
に
お
い
て
」
の
み
信
じ
ら
れ
る
（
Ⅰ
コ
リ
一
二
・
三
）。
Ⅰ
ヨ

ハ
ネ
の
手
紙　

四
・
二
に
よ
る
と
、
神
の
霊
は
次
の
こ
と
に
基
づ
い
て
認
識

さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
の
霊
は
、
神
の
子
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
肉
の
同
一

性
を
告
白
し
、
他
方
反
対
に
、
神
の
子
を
人
間
イ
エ
ス
と
し
て
告
白
し
な
い

霊
は
す
べ
て
、
神
か
ら
出
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
反
キ
リ
ス
ト
の
霊
で
あ

る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
認
識
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
霊
な
し
に
は
、
神

と
イ
エ
ス
の
同
一
性
は
、
人
間
の
現
在
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
な
い
過
去
の

ま
ま
で
あ
る
。
神
の
霊
な
し
に
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
主
と
し
て
の
イ

エ
ス
を
、
ま
た
し
た
が
っ
て
永
遠
の
子
を
《
信
ず
る
》
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
「
わ
た
し
は
自
分
の
理
性
や
力
に
基
づ
い
て
、
わ
た
し
の
主
で
あ

る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
た
り
、
あ
る
い
は
彼
の
と
こ
ろ
に
来
た
り
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
）
10
（る
」。
聖
霊
な
し
に
こ
う
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
つ
ま
り
、
神
は
ご
自
身
の
目
標
で
あ
る
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
を
も
目

標
と
し
て
も
た
ず
に
、
自
分
自
身
の
目
標
で
あ
ろ
う
と
は
し
な
い
、
と
。
霊

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
《
到
達
す
る
》
の
は
、
神
と
人
間
を
一
つ
に
す
る
父

な
る
神
の
判
断
で
あ
る
。
霊
に
お
い
て
神
は
、
ご
自
分
を
わ
れ
わ
れ
と
、
そ

し
て
わ
れ
わ
れ
を
神
と
結
び
つ
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
だ
れ
で
も
水
《
と
霊
》

に
よ
っ
て
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
神
の
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
ヨ
ハ

ネ
三
・
五
）。
な
ぜ
な
ら
「
キ
リ
ス
ト
の
霊
を
も
た
な
い
者
は
、
キ
リ
ス
ト
に

属
さ
な
い
」（
ロ
ー
マ
八
・
九
）
か
ら
で
あ
る
。
神
の
愛
は
彼
の
う
ち
に
啓
示

さ
れ
て
い
る
（
ロ
ー
マ
八
・
三
九
）。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
霊
に
よ
っ

て
初
め
て
愛
に
対
し
生
き
生
き
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
Ⅱ
コ
リ
三
・
六
、
ヨ

ハ
ネ
六
・
六
三
）。
つ
ま
り
霊
は
、
愛
で
あ
る
神
の
生
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
関
係

づ
け
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
て
霊
を
神
ご
自
身
の
生
へ
の
参
与
と
し
て
理
解
し
て

き
た
。
し
か
し
神
ご
自
身
の
生
へ
の
こ
の
参
与
は
、
そ
れ
自
体
、
例
え
ば
神

関
係
の
構
造
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
人
格
的
力
で

あ
る
。
こ
の
力
は
、
将
来
を
開
示
す
る
力
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
も
と
へ
到
来

す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
り
違
え
よ
う
の
な
い
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
に
襲
い
か

か
っ
て
く
る
。
聖
霊
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
将
来
は
、
す
な
わ
ち
空
虚
な
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
輪
郭
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
よ
っ
て
具
体
的
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か
つ
鮮
明
に
描
か
れ
る
。
パ
ウ
ロ
に
よ
る
と
霊
は
、「
到
来
し
た
も
の
の

将
）
11
（来

」
の
た
め
の
《
ア
ラ
ボ
ー
ン
》
つ
ま
り
手
付
金
、担
保
で
あ
る
。
霊
は
、

わ
れ
わ
れ
を
こ
の
人
格
的
将
来
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の

も
と
に
お
い
て
、
神
は
、
わ
れ
わ
れ
も
神
に
と
っ
て
目
標
で
あ
る
こ
と
な
し

に
、
ご
自
身
の
目
標
で
あ
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
告
知
と
告
白

の
中
に
力
強
く
臨
在
す
る
神
の
霊
は
、
一
方
で
、
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

に
お
い
て
こ
の
彼
の
目
標
に
《
到
達
》
し
た
事
実
を
実
行
す
る
。
神
の
霊
は
、

し
か
し
他
方
で
彼
の
言
い
表
し
が
た
い
溜
息
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

目
標
に
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
神
は
そ
の
目
標
と
共
に

こ
れ
か
ら
到
来
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
霊
は
そ
の
賜
物

を
も
っ
て
、
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
こ
か
ら
神
が
到
来
す
る
将
来
に
向

か
う
、
信
仰
の
、
動
か
さ
れ
た
、
そ
し
て
動
き
つ
つ
あ
る
待
機
状
態
の
中
へ

飛
び
込
ん
で
く
る
。
神
ご
自
身
の
生
へ
の
霊
的
参
与
は
、
し
た
が
っ
て
将
来

へ
の
参
与
を
意
味
す
る
。
神
は
わ
れ
わ
れ
と
共
に
こ
の
将
来
を
共
有
し
よ
う

と
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
今
や
す
で
に
こ
の
将
来
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
行
く
。

　

し
た
が
っ
て
聖
霊
な
る
神
を
信
ず
る
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
わ
れ

わ
れ
の
将
来
と
し
て
承
認
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
喜
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
。
神

と
人
間
は
、
愛
を
そ
の
共
通
の
将
来
と
し
て
も
つ
で
あ
ろ
う
。
聖
霊
に
対
す

る
信
仰
は
、今
や
す
で
に
愛
の
道
に
沿
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
導
く
こ
と
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
を
こ
の
将
来
へ
と
連
れ
て
行
く
。
し
か
し
愛
の
道
を
行
く
者
は
、

ひ
た
す
ら
待
ち
つ
つ
歩
く
旅
人
の
逆
説
の
中
に
実
存
し
て
い
る
。
彼
ら
は
こ

の
世
の
中
で
霊
な
る
神
と
共
に
先
頭
に
立
ち
、
そ
し
て
こ
の
世
か
ら
神
の
永

遠
な
る
愛
へ
と
救
い
出
さ
れ
る
希
望
を
も
ち
つ
つ
待
つ
。な
ぜ
な
ら
こ
れ
が
、

聖
霊
に
対
す
る
信
仰
が
究
極
的
結
論
と
し
て
意
味
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
神
は
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
彼
自
身
の
存
在
の
中
に
生
活
空

間
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
の
中
で
甘
受
さ
れ

た
否
定
を
、
わ
れ
わ
れ
の
死
す
べ
き
肉
体
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
地
上
の

生
に
お
い
て
、
愛
の
勝
利
に
満
ち
た
力
と
し
て
完
成
さ
せ
る
。
霊
は
、
神
の

う
ち
に
生
か
さ
れ
、
救
わ
れ
て
い
る
と
の
確
信
を
与
え
る
。
そ
の
結
果
、
わ

れ
わ
れ
の
生
も
、
神
の
存
在
と
共
に
到
来
の
う
ち
に
あ
る
。

　

こ
の
意
味
で
、
三
一
の
神
へ
の
信
仰
は
、
三
一
の
神
と
の
ひ
と
つ
の
共
通

の
生
に
至
る
。

三
　

神
の
不
可
視
性
の
、神
を
世
界
の
秘
密
と
し
て
保
持
す
る
理
解
に
と
っ
て
、

《
神
の
存
在
は
到
来
の
う
ち
に
あ
る
》
と
い
う
句
の
三
一
的
な
説
明
は
、
初

め
て
根
本
概
念
を
提
供
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
根
本
概
念
は
神
の
存
在
の

諸
々
の
自
己
運
動
を
あ
ら
わ
に
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
助
け
に
よ
っ
て
実
質

的
教
義
学
は
神
の
存
在
を
歴
史
と
し
て
、
ま
た
こ
の
歴
史
を
ま
さ
に
世
界
の

秘
密
と
し
て
物
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
的
存
在
の
こ
の
根
本
概
念
を

展
開
す
る
こ
と
が
物
語
の
神
学
の
課
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
諸
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研
究
の
中
で
そ
の
基
礎
づ
け
に
従
事
し
て
き
た
。
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の

諸
々
の
自
己
運
動
に
対
応
す
る
人
間
の
諸
行
為
と
諸
存
在
様
式
を
問
う
こ
と

に
よ
り
、
神
の
存
在
を
世
界
の
秘
密
と
し
て
物
語
る
神
学
の
基
礎
づ
け
を
終

え
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
は
世
界
の
秘
密
と
し
て
神
の
人
間
学
的

諸
対
応
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
諸
対
応
を
展
開
す
る
こ
と
も
、
同
様
に
、
世
界
の
神
的
秘
密
を
物
語

る
神
学
の
課
題
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
で
人
間
が
世
界

の
秘
密
と
し
て
の
神
に
関
わ
る
そ
の
よ
う
な
人
間
的
諸
行
為
と
諸
存
在
様
式

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
人
間
的
諸
行
為
と
諸
存
在
様
式
は
、
そ
れ
ら
を
特
徴
づ
け
る
特
殊
な
性
質

に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
、
見
知
ら
ぬ
、
目
に
見
え
ぬ
も
の
と
は
全
く
異
な
る

も
の
と
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
を
は
っ
き
り
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中

で
人
間
は
、
神
が
世
界
へ
到
来
し
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
が
自

分
自
身
を
所
有
す
る
よ
う
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
信
仰
と
愛
と
希
望
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

　

信
仰
、
愛
、
そ
し
て
希
望
は
、
そ
こ
で
信
じ
ら
れ
、
愛
さ
れ
、
そ
し
て
希

望
さ
れ
る
ご
と
に
、
人
間
の
諸
行
為
お
よ
び
諸
存
在
様
式
と
し
て
、
わ
れ
わ

れ
は
わ
れ
わ
れ
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三

つ
の
行
為
す
べ
て
に
お
い
て
人
間
は
、
神
の
不
可
視
性
が
、
そ
の
熟
知
性
の

増
加
と
し
て
具
体
的
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
、
世
界
へ
到
来
し
つ
つ
あ
る
神

に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
信
仰
、
愛
、
そ
し
て
希
望
に
お
い
て
、

人
間
は
《
語
り
か
け
ら
れ
》、
自
分
か
ら
語
る
神
が
人
間
に
非
常
に
近
づ
き
、

そ
の
結
果
、
人
間
は
、
聖
霊
な
る
神
に
よ
っ
て
「
現
実
の
諸
々
の
現
象
様
式

『
の
中
で
、
と
共
に
、
の
も
と
）
12
（で

』」
し
た
が
っ
て
徹
頭
徹
尾
見
え
な
い
仕
方

で
、
し
か
も
徹
頭
徹
尾
具
体
的
に
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
a
）
こ
の
こ
と
は
ま
ず
《
信
仰
》
に
当
て
は
ま
る
。
自
分
自
身
を
所
有

す
る
者
は
信
じ
な
い
。
彼
は
自
分
自
身
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の

か
ぎ
り
で
ま
さ
に
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
た
し
か
に
全
く
信
じ
な

い
。
そ
し
て
彼
は
い
つ
も
、
自
分
自
身
を
受
け
取
る
こ
と
（Sich

-selber
-

E
m

pfangen

）
は
、
そ
の
中
で
同
時
に
自
己
没
収  

│ 

そ
れ
は
、
ひ
と
が

も
つ
も
の
、
所
有
物
（H

abe

）
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、「
も
つ
こ
と 

（H
aben

）」
そ
れ
自
体
の
行
為
と
状
態
に
対
し
て
全
く
新
し
い
関
係
を
作
り

出
す 

│ 

に
見
舞
わ
れ
る
出
来
事
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
信

仰
は
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
い
わ
ゆ
る
内
容
に
よ
っ
て
た
し
か
に
全
く

規
定
さ
れ
る
信
仰
の
形
式
的
構
造
に
お
い
て
す
で
に
、
人
間
は
自
分
自
身
を

も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
す
実
存
論
的
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
信
仰
は
同

時
に
、
こ
れ
は
欠
乏
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
る
。
希
望
の
行

為
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
、
た
し
か
に
、
い
つ
の
日
か
最
終
的
に
自
分
を

所
有
す
る
で
あ
ろ
う
と
希
望
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
愛
の
出
来
事
に
お
い

て
も
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
を
所
有
す
る
者
と
し
て
自
分
を
た
し
か
に
実

際
に
経
験
す
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
希
望
と
愛
は
、
人
間
に
自
分
自
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身
を
所
有
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
信
仰
の
、
欠
乏
と
称
さ
れ
る
も
の
を
補
う

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
信
仰
は
、
自
分
自
身
を
も
た
な
い
経
験
を
人
間
学

的
恩
恵
と
し
て
知
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。
つ
ま

り
「
も
つ
こ
と
」
の
自
己
関
係
は
、
も
つ
こ
と
が
で
き
る
諸
々
の
事
物
と
の

交
わ
り
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
間
学
的
に
誤
っ
た
心
構
え（Fehlein-

stellung

）
に
起
因
し
て
い
る
。
自
己
所
有
、「
自
己
を
も
つ
こ
と
（Selbst-

habe

）」
は
ひ
と
つ
の
範
疇
で
あ
る
。
こ
の
範
疇
は
、
存
在
論
的
に
事
物
│

形
而
上
学
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
誤
っ
て
方

向
づ
け
ら
れ
た
範
疇
で
あ
る
。
こ
の
範
疇
は
、
人
間
存
在
に
対
す
る
、
人
間

の
た
し
か
に
理
論
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
き
わ
め
て
実
践
的
な
誤
っ
た
心
構

え
に
起
因
す
る
。
し
か
し
神
が
、
世
界
へ
到
来
し
つ
つ
あ
り
、
そ
し
て
そ
の

よ
う
に
し
て
人
間
（
個
人
と
し
て
、ま
た
類
と
し
て
！　

の
人
間
）
に
近
く
、

ま
た 

│ 

人
間
が
自
分
自
身
に
近
く
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も 

│ 

一

層
近
く
到
来
す
る
方
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
分
自
身
を
も
た

な
い
経
験
は
、
人
間
学
的
増
大
・
上
昇
（Steigerung

）
の
経
験
と
な
る
。

常
に
自
分
自
身
に
も
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
間
の
存
在
が
、
自
分
自
身
か

ら
の
自
由
へ
と
高
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
由
の
中
で
人
間
は
、
自
分
自

身
を
所
有
せ
ず
に
、
本
当
に
自
分
自
身
に
到
達
す
る
、
つ
ま
り
た
っ
た
独
り

で
は
な
く
、
神
と
共
に
自
分
自
身
に
到
達
す
る
。（
繰
り
返
し
、
そ
し
て
常

に
自
分
自
身
に
の
み
遡
る
代
わ
り
に
）
神
と
共
に
進
み
、
そ
し
て
す
べ
て
の

人
間
の
世
界
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
神
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
、
自
分

自
身
が
破
ら
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と 

│ 

そ
れ
は
、
人
間
が
信
ず
る

と
き
に
、
人
間
を
襲
う
増
大
・
上
昇
で
あ
る
。
そ
し
て
《
こ
の
》
意
味
で
、

信
ず
る
人
間
は
、
自
分
自
へ
の
固
着
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
信
仰
者

た
ち
は
「
創
造
の
最
初
に
解
放
さ
れ
た
捕
虜
た
）
13
（ち
」
で
あ
る
。
自
分
自
身
を

解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と 

│ 

こ
れ
が
、
人
間
を
秘
密
に
満
ち
た
者

と
す
る
世
界
の
秘
密
と
し
て
の
神
の
《
解
放
す
る
》
経
験
で
あ
る
。
自
分
自

身
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
は
、
彼
が
自
分
の
自
由
の
力
で
ま
ず
自
ら
切
り
開

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
の
途
上
に
《
い
る
》。
こ
れ
も
欠
乏
で
は
な
く
、

過
剰
（P

lus

）
で
あ
る
。（
ル
タ
ー
に
従
っ
た
）
神
学
的
伝
統
と
哲
学
的
伝

統
（
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
ま
で
）
と
比
べ
て
、
人
間
の
存
在
は
生
成
で

あ
る
と
の
認
識
は
、
そ
の
栄
誉
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
信
仰
者

が
人
間
を
神
に
対
応
す
る
秘
密
と
し
て
守
り
続
け
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ

の
栄
誉
は
信
仰
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
る
。
世
界
の
中
で
自
分
自
身
に
至
る
人

間
性
の
新
し
い
道
が
可
能
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
、
世
界
へ
到
来
し
つ
つ
あ

る
神
に
導
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
者
は
こ
れ
を
行
う
。
そ
れ
は
、
歩
き

始
め
る
前
に
は
そ
こ
に
存
在
し
な
い
道
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
、
た
だ

制
約
さ
れ
た
仕
方
で
そ
の
道
を
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
、
預
言
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
人
間
的
な
道
に
な
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
を

見
極
め
る
た
め
に
、
自
分
自
身
を
解
放
す
る
信
仰
的
人
間
は
二
つ
の
判
断
基

準
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
愛
と
希
望
だ
け
で
あ
る
。
信
仰
も
、

愛
と
希
望
な
し
に
自
分
自
身
で
あ
ろ
う
と
は
し
な
い
。
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（
b
）《
愛
》
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
そ
の
形
式
的
構
造
に
お
い
て
、
そ
の

愛
が
人
間
を
、
自
分
自
身
を
所
有
せ
ず
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
点
で
現
実
に

人
間
的
で
あ
る
存
在
と
し
て
立
証
し
て
い
る
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
自
分
自

身
を
所
有
す
る
者
は
、
愛
さ
な
い
。
彼
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
愛
さ

れ
た
人
（Person
）
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
献
身
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

愛
の
中
で
、
自
分
自
身
に
対
す
る
人
間
の
基
本
的
な
心
構
え
で
あ
る
「
も
つ

こ
と
」
の
変
革
が
起
こ
る
。
し
か
し
特
徴
的
な
こ
と
に
、
そ
の
変
革
は
、
ま

さ
に
自
分
自
身
の
存
在
に
対
す
る
人
間
の
誤
っ
た
心
構
え
で
あ
る
「
も
つ
こ

と
」
の
単
な
る
告
発
を
通
し
て
で
は
な
く
、
愛
す
る
我
が
、
愛
さ
れ
る
汝
を

も
た
ず
に
自
分
自
身
を
も
と
う
と
し
な
い
こ
と
を
通
し
て
起
こ
る
。ひ
と
は
、

た
し
か
に
こ
れ
を
人
間
の
現
存
在
の
所
有
構
造
の
強
化
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
愛
の
あ
る
種
の
堕
落
は
ま
さ
し
く
こ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
「
も
つ
こ
と
」
そ
れ
自
体
は
、
た
し
か
に
愛
の
出
来
事
の
中
で
変
革

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
中
で
人
間
が
諸
々
の
事
物
を
も
つ
所
有
関
係

（B
esitzrelation

）
と
の
そ
の
類
比
性
を
喪
失
す
る
。
愛
の
中
で
、《「
も
つ

こ
と
」》
か
ら
《
存
在
》
が
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
「
も
つ
こ
と
」
も
根
源
的

に
は
同
じ
く
《「
も
た
れ
る
こ
と
」（G

ehabtw
erden

）》
だ
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
れ
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
論
及
し
た
の
で
、
そ
れ

を
参
照
し
て
も
ら
い
た
）
14
（い

。
単
純
に
、
愛
の
出
来
事
は
、
自
己
被
剥
奪
性

（Selbstentzogenheit

）
と
、新
し
く
創
造
的
な
自
己
関
係
性
（Selbstbezo-

genheit

）
の
集
約
的
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
そ
れ

で
十
分
で
あ
ろ
う
。
愛
は
そ
の
中
で
、
あ
る
我
が
も
は
や
そ
れ
だ
け
で
我
で

あ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
あ
る
汝
と
の
関
連
の
中
で
、
わ

れ
わ
れ
と
し
て
実
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
し
ま
す
ま
す
、
そ
し
て
凌
駕

し
難
い
意
味
で
我
で
あ
る
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で

十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
た
し
か
に
愛
の
関
係
は
自
分
を
越
え
て
光
を
放

ち
、
社
会
に
介
入
す
る 

│ 

そ
れ
は
、（
例
え
ば
家
族
の
よ
う
な
）
自
分
自

身
の
諸
制
度
と
諸
秩
序
を
創
造
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
人
間
存

在
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
と
諸
々
の
客
体
化
（O

bjektvationen 

﹇
諸
制
度
﹈）
に

お
け
る
愛
の
勝
利
の
た
め
に
、
既
存
の
す
べ
て
の
秩
序
と
制
度
を
批
判
的
に

問
う
た
め
で
も
あ
る
。
愛
の
出
来
事
に
お
い
て
人
間
は
、
世
界
へ
到
来
し
た

神
に
、
同
時
に
、
つ
ま
り
最
も
集
中
的
か
つ
外
延
的
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
に

な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
神
は
愛
だ
か
ら
で
あ
る
。
愛
の
出
来
事
に
お
い
て
、

人
間
は
最
も
秘
密
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
一
番
不
可
解
な
仕
方

で
自
分
を
愛
し
、
ま
た
愛
さ
れ
る
（
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
た
し
か
に
い
つ
で

も
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
）
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
が
、
愛
し
愛
さ
れ
つ
つ
、

神
に
、
つ
ま
り
自
ら
を
愛
と
し
て
啓
示
し
、
し
か
し
愛
と
し
て
目
に
見
え
な

い
仕
方
で
働
く
神
に
、
対
応
す
る
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
の
出
来
事

に
お
い
て
、
神
と
人
は
同
じ
秘
密
を
分
か
ち
合
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
信
仰
者
は
、
愛
の
出
来
事
の
う
ち
に
、
自
由
へ
と
解
放
さ
れ
た

人
間
が
彼
の
信
仰
を
通
し
て
見
い
だ
し
、
ま
た
そ
こ
へ
行
く
気
に
さ
せ
ら
れ

る
、
自
分
自
身
に
至
る
人
間
性
の
道
が
、
は
た
し
て
人
間
的
な
道
な
の
か
ど
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う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
決
定
的
基
準
を
も
っ
て
い
る
。
愛
に
仕
え
る
も
の

（W
as

）
は
人
間
的
で
あ
る
。
愛
に
仕
え
る
も
の
は
す
べ
て
人
間
を
よ
り
人

間
的
に
し
、
人
間
を
、
神
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
性
と
な
る
道
へ
と
さ
ら
に
導

く
。
反
対
に
愛
を
阻
止
す
る
も
の
は
非
人
間
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
確
実

な
諸
伝
統
で
あ
り
、
最
も
聖
な
る
諸
秩
序
か
も
し
れ
な
い 

│ 

も
し
も
そ

れ
ら
が
愛
の
勝
利
に
反
対
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
体
絶
望
的
に
す
た

れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
を
無
関
係
に
す
る
死
の
諸
制
度
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
さ
ら
に
も
っ
と
偉
大
な
諸
々
の
前
進
も
、

諸
々
の
革
命
も
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い 

│ 

も
し
も
そ
れ
ら
が
愛
の
勝
利

に
逆
ら
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
世
界
の
現
実
を
動
か
す
が
、
あ

ら
ゆ
る
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
た
だ
袋
小
路
の
中
で
う
ま
く
立
ち
回
る
事
件

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
徹
底
的
に
反
動
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
ら
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
死
を
促
進
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
最
後
に
は
、
生
そ
れ
自
体
が
な
お
さ
ら
に
非
常
に
讃
美
さ
れ
、
そ
し

て
死
は
、
自
由
に
入
手
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
反
駁
さ
れ
る
で
あ

ろ
う 

│ 

も
し
も
生
を
支
持
し
、
死
に
抵
抗
す
る
闘
い
が
愛
に
仕
え
な
い

な
ら
ば
、
結
局
そ
れ
は
、
愛
の
な
い
生
の
抽
象
的
栄
光
化
、
つ
ま
り
死
の
不

自
由
な
栄
光
化
に
行
き
つ
く
だ
け
で
あ
る
。
世
界
を
人
間
の
道
に
そ
っ
て
導

く
た
め
に
、
人
類
が
神
の
道
と
一
致
し
た
仕
方
で
そ
の
道
を
切
り
開
く
の
か

ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
、
愛
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
ら
を
死
に
さ
ら
す
愛

の
み
が
死
と
同
じ
よ
う
に
強
く
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
死
よ
り
も
た
し
か
に
強
い

か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
希
望
の
存
在
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
、

愛
で
あ
る
。

（
c
）
形
式
的
構
造
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
今
や
、《
希
望
》
に
お
い
て
も

重
要
な
の
は
、
希
望
が
人
間
を
、
自
分
自
身
を
所
有
す
る
こ
と
か
ら
守
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
所
有
す
る
者
は
、自
分
自
身
を
も
つ
者
は
、

希
望
し
な
い
。
希
望
の
行
為
に
お
い
て
も
、
こ
の
人
間
の
存
在
様
式
に
お
い

て
も
、
ひ
と
は
、
神
が
世
界
へ
到
来
し
た
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
世
界
へ
と
到
来
す
る
方
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
秘
密
に
よ
っ
て
生
き
て
い

る
。
結
局
、
希
望
は
い
ず
れ
も
、
た
と
え
そ
れ
が
実
存
的
に
何
か
全
く
別
な

も
の
に
向
か
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
人
間
は
自
分
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ
し

て
彼
の
世
界
の
存
在
も
「
自
己
を
も
つ
こ
と
（Selbsthabe

）」
で
は
な
い

こ
と
、つ
ま
り
自
己
所
有
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
行
く
。
し
か
も
、

最
も
完
全
な
自
己
所
有
、
最
も
完
全
な
「
自
己
を
も
つ
こ
と
」
が
い
つ
か
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
多
く
の
も
の
が
、
世
界
へ
到
来
し
つ
つ
あ
る

神
と
共
に
、
人
間
と
世
界
に
提
供
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
。

　

希
望
は
、
神
の
す
で
に
到
来
し
た
存
在
に
基
づ
い
て
そ
の
将
来
の
到
来
に

向
か
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
単
な
る
「
ま
だ
な
い
」
と
い
う
欠
乏
状
態
の
解

消
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
希
望
に
は
、
そ
れ
が
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱

の
中
に
残
っ
て
い
る
エ
ル
ピ
ス
と
同
様
に
、
良
い
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は

悪
い
も
の
な
の
か
、
た
し
か
に
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
希
望
は
、
望
ま
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れ
る
も
の
に
対
す
る
根
拠
を
与
え
ず
に
、
現
在
の
欠
乏
の
耐
え
が
た
さ
を
忘

れ
さ
せ
る
と
い
う
ア
ヘ
ン
の
機
能
を
も
つ
こ
と
も
で
き
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
希
望
は
そ
れ
自
体
、
現
実
に
は
空
虚
な
妄
想
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
あ
る
価
値
を
も
つ
。
し
か
し
空
虚
な
妄
想
は
、
世
界
へ
到
来
し
つ
つ

あ
る
神
に
ふ
さ
わ
し
い
希
望
と
は
言
え
な
い
。
希
望
は
自
分
の
決
断
に
基
づ

い
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
、
次
の
よ
う
な
治
療
法
的

機
能
と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
人
間
か
ら
希
望
を
奪
い

取
る
こ
と
は
非
人
間
的
な
こ
と
で
あ
る
と
ひ
と
が
言
う
と
き 

│ 

こ
れ
は

正
し
い
！ 

│ 

に
、
希
望
一
般
に
帰
さ
れ
る
治
療
法
的
機
能
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
と
こ
の
世
に
お
け
る
適
切
な
す
べ
て
の
希
望

の
間
に
は
、
十
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
類
縁
性
と
近
隣
性
が
存
在
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
類
縁
性
と
近
隣
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
希
望
と
、
あ
ら
ゆ

る
形
態
の
希
望
の
治
療
的
機
能
と
の
根
本
的
相
違
に
基
づ
い
て
の
み
、
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
は
、
自
分
の
決
断
に
基
づ
い
て
い
わ
ば
で
た
ら
め
に

起
こ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
そ
の
根
拠
は
、
そ
れ
が
《
愛
の
結
果
》
で
あ
る

と
い
う
事
実
に
あ
る
。
愛
す
る
者
は
、愛
の
将
来
を
希
望
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
た
愛
を
経
験
し
、
そ
の
結
果
、
愛

の
約
束
を
信
じ
、
そ
し
て
無
条
件
に
愛
す
る
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
将
来
を
、

つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
希
望
す
る
。
主
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
す
で
に
到
来
し
た
存
在
に
向
け
ら
れ
て
い
る
信
仰
、
愛
の
う
ち
に
現

に
働
く
信
仰
は
、
同
時
に
希
望
と
し
て
将
来
に
向
か
う
。
信
仰
が
こ
の
よ
う

に
行
う
の
は
、
そ
れ
が
神
の
到
来
を
希
望
し
、
そ
し
て
神
が
す
で
に
こ
の
世

界
へ
到
来
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
希
望
す
る
根
拠
を
も
つ
か
ら

で
あ
る
。
将
来
は
、
そ
の
場
合
、
信
仰
に
と
っ
て
、
そ
の
中
で 

│ 

お
そ

ら
く 

│ 

神
が
も
う
一
度
到
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
の
、
い
ず
れ
に

せ
よ
差
し
迫
っ
た
あ
り
方
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
反
対
で
あ
り
、
望
ま
れ

る
神
の
到
来
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
ま
ず
第
一
に
将
来
と
し
て
何
も
の
か
を
開

示
す
る
。
人
間
学
的
に
表
現
す
る
と
、
こ
う
な
る
。
つ
ま
り
、
ま
さ
に
、
い

ず
れ
に
せ
よ
到
来
し
つ
つ
あ
る
将
来
の
中
で
、
例
外
と
し
て 

│ 

た
と
え

絶
対
的
例
外
と
し
て
で
あ
れ 

│ 

常
に
自
ら
を
貫
徹
す
る
愛
が
助
け
を
得

て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
勝
利
し
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
現
実
に
も
起
こ
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
反
対
に 

│ 

も
ち

ろ
ん
相
変
わ
ら
ず
絶
対
的
例
外
と
し
て
の
み
貫
徹
さ
れ
る 

│ 

現
在
の
愛

そ
れ
自
体
か
ら
、
そ
の
普
遍
的
勝
利
に
対
す
る
十
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
信

頼
が
出
て
く
る
。カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、希
望
し
な
い
者
は
信
じ
て
い
な
い
と
言
っ

た
が
、
そ
れ
は
正
し
）
15
（い
。
も
っ
と
正
し
い
の
は
、
愛
さ
な
い
者
は
希
望
も
し

な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
愛
す
る

者
は
、
希
望
す
る
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
上
お
そ
ら
く
愛
す
る
者
だ
け

が
希
望
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
、神
ご
自
身
が
愛
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
の
み
、
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
の
こ
の
根
拠
か
ら
、
こ
の
希
望
は
、
も
ち
ろ
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ん
地
上
の
す
べ
て
の
申
し
分
の
な
い
希
望
に
対
し
、
親
し
く
、
し
か
し
批
判

的
に
近
づ
く
。
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
は
、
正
し
く
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
神

ご
自
身
と
等
し
い
愛
か
ら
出
て
く
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
愛
の
た
め
に
希

望
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
に
お
い
て
、
人
間
の
実
存
が
、
わ
れ
わ
れ
の
も
と

へ
近
づ
い
て
く
る
も
の
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
む

な
し
く
終
わ
ら
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。ま
さ
に
、

キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
は
、
完
全
に
は
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
諸
々
の
希
望

の
可
能
性
を
考
慮
し
、
そ
し
て
そ
の
空
虚
さ
に
つ
い
て
そ
れ
ら
に
語
り
か
け

る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
、
愛
す
る
が
ゆ
え
に
当
然
希
望
を
も
つ
す
べ
て
の

ひ
と
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
希
望
で
あ
る
。
こ
の
世
の
諸
々
の
希
望
と
の
こ
の

批
判
的
連
帯
性
の
中
で
、
神
を
待
ち
望
む
人
間
は
、
神
が
到
来
す
る
が
ゆ
え

に
そ
の
中
で
彼
が
将
来
を
も
つ
世
界
を
通
し
て
、
彼
の
道
を
切
り
開
く
。
そ

し
て
こ
の
世
の
諸
々
の
希
望
と
の
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
神
へ
向
か
う
希
望
の

こ
の
批
判
的
連
帯
性
の
ゆ
え
に
、
希
望
は
一
般
に
、
そ
れ
に
基
づ
き
人
類
が

自
分
自
身
に
向
か
っ
て
前
進
し
、
そ
し
て
そ
の
世
界
を
前
進
さ
せ
る
道
の
人

間
性
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
。
人
類
は
、
そ
の
自
分
の
《
有
限
性
》
を
知

り
、
肯
定
し
、
そ
し
て
消
化
吸
収
す
る
と
き
に
の
み
、
自
分
自
身
へ
と
至
る

道
に
お
い
て
前
進
す
る
。
限
界
の
な
い
道
は
先
へ
と
導
か
な
い
。

　

人
間
は
希
望
を
も
ち
つ
つ
、
人
間
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
世
界
も
限
界
を

も
つ
と
い
う
人
間
学
的
真
理
と
取
り
組
む
。
ひ
と
は
、
こ
の
真
理
と
の
取
り

組
み
を
回
避
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ひ
と
は
、
死
の
限
界
と
そ
の
「
こ
こ
ま

で
が
限
度
で
あ
る
こ
と
」
に
直
面
し
て
特
に
苦
し
む
自
分
の
有
限
性
と
い
う

非
情
な
現
実
の
前
に
あ
き
ら
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
ひ
と

は
、
人
間
の
人
間
存
在
に
対
し
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
前
に
、
断
念
し
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
と
き
人
間
は
、
も
ち
ろ
ん
、
信
仰
へ
の
彼
の

招
き
と
無
関
係
に
と
い
う
だ
け
で
な
く
、愛
へ
の
彼
の
規
定
と
も
無
関
係
に
、

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
自
身
の
前
に
あ
き
ら
め
る
人
間
の
全
く
特
別

な
人
間
性
は
、
非
人
間
性
へ
と
激
変
す
る
人
間
性
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
照
的

に
希
望
は
真
剣
な
認
識
で
あ
り
、
し
か
も
ま
さ
に
自
分
自
身
の
有
限
性
と
の

人
間
の
同
じ
よ
う
に
本
当
に
真
剣
な
対
決
で
も
あ
る
。
希
望
を
も
ち
つ
つ
自

分
の
限
界
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
有
限
性
と
世
界
の
有

限
性
を
肯
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
に
諸
々
の
限
界
が
置
か
れ
て
い

る
こ
と
を
、
人
間
は
、
希
望
を
も
ち
つ
つ
真
剣
に
受
け
と
め
る
。「
こ
こ
ま

で
が
限
度
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
動
か
し
が
た

く
措
定
さ
れ
て
い
る
あ
の
諸
限
界
と
、
人
間
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
絶
え
間

な
く
拡
大
し
、
変
革
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
も
う
一
度
よ
り
身
近
に
引

き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
何
も
の
か
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
自
分

自
身
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
の
非
常
に
異
な
る
諸
限
界
を
区
別
す
る

こ
と
を
ま
ず
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
、
希
望
の
行
為
の
中
で
こ
の
真
理

と
積
極
的
に
対
峙
す
）
16
（る
。
そ
こ
に
希
望
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
人
間
が
自

分
自
身
で
措
定
し
、
そ
し
て
（
他
の
）
人
間
の
た
め
に
そ
の
人
間
に
よ
っ
て

措
定
さ
れ
る
諸
々
の
限
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
な
る
。
こ
こ
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で
無
限
に
実
存
し
よ
う
と
す
る
者
、
あ
る
い
は
永
続
的
諸
限
界
を
自
己
価
値

と
み
な
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
変
革
不
可
能
な
も
の
と
し
て
保
持
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
希
望
を
も
た
な
い
。
限
界
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
希
望
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。い
ち
ど
き
に
す
べ
て
を
望
む
者
、し
た
が
っ

て
制
約
さ
れ
ず
に
無
限
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
者
は
、
自
分
自
身
を
も
つ
存
在

と
し
て
の
人
間
を
、
自
分
自
身
を
所
有
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
を
、
し
た

が
っ
て
徹
頭
徹
尾
希
望
を
も
た
な
い
存
在
と
し
て
の
人
間
を
欲
す
る
。
彼
は

革
命
的
巨
人
（
タ
イ
タ
ン
）
の
姿
勢
を
と
り
、
人
間
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た

諸
限
界
を
偽
っ
て
永
遠
の
諸
限
界
と
称
す
る
反
動
主
義
者
と
同
様
に
、
到
来

し
つ
つ
あ
る
神
の
秘
密
を
否
定
す
る
。
な
ん
と
絶
望
的
な
人
間
た
ち
で
あ
る

こ
と
か
！　

と
こ
ろ
が
、到
来
し
つ
つ
あ
る
神
へ
の
目
に
見
え
な
い
希
望
は
、

将
来
へ
の
人
間
の
道
が
希
望
に
満
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
的
道
で
あ

る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
が
絶
え
ず
新
し
く
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

諸
限
界
の
絶
え
ず
新
し
い
加
工
修
正
の
中
で
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
人
間
の
希
望
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
進
む
こ
と
が
で
き
る

道
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
希
望
か
ら
、
人
間
に
と
っ
て
動
か

し
が
た
く
措
定
さ
れ
た
諸
限
界
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
全

く
そ
の
反
対
に
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
は
、
人
間

が
到
来
し
つ
つ
あ
る
神
を
通
し
て
の
み
最
終
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
価
値
が
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
特
に
苦
し
い

限
界
と
し
て
視
野
に
入
っ
て
く
る
存
在
の
終
り
、
世
界
の
時
間
の
終
り
、
そ

し
て
自
分
の
人
生
の
終
り
も
、存
在
と
時
間
の
、到
来
し
つ
つ
あ
る
神
に
よ
っ

て
措
定
さ
れ
た
終
り
と
し
て
、同
時
に
最
も
集
約
的
な
希
望
の
対
象
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
神
が
終
り
を
作
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
、
つ
ま
り
神
は
、
そ
こ
に

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、

終
り
の
後
に
続
く
の
は
、
無
で
は
な
く
《
変
革
・
変
容
（Verw

andlung

）》

で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
を
ご
自
身
と
共
に
限
定
し
、
そ
し
て
終
わ

ら
せ
る
神
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
、
そ
し
て
終
ら
さ
れ
る
地
上

的
現
存
在
の
《
変
革
・
変
容
》
で
あ

）
17
（る

。
存
在
と
時
間
が
互
い
に
分
離
す
る

と
こ
ろ
に
の
み
、
初
め
と
終
わ
り
が
存
在
す
る
。
し
か
し
到
来
し
つ
つ
あ
る

神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
終
り
は
、
存
在
と
時
間
の
内
部
に
お
け
る
終
り
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
相
違
の
終
り
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
神
は
、
存
在
と

時
間
の
終
り
と
し
て
そ
れ
ら
の
絶
対
的
同
一
性
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
同

時
に
、
存
在
と
時
間
の
中
で
制
約
さ
れ
た
地
上
の
現
存
在
の
、
永
遠
の
生
へ

の
変
革
・
変
容
、
神
と
の
凌
駕
し
え
な
い
交
わ
り
の
う
ち
に
あ
る
生
へ
の
変

革
・
変
容
で
あ
る
。

　

し
か
し
存
在
と
時
間
の
終
り
と
共
に
、
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の

区
別
も
不
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
だ
か
つ
て
だ
れ
も
見
た
こ
と
の
な
い

神
は
、
そ
の
と
き 

│ 

な
ぜ
な
ら
ま
さ
に
「
そ
の
と
き
」、
も
は
や
過
去
も
、

現
在
も
、
そ
し
て
未
来
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら 

│ 

そ
の
熟
知
性

の
中
で
ま
た
愛
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
な
り
、「
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
」（
Ⅰ
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コ
リ
一
三
・
一
二
）
見
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
終
り
を
見
て
、
ひ
と
は
「
希
望
を
も
っ
て
喜
ぶ
」（
ロ
ー
マ

一
二
・
一
二
）
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
喜
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

彼
の
決
定
的
諸
限
界
と
、特
に
彼
の
死
の
前
で
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
人
間
は
、

そ
の
あ
き
ら
め
に
よ
り
、 

│ 

い
わ
ば
断
念
の
話
法
で 

│ 

相
変
わ
ら
ず

「
自
己
を
も
つ
こ
と
」
と
自
己
所
有
と
い
う
、人
間
存
在
の
存
在
論
的
に
誤
っ

た
方
向
性
を
も
つ
理
想
に
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
神
を
終

末
と
し
て
待
ち
望
む
人
間
は
、
自
分
自
身
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
非

常
に
正
確
な
意
味
に
お
い
て
、
彼
は
《
自
分
を
行
か
せ
る
》
こ
と
が
で
き

る 

│ 

ま
さ
に
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
神
に
向
か
っ
て
。

　

信
仰
に
お
い
て
、
ご
自
身
か
ら
世
界
へ
到
来
し
た
神
へ
と
戻
り
、
愛
に
お

い
て
、
死
の
中
で
も
自
分
自
身
へ
到
来
し
つ
つ
あ
る
人
間
的
神
に
よ
っ
て
導

か
れ
、
そ
し
て
希
望
に
お
い
て
、
神
と
し
て
到
来
し
、
そ
し
て
愛
に
勝
利
を

え
さ
せ
る
神
に
向
か
っ
て
行
く
と
き
、
人
間
は
神
を
世
界
の
秘
密
と
し
て
保

持
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、《
存
続
す
る
》
の
は
、
信
仰
、
愛
、
そ
し
て
希

望
で
あ
る
（
Ⅰ
コ
リ
一
三
・
一
三
）。
そ
れ
ら
は
、 

│ 

そ
れ
ら
の
共
属
性
に

お
い
て 

│ 

人
間
的
な
仕
方
で
、
神
の
存
在
は
到
来
の
う
ち
に
あ
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
行
為
と
存
在
様
式
と

し
て
、
世
界
の
秘
密
で
あ
る
神
に
属
す
る
。
し
か
し
愛
の
出
来
事
に
お
い
て

神
と
人
間
は
す
で
に
同
じ
秘
密
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
愛
は
そ

れ
ら
の
う
ち
で
も
っ
と
も
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
（
Ⅰ
コ
リ
一
三
・
一
三
）。

し
か
し
、
そ
れ
を
越
え
て
さ
ら
大
き
い
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
は
な

い
！　

愛 

│ 

そ
れ
は
む
し
ろ
神
、
人
間
的
な
仕
方
で
信
じ
ら
れ
ず
、
そ

し
て
期
待
し
え
な
い
方
で
あ
る
。
愛 

│ 

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
同

時
に
力
、
人
間
を
人
間
的
な
も
の
に
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
人
間
的
な
も
の
に

す
る
力
で
あ
る
。《
こ
の
》
力
に
対
す
る
信
仰
に
お
い
て
、
ま
た
《
そ
の
》

勝
利
に
対
す
る
希
望
に
お
い
て
、
人
間
は
、《
人
間
》
と
な
る
こ
と
を
決
し

て
止
め
な
い
。
混
乱
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
愛
か
ら
全
く
明
確
に
区
別
さ
れ

る
仕
方
で
、
神
な
し
に
生
き
る
人
間
に
も
、
愛
の
出
来
事
に
お
い
て
、
そ
の

力
に
対
す
る
信
仰
に
お
い
て
、そ
し
て
そ
の
勝
利
に
対
す
る
希
望
に
お
い
て
、

よ
り
多
く
の
も
の
が
分
か
ち
与
え
ら
れ
る 

│ 

つ
ま
り
、
自
分
自
身
を
も

つ
我
（Ich

）
が
そ
も
そ
も
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
多
く
の
も
の
、
ま

た
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ

が
獲
得
す
る
よ
り
も
多
く
の
も
の
が
、
分
か
ち
与
え
ら
れ
る
。
神
な
し
に
生

き
て
い
る
人
間
は
依
然
と
し
て 

│ 

多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
分
自
身
で
あ

れ
す
べ
て
で
あ
れ 

│ 《
も
つ
者
》で
あ
る
。愛
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、《
な

る
・
成
長
す
る
（w

erden

）》
こ
と
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
《
存
在
す

る
者
》
に
な
る
。「
も
つ
こ
と
」
の
次
元
に
お
い
て
、
生
成
（W

erden

）
は

依
然
と
し
て
過
多
と
過
少
の
間
の
過
程
で
あ
る
。愛
に
対
応
す
る
存
在
か
ら
、

よ
り
自
由
な
生
成
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
生
成
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
凌
駕
さ

れ
た
も
の
を
非
難
せ
ず
、
欠
乏
と
し
て
拒
絶
せ
ず
、
自
明
な
先
行
者
と
し
て

保
持
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
の
比
較
が
、
凌
駕
さ
れ
た
も
の
に
敬
意
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を
表
す
る
強
化
・
増
加
（Steigerung

）
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
生
成
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
人
間
的
で
な
か
っ

た
し
、
人
間
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
世
界
を
《
も
っ
て
い
る
》。

過
多
と
過
少
に
よ
っ
て
の
み
余
り
に
も
特
徴
づ
け
ら
れ
た
世
界
の
中
で
、
わ

れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
も
つ
者
の
ま
ま
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
、

も
つ
こ
と
な
し
に
何
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
十
分
に
も
つ
こ

と
は
、
依
然
と
し
て
、
所
有
物
が
そ
の
根
本
構
造
に
属
し
て
い
る
世
界
に
お

い
て
戦
い
取
ら
れ
る
べ
き
目
標
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
愛
は
、
も
つ
者
た

ち
か
ら
存
在
す
る
者
た
ち
を
つ
く
り
出
す
。
存
在
す
る
者
た
ち
は
、
あ
た
か

も
も
た
な
い
か
の
ご
と
く
な
る
す
べ
を
理
解
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
彼
ら
は
、

愛
で
あ
る
神
と
は
区
別
さ
れ
る
中
で
、
し
か
も
そ
の
豊
か
な
関
係
の
中
で
、

そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る 

│ 

こ
の
愛
で
あ
る
神
は
、
こ
っ
そ
り
手
に

入
れ
る
こ
と
も
、
強
奪
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
、
全
く
必
要
不
可
欠
で
も
な

く
、し
か
し
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
し
て
必
然
的
な
も
の
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
固
有
な
仕
方
で
人
間
的
で
あ
り
、
し
か
も
ま
す
ま
す
人
間
的
に
な

る
人
間
で
あ
る
。

『
世
界
の
神
秘
』
註
（
2
）

第
二
一
節

（
1

）　

H
. Scholz, E

ros und C
aritas. D

ie platonische L
iebe und die L

iebe im
 

Sinne des C
hristentum

s, 1929, 54, A
nm

. 1.

（
2
）　

A
ngelus Silesius, C

herubinischer W
andersm

ann （G
eistreiche Sinn

-und 

Schlussreim
e

）, hg. Von G
. E

llinger, H
alle 1895 （N

eudrucke deutscher L
it-

eraturw
erke des X

V
I. und X

V
II . Jahrhunderts, N

r. 135
-138

）, 130 （V, 200

）.　

D
ie Verse w

erden hier m
öglichst in m

oderner Schreibw
eise w

iedergege-

ben.

﹇
訳
注
・
植
田
重
雄
・
加
藤
智
見
訳
『
シ
レ
ジ
ウ
ス
瞑
想
詩
集
』（
上
）（
下
）

岩
波
文
庫 

（
一
九
九
二
） 

で
は
、
各
詩
に
「
小
見
出
し
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

本
文
の
訳
は
私
訳
で
あ
る
が
、
読
者
の
便
宜
を
考
え
て
、
以
下
に
お
い
て
も
、
適

宜
こ
の
「
小
見
出
し
」
の
部
分
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。「
愛
す
る
も
の

の
中
に
あ
っ
て
お
の
れ
も
変
わ
る
。（
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
よ
り
）」（
下
）

一
三
七
頁
﹈

（
3
）　

A
aO

, 162 

（IV, 128

）.

﹇「
神
の
も
と
に
行
き
た
い
と
思
う
も
の
は
、
神
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
」（
下
）
二
三
一
頁
﹈

（
4
）　

A
aO

, 131 （V, 219

）.﹇「
人
間
は
人
間
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
」（
下
）

一
四
二
頁
﹈

（
5
）　

A
aO

, 15 （I, 10

）.

﹇「
わ
た
し
は
神
の
よ
う
で
あ
り
、
神
は
わ
た
し
の
よ
う
で
あ

る
」（
上
）
一
〇
頁
﹈

（
6
）　

E
bd. （I, 18

）.

﹇「
わ
た
し
は
神
と
同
様
に
振
舞
う
」（
上
）
一
二
頁
﹈

（
7
）　

A
aO

, 31 （I, 200

）.

﹇「
神
は （
実
体
的
に
は
） 

無
で
あ
る
」（
上
）
六
〇
頁
﹈

（
8
）　

A
aO

, 23 （I, 100

）.

﹇「
一
方
が
他
方
を
支
え
る
」（
上
）
三
六
頁
﹈

（
9
）　

A
aO

, 15 

（I, 8

）.

﹇「
わ
た
し
が
い
な
け
れ
ば
、
神
は
生
き
て
い
な
い
」（
上
）

一
〇
頁
﹈

（
10
）　

A
aO

, 68 （III, 37

）.

﹇「
惚
れ
っ
ぽ
い
神
」（
上
）
一
八
三
頁
﹈

（
11
）　

A
aO

, 15 

（I, 9

）.

﹇「
わ
た
し
は
神
か
ら
受
け
取
り
、
神
は
わ
た
し
か
ら
受
け
取

る
」（
上
）
一
〇
頁
﹈

（
12
）　

K
. B

arth 

（K
D

II /1, 316

）.

「
こ
れ
ら
の
敬
虔
な
冒
瀆
的
な
言
葉
が
書
か
れ
て

い
る
『
ケ
ル
ビ
ム
の
よ
う
な
さ
す
ら
い
人
』
は 

（
同
じ
こ
と
で
、
ラ
イ
ナ
ー
・
マ

リ
ヤ
・
リ
ル
ケ
も
心
を
と
が
め
て
い
る
が
） 

そ
の
当
時
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク

の
司
教
の
出
版
許
可
を
得
て
、
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
司
教
は
頭
が
弱
か
っ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
現
代
的
な
な
ら
ず
者
と
ひ
そ
か
に
結
託
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か 

（
人
は
そ
う
問
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
）。
確
か
に
そ
の
こ
と
は
、
神
と
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人
間
の
関
係
に
関
す
る
語
り
方
と
し
て
不
可
能
な
語
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
語
り
方
は
あ
の
と
こ
ろ
で 

│
│ 

す
な
わ
ち
、
人
が
す
べ
て
の
、
人
間
の

愛
に
と
っ
て
確
か
に
不
可
欠
な
、愛
す
る
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
愛
さ
れ
た
《
対
象
》

と
い
う
﹇
必
﹈
要
﹇
な
道
﹈
具 

（R
equisit

） 

を
考
慮
し
て
、
ま
た
神
の
愛
を
も
、

本
質
的
に
、
そ
の
よ
う
な
《
他
者
》
の
存
在
と
結
び
つ
け
、
神
の
愛
を
も
こ
の
他

者
と
の
関
係
の
中
で
解
消
し
て
し
ま
お
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
で 

│
│
、
有
無
を

言
わ
せ
ず
可
能
に
な
る
し
、
若
干
の
首
尾
一
貫
性
を
も
っ
て
し
て
は
そ
の
こ
と
は

ま
さ
に
必
然
的
に
な
る
の
で
あ
る 

」（
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
『
教
会
教
義
学　

神
論 

1/2 

神
の
現
実　

上
』
吉
永
正
義
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
五
二
頁
）。

（
13
）　

A
ngelus Silesius, aaO

, 136 （V, 270

）.　
﹇「
救
い
は
す
べ
て
神
に
よ
る
」（
下
）

一
五
六
頁
﹈

（
14
）　

A
aO

, 5.

（
15
）　

A
aO

, 56 （II, 178

）.﹇「
す
べ
て
の
も
の
は
わ
れ
と
な
ん
じ （
創
造
主
と
被
造
物
） 

の
関
係
に
あ
る
」（
上
）
一
四
五
頁
﹈

（
16
）　

A
aO

, 58 

（II, 207

）.

﹇「
神
こ
そ
あ
な
た
の
中
に
あ
る
生
命
で
あ
る
」（
上
）

一
五
四
頁
﹈

（
17
）　

A
aO

, 138 

（V, 297

）.

﹇「
神
な
く
し
て
神
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
下
）

一
六
四
頁
﹈

（
18
）　

A
aO

, 46 

（II,  59

）.

﹇「
人
間
よ
り
は
む
し
ろ
神
と
呼
ば
れ
る
人
は
誰
か
」（
上
）

一
一
一
頁
﹈

（
19
）　

A
aO

, 39 （I,  293

）.

﹇「
神
格
化
さ
れ
る
と
き
」（
上
）
九
一
頁
﹈

（
20
）　

A
aO

, 135 

（V,  259

）.

﹇「
わ
た
し
は
か
つ
て
神
の
前
に
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

神
は
わ
た
し
に
な
っ
て
く
れ
る
」（
下
）
一
五
三
頁
﹈

（
21
）　

A
aO

, 33 

（I, 224

）.

﹇「
神
が
わ
た
し
に
対
す
る
関
係
と
わ
た
し
が
神
に
対
す
る

関
係
」（
上
）
七
一
頁
﹈
こ
れ
は
、
ル
タ
ー
派
的
に
理
解
さ
れ
た
属
性
の
交
流
の

一
つ
の
帰
結
か
？

（
22
）　

A
aO

, 38 （I, 278

）.

﹇「
も
う
一
方
の
神
」（
八
六
頁
）﹈

（
23
）　

K
D

 II/1, 316.

（
24
）　

フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
は
、
事
実
、
た
し
か
に
歴
史
的
に
も
、
ア
ン
ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ー

ジ
ウ
ス
の
格
言
の
影
響
史
の
中
に
立
っ
て
い
る
。
二
百
年
後
に
、G

ottfried 

K
eller 

が
そ
の
著„G

rünen H
einrich “

の
中
で
、｢

ケ
ル
ビ
ム
の
さ
す
ら
い
人｣

の
頁
を
め
く
っ
て
拾
い
読
み
す
る
伯
爵
に
、「
満
足
げ
に
」
こ
う
言
わ
せ
て
い
る
。

「
な
ん
と
極
端
な
も
の
が
互
い
に
触
れ
合
い
、
一
方
が
他
方
へ
と
向
き
を
変
え
、

急
変
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」。「
わ
た
し
は
神
と
同
様
に
大
き
く
、
神
は
わ
た

し
と
同
様
に
小
さ
い
。
神
は
わ
た
し
の
上
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
わ
た
し
は

神
の
下
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。こ
の
句
を
読
む
と
き
、人
は
、わ
れ
ら
の
ル
ー

ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
イ
ア
バ
ッ
ハ
の
言
葉
を
聞
い
て
い
る
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。

…
… 

こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
完
全
に
次
の
よ
う
な
印
象
が
与
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
た
か
も
親
し
い
ア
ン
ゲ
ル
ス
が
今
日
も
生
き
て
い
る
必
要
が

あ
り
、
彼
は
若
干
の
変
更
を
加
え
ら
れ
た
だ
け
の
外
的
運
命
の
み
を
必
要
と
し
、

そ
し
て
力
強
い
神
の
観
察
人
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
同
様
に
力
強
く
活
力
に
満

ち
た
哲
学
者
に
な
る
と
い
う
印
象
で
あ
る 

（D
er G

rüne H
einrich, Zw

eite Fas-

sung, IV
/12, Säm

tliche W
erke und ausgew

ählte B
riefe, hg. con C

. H
esel-

haus, B
d.1, 1963², 1064f. V

gl. auch
:

E
rste Fassung, IV

/12, aaO
, 727

）.

（
25
）　

L
. Feuerbach, D

as W
esen des C

hritentum
s, A

usgabe in zw
ei B

änden, hg. 

von W
. Schuffenhauer, B

d.2, 1956, 400f.

（
26
）　

A
aO

, 376.

（
27
）　

E
bd.

（
28
）　

A
aO

, 376f.

（
29
）　

A
aO

, 408.

（
30
）　

V
gl. dazu J. W

allm
ann, Ludw

ig Feuerbach und die theologische Tradition, 

ZT
hK

 67, 1970, 56ff., und O
. B

ayer, G
egen G

ott für den M
enschen. Zu 

Feuerbachs Lutherrezeption, ZT
hK

 69, 1972, 34ff.

（
31
）　

V
gl. W

. H
am

ilton, D
eath

-of -G
od

-T
heology in den Vereinigten Staaten.B

eri-

cht über einen Trend theologischen D
enkens, Past T

h 56, 1967, 429  und 

433.

（
32
）　

M
. Luther, In epistolam

 S. Pauli ad G
alatas C

om
m

entarius （1531

）, W
A

 

40/1, 212, 10
-213, 3.

（
33
）　

H
. Scholz, aaO

, 54, A
nm

. 1.
（
34
）　

A
aO

, 55f.

（
35
）　

A
aO

, 56.

（
36
）　

E
bd. Scholz

は
、

│ A
ristoteles, D

e caelo I 9, 279a 33f.

を
引
証
し
つ
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つ 

│ 

次
の
よ
う
な
説
得
力
の
あ
る
証
明
を
行
っ
て
い
る
。「
も
し
も
こ
の
よ
う

な
愛
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
よ
り
高
い
実
存
形
式
に
対
す
る
神
性
の
努
力
と
し

て
の
み
、
そ
れ
は
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
形
式
は
、
そ
の
中
で
《
エ
ロ
ー
ス
》

が
み
ず
か
ら
を
現
す
形
式
、
し
か
も
唯
一
の
形
式
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

さ
い
神
性
は
次
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
存
在
に
対

し
、
よ
り
完
全
な
存
在
が
、
そ
の
神
性
が
こ
れ
を
得
よ
う
と
努
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
仕
方
で
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
不
合
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は

自
ら
最
も
完
全
な
存
在
だ
か
ら
。
…
…
」（ebd.

）。「
そ
れ
を
動
か
す
も
の
以
上

に
強
い
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
こ
れ
は
よ
り
神
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
）。
そ
れ
に
は
欠
陥
が
な
い
。
そ
の
結
果
、
積
極
的
に
抵
抗
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
… 
そ
れ
は
、
適
切
な
卓
越
さ
を
欠
い
て
い
な
い
。

そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
「
欠
け
た
卓
越
さ
」
を
獲
得
す
る
た
め
の
運
動
が
そ
の

後
に
続
く
。
こ
の
ゆ
え
に
、
そ
し
て
こ
の
ゆ
え
に
《
の
み
》、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
神
性
は
「
不
変
」
な
い
し
「
不
動
」
で
あ
る
」（aaO

, 56f., A
nm

. 1

）。Scholz 

（ebd.

）
は
適
切
な
註
解
書
と
し
てM

aurus （A
ristotelis opera III, 298a

） 

を
引

用
し
て
い
る
。「
動
く
も
の
、
あ
る
い
は
変
え
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
何
ら
か

の
悪
を
避
け
る
た
め
に
動
か
さ
れ
る
か
、
何
ら
か
の
善
を
獲
得
す
る
た
め
に
動
か

さ
れ
る
。
し
か
し
最
初
の
存
在
は
、
逃
げ
る
べ
き
悪
を
も
た
ず
、
獲
得
す
べ
き
善

も
必
要
と
し
な
い
」。

（
37
）　

E
. B

loch, T
übinger E

inleitung in die Philosophie, G
esam

m
tausgabe, B

d.13, 

1970, 13.

（
38
）　

H
. Scholz, aaO

, 57f.

（
39
）　

A
aO

, 56.

い
ず
れ
に
せ
よ　

彼
は
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
「
来
た
り
ま
せ
聖
霊
よ
」

と
い
う
呼
び
か
け
とA

ugustin

のC
onfessiones 

（X
/27

「
あ
な
た
を
愛
す
る
こ

と
が
遅
す
ぎ
ま
し
た
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
古
く
、
そ
し
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
新
し

く
卓
越
さ
れ
る
方
を
、
愛
す
る
こ
と
が
遅
す
ぎ
ま
し
た
。」） 

を
通
し
て
、「
事
実
、

愛
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
も
の
へ
移
行
す
る
場
」（aaO

, 67

） 

が
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。「
そ
れ
を
感
ず
る
者
に
と
っ
て
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
エ
ロ
ー

ス
が
、
こ
の
最
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
箇
所
で
、《
愛
の
》
無
愛
想
な
形
而
上
学
の
中

に
侵
入
し
て
い
る
の
だ
か
ら
」（aaO

, 66

）。
ひ
と
は
、
思
考
に
強
制
さ
れ
た
幸
せ

な
矛
盾
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
首
尾
一
貫
し
た
思
想
家

を
尊
敬
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
！

（
40
）　

神
は
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が
も
は
や
何
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
限
界
と
呼

ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
人
間
は
も
は
や
何
も
《
行
う
》
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
彼
は
《
も
は
や
》
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
汲
み
尽
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
根
本
命
題
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
《
思
考
》
も
、
神

思
想
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
極
度
の
限
界
に
到
達
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
を

考
え
た
と
き
、
初
め
て
自
ら
を
実
現
し
た
の
で
あ
る 

（s.o. S.188
-195

）。
神
は

い
つ
も
可
能
性
の
限
界
で
あ
る
。

（
41
）　

H
. Scholz, aaO

, 58
;

vgl. A
ristotles, N

ik. E
thik H

, 1154 b 25ff.

（
42
）　

こ
こ
で
は
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
哲
学
的
論
証
に
注
目
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
自
然
の
領
域
お
け
る
、
愛
と
愛
の
な
い
状
態
の
首
尾
一
貫
し
た
区
別
を
実

際
に
貫
徹
で
き
な
い
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る 

│ 

こ
の
領
域
が
歴
史
の
領
域

と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
相
対
的
に
正
し
い
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
。
ひ
と

は
、
た
し
か
に
こ
の
領
域
に
あ
る
一
定
の
形
の
（
エ
ロ
ー
ス
的
な
）
愛
を
認
め
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
は
、
あ
の
「
生
の
た
め
の
、
生
と
死
の

統
一
性
」 

│ 

わ
れ
わ
れ
は
、
愛
で
あ
る
神
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た 

│ 

と
の
あ
る
類
比
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
愛
の
衝
動
と
冷
酷
な
欲
動
の
こ
の
よ
う
な
統
一
性
に
お
い
て
、

ま
さ
に
生
の
《
た
め
に
》
常
に
《
殺
さ
れ
》、
そ
の
結
果
、
生
の
た
め
の
、
生
と

死
の
統
一
性
の
よ
り
大
き
な
親
和
性
の
中
で
、
逆
説
的
に
死
が
勝
利
す
る
。
自
然

の
領
域
に
お
い
て
愛
は
、
常
に
、
そ
れ
に
よ
り
愛
に
つ
い
て
た
だ
一
義
的
に
語
る

こ
と
が
難
し
く
な
る
一
種
の
愛
の
な
い
状
態
を
伴
う
。
歴
史
的
存
在
と
し
て
《
人

間
》
は
た
し
か
に
自
然
の
領
域
に
属
し
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
の
領
域
か
ら
区
別

さ
れ
て
い
る
。
特
に
人
間
は
愛
へ
と
《
一
義
的
》
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
人
間
の
存
在
と
共
に
、
愛
は
、
愛
で
な
い
す
べ
て
の
も
の

と
明
白
に
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
人
間
は
こ
の
対
立
の
中
に
留
ま
り
、
愛
と
愛

の
な
い
状
態
の 

│ 

今
や
た
し
か
に
区
別
し
う
る 

│ 

並
存
の
中
に
巻
き
込
ま

れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
人
間
は
、
そ
の 

│ 

専
ら
哲
学
的
に
理
解

さ
れ
た 
│ 
存
在
の
中
で
、
一
義
的
で
《
ま
た
》
徹
頭
徹
尾
愛
で
あ
る
別
の
存

在
を
求
め
て
、
い
わ
ば
た
め
息
を
つ
く
。
こ
の
た
め
息
は
、《
哲
学
的
な
》
意
味

で
信
仰
と
し
て
、
愛
で
あ
る
神
へ
の
哲
学
的
信
仰
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
信
仰
は
、
そ
の
専
ら
要
請
す
る
性
格
を
通
し
て
、
神
学

的
に
理
解
さ
れ
た
信
仰
と
区
別
さ
れ
る
。

（
43
）　

K
arl M

arx

とFriedrich E
ngels

は
そ
れ
ゆ
え Feuerbach 

に
対
し
、
彼
は
天

を
批
判
し
た
だ
け
で
、
地
を
批
判
し
て
い
な
い
、
と
異
議
を
唱
え
た
が
、
そ
れ
は

全
く
正
し
い
。「
彼
は
哲
学
者
と
し
て
も
中
途
半
端
で
あ
り
、
下
半
身
は
唯
物
論

者
で
上
半
身
は
観
念
論
者
で
あ
っ
た
」。「
彼
は
、
大
げ
さ
な
愛
の
宗
教
と
痩
せ
て

無
力
な
道
徳
以
上
の
実
証
的
な
も
の
は
何
も
完
成
し
な
か
っ
た
」（F. E

ngels, 

L
udw

ig Feuerbach und der A
usgang der klassischen deutschen P

hiloso-

phie, M
E

W
 21, 291

;
vgl. K

. M
arx, Zur K

ritik der H
egelschen R

echtsphi-

losophie, M
E

W
 1, 379

;
ders., T

hesen über Feuerbach, M
E

W
 3, 5ff.;

K
. 

M
arx/F. E

ngels, D
ie deutsche Ideologie, M

E
W

 3, 17ff.

）。
一
般
に
、M

arx

の
宗
教
批
判
は
、Feuerbach
の
宗
教
批
判
よ
り
も
神
学
に
よ
っ
て
は
る
か
に
容

易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る 
│ 
も
し
も
後
者
が
前
者
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
な

い
と
す
れ
ば
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ひ
と
は
、
神
学
に
対
す
るM

arx

の
宗
教
批
判
の

特
殊
な
関
心
を
、
徹
底
的
に
批
判
し
つ
つ
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う 

│ 

そ
し
て
様
々
な
観
点
か
ら
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
目
下
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
点
に
関
し
て
神
学
的
に

行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
わ
ず
か
で
あ
る
。V

ideant consules !

（
44
）　

こ
の
句
は
、E

K
U

の
神
学
委
員
会
の
宣
言
に
も
み
ら
れ
る
。Zum

 Verständ-

nis des Todes Jesu, hg. von F. V
iering 1968, 22. 

を
参
照
。

（
45
）　

V
gl. E

. Fuchs, Jesus. W
ort und Tat, 1971, 121.

「
愛
は
愛
で
あ
る （die L

iebe 

ist L
iebe

）。
な
ぜ
な
ら
愛
は
、
そ
れ
自
身
に
期
待
し
つ
つ
語
り
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
自
身
に
お
い
て
将
来
的
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
不
可
逆
的
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
愛
は
将
来
を
開
示
す
る
か
ら
で
あ
る
」。
こ
の
意
味
で
ひ
と
は 

E
rnst Fuchs 

（M
arburger H

erm
eneutik, 1968, 197

） 

と
共
に
、
そ
れ
ゆ
え
に

た
し
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
に
な
ら
ず
に
、「
信
仰
を
愛
の
中
間
規
定 

（Zw
ischen-

bestim
m

ung

） 

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」。
し
か
し
な
が
ら
ま
さ
に
こ
の
中
間
規

定
は
お
の
ず
か
ら
姿
を
現
す
こ
と
は
な
い
。Fuchs

は
「
信
仰
が
『
言
葉
』
と
固

く
結
び
つ
い
て
」（
ロ
ー
マ
一
〇
・
八
以
下
） 

い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（ebd.

）。

し
た
が
っ
て
ひ
と
は
、
次
の
こ
と
に
用
心
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
愛
す

る
者
た
ち
が
、愛
の
将
来
に
向
け
ら
れ
て
い
る
信
頼
と
、信
仰
と
愛
の
そ
れ
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
区
別
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
証
明
の
よ
う
な
も
の
を
作

り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
信
頼
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
と
信
頼
の
出
来
事

は
二
つ
の
異
な
る
事
柄
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
愛
を
考
慮
す
る

場
合
と
同
様
に
、
義
を
考
慮
す
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
義
に
飢
え
渇
く
者
の

祝
福 （
マ
タ
イ
五
・
六
） 

は
、
す
で
に
信
仰
を
授
け
る
、
神
の
名
に
お
い
て
語
ら
れ

た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
世
の
受
難
の
歴
史
は
た
し
か
に
、
事
実
、
そ
の
中
で
神
へ

の
信
仰
が
可
能
と
な
る
時
間
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
た
め
の
根
拠
で
は

な
い
。殺
人
者
が
無
実
の
犠
牲
者
に
勝
利
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
、

も
ち
ろ
ん
道
徳
的
に
な
だ
め
難
い
渇
望
は
、「
他
者
へ
の
渇
望
と
し
て
」
明
確
に

表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
渇
望
は
、神
を
前
提
と
し
て
の
み
、

神
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ひ
と
り
の
神
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
そ
の
神
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
も
し
も
ひ
と
り
の
神
が
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
信
ず
る
と

す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
が
義
で
あ
り
、
義
を
創
造
す
る 

（
し
か
し
ど
の
よ
う

に
し
て
！
） 

こ
と
を
、
ひ
と
り
の
神
に
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と

も
終
わ
り
に
は
、
不
義
が
勝
利
す
べ
き
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
ひ
と
り
の
神
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り
の
神
の
実
存
に
と
っ
て
、
お

そ
ら
く
こ
の
神
ご
自
身
を
幾
分
傷
つ
け
る
実
存
根
拠
で
あ
る
。
神
は
、
審
判
者
で

あ
る
が
ゆ
え
に
神
な
の
で
は
な
く
、
神
は
、
神
で
あ
る
が
ゆ
え
に
審
判
者
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
の
裁
き
は
、
罪
び
と
の
義
認
を
意
味
す
る
。
殺
人
者
が
無
実
の

犠
牲
者
に
勝
利
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
道
徳
的
に
も
ち
ろ
ん
不
可

欠
な
渇
望
を
表
現
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
も
し
も
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教

か
ら
そ
の
同
一
性
を
奪
お
う
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、い
ず
れ
に
せ
よ
殺
人
者
を
、

義
と
す
る
恵
み
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
二
節

（
1
）　

わ
た
し
は
喜
ん
で
次
の
こ
と
を
認
め
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物

語
ら
れ
る
べ
き
歴
史
と
、
そ
れ
を
概
念
的
に
論
ず
る
三
一
論
の
関
係
に
関
す
る
こ

の
テ
ー
ゼ
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
論
じ
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
は
、
他
の
著
者
の
書
物
に
も
文
献
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
、
肯
定
的
に
論
じ
ら
れ
た
。

（
2
）　J.F. K

önig, T
heologia positiva acroam

atica, R
ostock 1699², Pars prim

a, 

§80
;  
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zitiert nach C
, H

. R
atschow

, Lutherische D
ogm

atik zw
ischen R

eform
ation 

und A
ufklärung, Tei IIl, 1966, 82. 

（
3
）　

M
. Luther, D

e sevo arbitrio, W
A

 18, 685, 12f. （=
B

oA
 3, 177, 25

）.

（
4
）　

V
gl. Schm

alkaldische A
rtikel, 1 Teil, B

SL
K

, 415
:

「
こ
の
条
項
は
口
論
や

争
論
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
部
分
に
お
い
て
同
じ

事
柄
を
（
信
じ
）
告
白
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
に
つ
い
て
さ
ら

に
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
」。

（
5
）　

A
aO

, 414.

（
6
）　

D
e servo arbitrio, W

A
 18, 685, 6 und 14 （=

B
oA

, 3, 177, 17 und 26f.

）.

（
7
）　

D
ie A

ugsburgische K
onfession, A

rt.1, B
SL

K
, 50.

（
8
）　

C
.H

. R
atschow

, aaO
, 88.

（
9
）　

M
. C

hem
nitz, L

oci theologici I, 33. Zitiert nach H
. Schm

id, D
ie D

ogm
a-

tik der evangelisch
-lutherischen, K

irche, 1893⁷, 95, A
nm

. 8.

（
10
）　

V
gl. R

athchow
, aaO

, 89.

（
11
）　

A
aO

, 91.

（
12
）　B

eispiele
:

Q
uelle, Fluß und M

ündung （A
nselm

 von C
anterbury

）;  W
esen, 

Form
 und K

raft （Luther

）;
G

ram
m

atik, D
ialektik und R

hetorik （Luther

）;  
m

em
oria, intellectus und voluntas （A

ugustin

）, aber auch die drei Zeitalter 

（Joachim
 von Fiore

） etc.

（
13
）　

K
. B

arth, K
D

1/1, 354. V
gl. E

. Jüngel, G
ottes Sein ist im

 W
erden. Verant-

w
ortliche R

ede von Sein G
ottes B

ei K
arl B

arth. E
ine Paraphrase 1976³,  

16ff.

（
14
）　

自
か
ら
な
る
特
別
な
歴
史
は
、
そ
れ
自
身
の
質
の
力
に
よ
り
啓
示
を
《
規
定
す

る
》
歴
史
で
あ
ろ
う
。
啓
示
と
歴
史
の
関
係
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
あ
る
論
理

的
必
然
性
を
も
っ
て
、「
諸
々
の
救
い
の
事
実
」
か
ら
成
り
立
つ
「
救
済
史
」
の

構
成
に
行
き
着
く
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
議
論
を
し
な
い
で
お
く
。

（
15
）　

R
udolf B

ultm
ann

は
、
こ
の
こ
と
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
研
究
に
お
い
て
徹
底

的
に
際
立
た
せ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
不
在
の
方
が
不
在
の
方
と
し
て
そ
こ
に
居
合

わ
せ
る
組
織
的-

解
釈
学
的
構
造
は
、G

. E
beling

の
言
語
理
解
に
と
っ
て
決
定
的

に
重
要
で
あ
る
。V

gl. G
. E

beling, E
inführung in theologische Sprachlehre, 

1971, 53ff., 246 u.ö.

（
16
）　

復
活
の
キ
リ
ス
ト
論
的
豊
か
さ
は
そ
の
自
ら
の
起
源
を
、
イ
エ
ス
の
地
上
に
お

け
る
実
存
の
キ
リ
ス
ト
論
的
貧
し
さ
の
う
ち
に
見
い
だ
す
。
い
わ
ゆ
る
マ
ル
コ
の

秘
密
の
理
論
は
、
文
献
的
福
音
書
の
形
態
に
お
い
て
こ
の
事
態
を
考
慮
す
る
た
め

の
神
学
的
手
段
で
あ
る
。V

gl. dazu H
. C

onzelm
ann, G

egenw
art und Zukunft 

in der synoptischen Tradition, in
:

T
heologie als Schriftauslegung. A

ufsä-

tze zum
 N

euen Testam
ent, 1974, 42ff.

（
17
）　

こ
の
事
態
の
方
法
論
的
帰
結
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
イ
エ
ス

の
「
実
際
に
い
た
存
在 

（D
agew

esensein

）」
の
少
な
く
と
も
《
事
実
的
》
結
果

と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
に
注
意
を
払
う
と
き
に
の
み
、
歴

史
的
イ
エ
ス
に
対
す
る
問
い
は
核
心
に
触
れ
た
仕
方
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
は
、
人
間
イ
エ
ス
の
「
実
際
に
い
た
存
在
」

の
《
内
容
的
》
結
果
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
決
し
て
誤
解
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
も
、
た
し
か
に
す
で
に
自
分
自
身
を
越
え
た
信
仰
の
言
明
で
あ
る
。
両
者
の
間

に
は
い
か
な
る
歴
史
的
調
整
も
存
在
し
な
い
。「
遠
ざ
か
る
こ
と 

（E
ntzug

）」
な

し
に
啓
示
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
次
の
こ
と
は
内
容
に
即
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、「
こ
の
出
来
事
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
歴
史
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
信
仰
に
の
み
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
」

（F. G
ogarten, Jesus C

hristus. W
ende der W

elt. G
rundfragen zur C

hristolo-

gie, 1966, 55

）。

（
18
）　

V
gl. H

. C
onzelm

ann, A
rtikel „Jesus C

hristus “, R
G

R
³III, 633.

（
19
）　

E
. L

ohse

は
こ
の
事
態
を„G

rundriß der neutestam
entlichen T

heologie “, 

1974, 14f.

の
中
で
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
考
慮
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
い
わ

ば
キ
リ
ス
ト
教
的
原
現
象
と
し
て
、
自
明
性 

│ 

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
物
語

の
交
換
不
可
能
な
《
特
別
な
》
意
味
が
「
聖
書
の
助
け
に
よ
っ
て
の
み
」
理
解
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
の
自
明
性 

│ 

を
主
張
し
た
。
そ
の
際
、
聖
書
の

伝
承
史
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
の
関
係
は
、
諸
々
の
約
束
が
、
い
わ
ば
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
死
を
理
解
す
る
た
め
の
解
釈
の
手
助
け
を
提
供
す
る

と
い
う
具
合
に
、
外
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
今
や
成

就
さ
れ
た
諸
々
の
約
束
の
必
然
性
は
、
ま
ず
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
か
ら
証

明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仮
説
的
か
つ
誇
張
的
に 

（
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
再

び
誤
解
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
） 

定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
し
も
旧
約
聖
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書
の
諸
々
の
約
束
が
な
か
っ
た
な
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
に
基
づ
い
て
、

ま
さ
に
そ
れ
ら
は
発
明
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

（
20
）　

V
gl. H

. M
ühlen, D

ie Veränderlichkeit G
ottes als H

orizont einer zukünfti-

gen C
hristologie. A

uf dem
 W

ege zu einer K
reuzestheologie in A

usein-

andersetzung m
it der altkirchlichen C

hristologie, 1969, 33
;

J. M
oltm

ann, 

D
er gekreuzigte G

ott. D
as K

reuz C
hristi als G

rund und K
ritik christlicher 

T
heologie, 1973², 228.

（
21
）　

B
. Steffen, D

as D
ogm

a von K
reuz. B

eitrag zu einer staurozentrischen 

T
heolgie, 1920, 152. Steffen

は
「
神
の
十
字
架
の
行
為
」
を
、「
そ
の
中
で
《
父

が
聖
霊
を
通
し
て
子
を
犠
牲
に
す
る
》」
行
為
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。H

. M
üh-

len 

（aaO
, 33

） 

は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
十
字
架
の
出
来
事
を
神
の
愛
の
出
来
事

と
し
て
、
ま
た
こ
の
神
の
愛
を
三
一
の
神
の
存
在
と
し
て
叙
述
す
る
た
め
に
、
へ

ブ
ル
九
・
一
四
と
の
関
連
で
こ
の
解
釈
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

以
下
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
思
想
と
近
い
関
係
に
あ
る 

│ 

た
と
え
、
こ
れ
と

一
致
す
る
聖
書
の
例
証
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
表
現
と
結
び
つ
い
た
全
く
根
絶

し
が
た
い
誤
解
の
ゆ
え
に
、
犠
牲
は
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
。

（
22
）　

次
の
こ
と
は
、
そ
の
教
義
学
的
構
造
と
個
々
の
組
織
的
論
証
に
お
い
て
も

B
arth

の
『
教
会
教
義
学
』
を
規
定
し
て
い
る
偉
大
な
三
一
論
的
建
築
物
の
弱
点

に
属
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
け
る
三
一
論
の
《
基
礎
づ
け
》

が
、
誤
解 

│ 

あ
た
か
も
神
の
三
一
性
の
認
識
が
、
啓
示
の
出
来
事
の
主
語
、

目
的
語
、
述
語
と
い
う
形
式
的
区
別
の
助
け
を
得
て
、「
神
は
自
ら
を
主
と
し
て

啓
示
す
る
」
と
い
う
公
理
的
に
前
提
と
さ
れ
た
命
題
か
ら
、
い
わ
ば
演
繹
さ
れ
る

か
の
よ
う
な
誤
解 

│ 

を
引
き
起
こ
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解

が
避
け
ら
れ
る
の
は
、
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
が
、
三
一
の
神
へ
の
信
仰
の
地
平
に

お
い
て
教
義
学
的
に
解
釈
さ
れ
る
だ
け
で
な
く 

（vgl.

特
にK

D
IV

/2

） 

、
三
一
の

神
へ
の
信
仰
が
ま
ず
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
の
関
連
の
中
で
教
義
学
的
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
説
明
さ
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。

（
23
）　

F. H
ahn

は
最
近
、
こ
の
遡
っ
て
問
う
問
い
の
解
釈
学
的
妥
当
性
を
詳
細
に
検

討
し
た
。:

M
ethodologische Ü

berlegungen zur R
ückfrage nach Jesus, in

:  

R
ückfrage nach Jesus, hg. von K

. K
ertelge, 1974, 11ff.

（
24
）　

V
gl. E

. Fuchs, D
ie Frage nach dem

 historischen Jesus, in
:

Zur Frage 

nach dem
 historischen Jesus, G

es. A
ufs. II, 1960, 157

-161
;

M
. H

engel, 

G
ew

alt und G
ew

altlosigkeit. Zur „politischen T
heologie “ in neutesta-

m
entlicher Zeit, C

w
H

 118, 1971, 43f.;
E

. L
ohse, aaO

, 49
;

F. H
ahn, aaO

, 

41ff.

（
25
）　

V
gl. m

einen A
ufsatz

:
Jesu W

ort und Jesus als W
ort G

ottes.　
E

in her-

m
eneutischer B

eitrag zum
 christologischen P

roblem
, in

:
U

nterw
egs zur 

Sache. T
heologische B

em
erkungen, 1972, 129.

（
26
）　

V
gl. H

. C
onzelm

ann, A
rt. „R

eich G
ottes. I. Im

 Judentum
 und N

T
“, R

G
G

³  

V, 915.

（
27
）　

E
. G

rässer, Jesus und das H
eil G

ottes. B
em

erkungen zur sogenannten,  

Indvidualisierung des H
eils ‘, in

:
Jesus C

hristus in H
istorie und T

heolo-

gie, N
eutestm

entliche Festschrift für H
. C

onzelm
ann, zum

 60. G
eburtstag, 

1975, 172.

（
28
）　

わ
れ
わ
れ
は
、
福
音
書
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
神
と
、
人
間
の

魂
の
不
死
的
価
値
で
あ
る
と
い
うA

. von H
arnack

の
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
理
解
を

思
い
起
こ
す
（D

as W
esen des C

hristentum
s, N

euauflage 1964, 52

）。

（
29
）　

わ
れ
わ
れ
はG

oethe （W
est

-östlicher D
ivan B

uch Suleika, W
eim

arer A
us-

gabe, B
d.6, 1888, 162

） 

の
少
な
か
ら
ず
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
見
解
を
思
い
起
こ
す
。

（
30
）　

E
. G

rässer

は
、
あ
の
個
人
化
に
「
救
済
の
普
遍
性
」
が
対
応
し
て
い
る
こ
と

も
強
調
し
て
い
る 

（aaO
, 183

）。
そ
の
結
果
、

│ 

と
り
わ
けR

. B
ultm

ann

の

神
学
に
反
対
し
て 

│
、「
救
済
の
個
人
化
か
、
そ
れ
と
も
集
団
化
か
？
」
と
い

う
「
問
題
」
は
「
見
掛
け
上
の
問
題
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た （aaO

, 184

）。

（
31
）　

V
gl. G

. B
ornkam

m
, Jesu von N

azareth, 1974⁹, 67ff.

（
32
）　

F. G
ogarten, aaO

, 100.

（
33
）　P. Stuhlm

acher, Jesus als Versöhner. Ü
berlegungen zum

 Problem
 der D

arste-

llung Jesu im
 R

ahm
en einer B

iblischen T
heologie des N

euen Testam
ents, 

in
:

Jesus C
hristus in H

istorie und T
heologie.　

N
eutestam

entliche Fest-

schrift für H
. C

onzelm
ann, aaO

, 97.
（
34
）　

K
. B

arth

は
、
こ
れ
と
同
じ
表
題
で
イ
エ
ス
の
人
間
存
在
を
叙
述
し
て
い
る
の

で
、K

D
 IV

/2, 173
-293.

を
参
照
。

（
35
）　

わ
た
し
の
同
僚H

.P. R
üger

は
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
く
れ
た
。
つ
ま
り
古
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代
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
そ
も
そ
も
律
法
そ
れ
自
体
が
与
え
ら
れ
る
《
前
に
》、
ひ
と

が
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
を
行
う
な
ら
ば
、
律
法
は
最
も
適
切
に
成
就
さ
れ
る
と

の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
、Seder E

lahu Zuta 4 G
en 35, 

2
-4

「
わ
れ
わ
れ
の
父
ヤ
コ
ブ
は
、
律
法
が
与
え
ら
れ
る
前
に
、
律
法
全
体
を
成

就
し
た
」
が
、
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
たN

um
 R

 14, 2

に
は
、「
ほ
め
た
た
え

ら
れ
よ
、
聖
な
る
方
は
言
っ
た
。
ヨ
セ
フ
よ
、
汝
は
、
律
法
が
与
え
ら
れ
る
前
に
、

安
息
日
を
守
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
興
味
深
い
の
は
、「
い
っ
た

い
誰
が
、わ
た
し
が
彼
に
報
復
す
る
よ
う
な
こ
と
あ
ら
か
じ
め
行
っ
た
の
か
」（
ヨ

ブ
四
一
・
三
） 

と
い
う
神
の
非
現
実
的
な
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
ヨ
セ
フ

は
い
わ
ば
次
の
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
そ
れ
は
ヨ
セ
フ
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
は
彼
の
た
め
に
何
か
を
あ
ら
か
じ
め
行
い
、
そ
し
て
安
息

日
を
守
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
命
じ
ら
れ
る 

（
も
し
く
は
律
法
が
与
え
ら
れ
る
） 

前
に
」。
こ
こ
で
は
、
律
法
の
先
取
り
さ
れ
た
成
就
が
、
賞
賛
に
値
す
る
行
為
を

さ
ら
に
強
め
て
い
る
。
双
方
の
本
文
に
お
い
て
要
点
は
、
行
為
に
報
い
る
報
酬
に

あ
る
。

（
36
）　

方
法
論
的
に
ひ
と
は
自
ら
を
こ
の
確
認
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
ひ
と
は
、
イ
エ
ス
は
彼
の
業
に
基
づ
い
て
、
彼
に
強
制
さ
れ
た

死
を
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
言
わ
な
い
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
た
し
か
に
、
イ
エ
ス
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
《
後
に
》、
こ
の
死
を
彼

の
生
の
帰
結
と
思
わ
せ
ず
に
お
か
な
い
客
観
的
な
関
連
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
比

較
的
最
近
の
釈
義
的
研
究
も
同
様
に
判
断
し
て
い
る
。B

ultm
ann

学
派
の
中
で

E
. Fuchs

は
、
イ
エ
ス
の
暴
力
的
死
は
彼
の
業
の
帰
結
で
あ
り
、
イ
エ
ス
自
身
に

よ
っ
て
、
彼
の
業
に
対
応
す
る
死
と
し
て
徹
底
的
に
肯
定
さ
れ
た
と
い
う
見
解
を

発
表
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
ずB

ultm
ann

に
よ
っ
て
再
び
退
け
ら
れ
た （D

as Ver-

hältnis der urchristlichen C
hristusbotschaft zum

 historischen Jesus, 

SH
A

W
. P

H
 1960, 3. A

bh., 11f.

）。
し
か
し
よ
り
最
近
の
批
判
的
研
究
は
、
イ
エ

ス
の
業
と
彼
の
暴
力
的
な
死
の
間
の
内
容
的
関
連
を
再
び
肯
定
し
た
。
例
え
ば
、

E
. L

ohse 

（aaO
, 49

） 

は
こ
う
判
断
し
て
い
る
。「
そ
れ
ら
を
通
し
て
律
法
の
あ
ら

ゆ
る
拘
束
性
が
問
い
に
付
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
説
教
と
彼
の
行
為
に
よ
り
、
彼
は
、

当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
た
ち
と
鋭
く
対
立
し
た
。
…
… 

彼
の
要
求
し
た
全

権
は
、
承
認
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
決
定
的
な
敵
意
を
呼
び
起
こ
し
た
。
そ
の
結

果
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
は
彼
の
使
信
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
」。

ま
たP. Stuhlm

acher （aaO
, 98f.

）
は
、M

. H
engel （W

ar Jesus R
evolutionär ?　

C
w

H
 110, 1970, 14

;
G

ew
alt und G

ew
altlosigkeit, aaO

, 43f.

） 

お
よ
びF. H

ahn 

（M
ethodologische Ü

berlegungen, aaO
, 41ff.

） 

の
類
似
の
判
断
に
続
い
て
、
さ

ら
に
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
諸
集
団
の
い
ず
れ
も
、
結
局
、

イ
エ
ス
を
許
容
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
彼
の
暴
力
的
死
は
「
不
可
避
的
に
」
な
っ

た
、
と
。「
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
律
法
と
の
イ
エ
ス
の
自
由
な

関
わ
り
方
と
、
レ
ビ
人
的
な
潔
め
の
理
想
に
対
す
る
彼
の
無
頓
着
さ
は
耐
え
難
い

も
の
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
熱
心
党
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
宗
教
上
の
敵
を
含
む

愛
敵
の
戒
め
、
ロ
ー
マ
の
軍
人
に
対
し
て
さ
え
偏
見
の
な
い
イ
エ
ス
の
態
度 

（
ル

カ
七
・
一
以
下
、
平
行
箇
所
）、
皇
帝
の
人
頭
税
に
対
す
る
彼
の
意
見
の
表
明 

（
マ

ル
コ
一
二
・
一
三
以
下
） 

は
、
挑
発
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
サ
ド
カ
イ
派
と
貴

族
で
あ
る
大
祭
司
は
、
イ
エ
ス
の
自
由
な
、
祭
儀
的
贖
罪
に
依
存
し
な
い
罪
の
赦

し
、
神
殿
の
崩
壊
に
関
す
る
彼
の 

（
曖
昧
な
） 

言
葉 

（
マ
ル
コ
一
四
・
五
八
、
平
行

箇
所
、
ヨ
ハ
ネ
二
・
一
八
以
下
） 

に
よ
っ
て
、
ま
た
も
ち
ろ
ん
神
殿
の
純
化
の
際

の 

│ 

た
し
か
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
歴
史
的
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い

る 

│ 

犠
牲
を
扱
う
取
引
と
両
替
に
対
す
る
態
度
に
よ
っ
て
、
こ
の
上
な
く
激

し
く
挑
戦
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
一
時
、
イ
エ
ス
の
も
と

に
民
が
殺
到
し
た
こ
と
は
、
結
局
、
国
の
政
治
的
諸
権
力
、
つ
ま
り
ヘ
ロ
デ
に
従

う
者
た
ち
、
最
高
法
院
、
も
ち
ろ
ん
ロ
ー
マ
人
に
も
、
強
い
疑
い
を
抱
か
せ
た
。

イ
エ
ス
が
エ
ル
サ
レ
ム
に
上
る
こ
と
を
決
心
し
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で

問
題
な
っ
た
の
は
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
。
…
… 

こ
れ
は
、
歴
史
的
に

避
け
が
た
く
、
同
時
に
よ
く
分
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
イ
エ
ス
の
死

は
彼
の
派
遣
と
彼
の
メ
シ
ア
的
業
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
は
、
死
を
は
っ
き

り
と
見
る
目
を
も
ち
、
逃
亡
し
た
り
、
自
己
防
衛
し
た
り
し
な
か
っ
た
」。 

│ 

今

や
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
的
論
理
を
考
慮
し
て
い
る
根
本
命
題
、
つ
ま
り
《
あ
る
可

能
性
が
、
こ
れ
ら
の
帰
結
を
要
求
し
な
い
》
を
心
に
留
め
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

の
《
歴
史
的
判
断
》
の
面
で
少
し
だ
け
進
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ

は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
で
の
暴
力
的
死
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
生
き
た
こ
と
が
、

す
な
わ
ち
律
法
を
律
法
と
衝
突
さ
せ
、
そ
し
て
ご
自
身
に
お
い
て
こ
の
衝
突
に
決

着
を
つ
け
た
、
先
行
す
る
愛
の
生
活
が
、
極
端
な
仕
方
で
完
成
さ
れ
る
の
を
見
る
。
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ー
バ
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ル
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ユ
ン
ゲ
ル
「
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
」（
2
）
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そ
し
て
こ
の
か
ぎ
り
で
、
わ
れ
わ
れ
は
同
時
に
一
歩
前
進
し
て
い
る
。

（
37
）　

V
gl. P. Stuhlm

acher, aaO
, 92.

「
第
一
コ
リ
ン
ト
一
五
・
三
b
│
五
の
信
条
に

お
い
て
、
イ
エ
ス
の
全
存
在
は
彼
の
贖
罪
死
と
彼
の
復
活
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
使
徒
言
行
録
一
〇
・
三
四
以
下
の
、
ほ
と
ん
ど
マ
ル
コ
福
音
書
の
梗
概
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
伝
承
は
、
イ
エ
ス
の
業
全
体
を
、
神
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
終

末
の
平
和
の
開
始
を
告
げ
る
救
い
の
業
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
。
こ
の
救
い
の
業

は
十
字
架
刑
で
終
る
が
、
復
活
の
力
に
よ
り
神
に
よ
っ
て
信
仰
の
可
能
根
拠
へ
と

高
め
ら
れ
る
。
こ
の
信
仰
は
、
罪
の
許
し
を
経
験
し
、
こ
れ
に
よ
り
神
と
の
交
わ

り
と
し
て
の
終
末
論
的
救
い
に
与
か
る
こ
と
が
で
き
る
」。

（
38
）　

V
gl. zum

 B
eispiel Ignatius, P

hld 7, 1.

「
わ
た
し
が
あ
な
た
と
い
た
と
き
、

…
… 

わ
た
し
は
叫
ん
だ
、
わ
た
し
の
声
、
そ
れ
は
神
の
声
だ
っ
た
」。

（
39
）　

わ
た
し
の
見
る
か
ぎ
り
、E

rnst Fuchs

を
除
い
て
、W

olfhart Pannenberg

だ
け
が
、
遡
及
力
を
も
つ
、
存
在
的
に
条
件
づ
け
る
出
来
事
の
存
在
論
的
可
能
性

に
つ
い
て
真
剣
に
論
じ
た
。
わ
た
し
は
彼
の
こ
れ
に
対
応
す
る
詳
論
に
は
っ
き
り

と
同
意
す
る
（G

rundzüge der C
hristologie, 1972⁴, 332 vgl. 317

）。「
時
間
的

に
、
究
極
的
な
も
の
の
重
要
性
と
共
に
起
こ
る
こ
と
か
ら
、
初
め
て
、
神
の
永
遠

性
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
が
、
遡
及
的
妥
当
性
を
も
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
イ
エ
ス
と
神
の
統
一
性 

│ 

そ
れ
ゆ
え
受
肉
の
真
理 

│ 

も
、
一
方

に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
人
間
的
現
存
在
の
全
体
に
と
っ
て
、
他
方
で
、
神
の
永
遠

性
に
と
っ
て
も
、
イ
エ
ス
の
復
活
か
ら
遡
及
的
に
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
る
」。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論„T
hesen zur G

rundlegung der C
hristologie “, 

in
:

U
nterw

egs zur Sache, aaO
, 274ff.

を
参
照
。

（
40
）　

J.W
.v. G

oethe, D
ichtung und W

ahrheit, 4. Teil, 20. B
uch, W

eim
arer A

us-

gabe, B
d.29, 1891, 177

;
zum

 Verständnis vgl. C
arl Schm

itt, Politische 

T
heologie II. D

ie L
egende von der E

rleidung jeder Politischen T
heologie, 

1970, 122f. D
agegen

:
H

. B
lum

enberg, A
rbeit an M

ythos, 1990⁵, 567
-604.

（
41
）　

G
ogarten

の
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト 

│ 

世
界
の
方
向
転
換 

」
と
い
う
表
現

は
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
、「
世
界
の
救
い
主
」
と
い
う
古
い
概
念
を
解
釈
す
る

の
に
特
に
適
し
て
い
る
。
救
い
主
は
、
こ
の
世
を
方
向
転
換
す
る
方
で
あ
る
。

（
42
）　

信
ず
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
人
び
と
に
対
す
る
、
こ
の
《
一
度
か
ぎ
り 

（
エ

パ
フ
ァ
ッ
ク
ス
）》
と
い
う
す
で
に
起
こ
っ
た
方
向
転
換
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結

論
（
ヨ
ハ
ネ
五
・
二
四
、
I
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙　

三
・
一
四
） 

を
参
照
。

（
43
）　

V
gl. E

. Jüngel, vom
 Tod des lebendigen G

ottes, in
:

U
nterw

egs zur Sache, 

aaO
, 123f.

（
44
）　

B
ultm

ann

は
、ヨ
ハ
ネ
三
・
一
六
で
は
《
ア
ペ
ス
タ
ル
ケ
ン
》
が
《
エ
ド
ー
ケ
ン
》

と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 

（D
ie drei Johnnesbriefe, 

1967, 72

）。

（
45
）　

B
ultm

ann, ebd.

（
46
）　

律
法
と
の
「
自
由
な
」
関
わ
り
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
律
法
と
の
「
任
意

の
」
あ
る
い
は
「
鷹
揚
な
」
関
わ
り
と
は
異
な
る
。
ひ
と
は
こ
れ
を
、
律
法
と
の

律
法
主
義
的
関
わ
り
と
異
な
り
、
律
法
と
の
福
音
的
関
わ
り
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。

（
47
）　

F. Schiller, D
as Ideal und das L

eben, Säm
tliche W

erke, hg. von G
. Fricke, 

u.a., B
d.1, 1965⁴, 204.

（
48
）　

M
. Luther, In epistolam

 S. Pauli ad G
alatas C

om
m

entarius （1531

）, W
A

 

40/I, 44, 10
-45, 1.

（
49
）　

A
ristoteles, N

ik. E
thik B

, 1103a 34f.

（
50
）　

M
. Luther, B

rief an Spalatin vom
 19. 10. 1516, W

A
B

r 1, 70, 29f. （=
B

oA
 6, 

2, 29
-31

）.

（
51
）　

M
. Luther, W

A
 40/I, 44, 7.

（
52
）　

こ
の
前
提
か
らIm

m
anuel K

ant

の
宗
教
理
解
と
対
決
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ

ろ
う
。
こ
の
宗
教
理
解
は
、
宗
教
改
革
者
の
神
理
解
の
遺
産
と
、
そ
れ
に
対
す
る

根
源
的
異
論
の
独
特
な
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
。

（
53
）　

義
認
論
の
こ
の
存
在
論
的
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
拙
論
を
参
照
。D

ie W
elt als 

M
öglichkieit und W

irklichkeit.　

Zum
 ontologischen A

nsatz der R
echtfer-

tigungslehre, in
:

U
nterw

egs zur Sache, aaO
, 206ff.

（
54
）　

し
か
も
代
理
の
範
疇
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
に
二
重
の
仕
方
で
援
用
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
ひ
と
つ
は
、
神
の
立
場
で
行
為
す
る
人
間
イ
エ
ス
を

指
す
名
称
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
苦
し
む
神
の
子
を
指

す
名
称
と
し
て
。
も
し
も
イ
エ
ス
が
、
生
き
て
い
る
間
、
あ
え
て
神
の
立
場
で
語

り
、
そ
し
て
行
為
し
た
と
す
れ
ば 

（vgl. E
rnst Fuchs, D

ie biblische A
uffas-

sung vom
 M

enschen, in
:

Zum
 herm

eneutischen P
roblem

 in der T
heolo-
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gie. D
ie existentiale Interpretation, G

es. A
ufs. I, 1965², 270

）、
キ
リ
ス
ト

は
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
苦
し
み
、
沈
黙
し
、
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も

し
も
彼
が
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
人
と
し
て
能
動
的
に
生
き
た
と
す
れ
ば
、
彼

は
人
類
の
代
理
人
と
し
て
受
動
的
に
死
ん
だ
。
人
間
イ
エ
ス
が
《
神
の
立
場
で
働

く
方
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
人
格
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
苦

し
む
方
》
で
あ
り
、し
か
も
神
に
見
捨
て
ら
れ
る
死
を
耐
え
忍
ぶ
方
で
あ
る
こ
と
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
人
間
と
し
て
同
時
に
、そ
の
中
で
神
ご
自
身
が
人
類
の
「
神

に
見
捨
て
ら
れ
こ
と
」
を
耐
え
る
人
格
で
あ
る
こ
と
、こ
の
こ
と
に
よ
り
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
は
絶
対
的
な
意
味
で
救
い
の
出
来
事
と
さ
れ
た
。
古

代
教
会
は
こ
の
救
い
の
出
来
事
を 

│ 

そ
の
時
代
の
哲
学
の
言
語
を
用
い

て 

│ 

そ
の
よ
う
に
生
き
、
そ
し
て
死
ん
だ
人
格
は
、
徹
頭
徹
尾
人
間
で
あ
り
、

ま
た
徹
頭
徹
尾
神
で
あ
る
と
解
釈
し
た
が
、
こ
れ
は
正
し
い
。
キ
リ
ス
ト
論
的
両

性
論
を
特
徴
づ
け
て
い
た
実
体-

形
而
上
学
に
対
抗
し
、
ひ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
ま

さ
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
二
重
に
代
理
さ
れ
た
現
存
在
か
ら
、
そ
の
人
間
存
在

と
神
存
在
を
、
ひ
と
り
の
人
格
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
で
は
な
く
、
ひ
と
り
の
神

人
的 

（gottm
enschlich

） 

人
格
を
規
定
す
る
究
極
的
相
違
と
緊
張
関
係
の
二
つ
の

極
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
と
人
間
の
《
対
向
》
は
、
人
間

と
な
っ
た
神
の
人
格
の
統
一
性
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
人
格
の
存
在
の

キ
リ
ス
ト
論
的
な
よ
り
詳
細
な
規
定
も
す
べ
て
こ
の
対
向
か
ら
理
解
さ
れ
、
概
念

的
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
55
）　

イ
エ
ス
と
神
の
同
一
性
が
な
け
れ
ば
、
ひ
と
は
せ
い
ぜ
い
次
の
よ
う
な
人
間
的

悲
劇
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
者
の
不
自

由
が
自
由
に
対
し
て
抵
抗
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
の
た
め
の
自
由
の
戦
士
を
苦
し

め
る
者
た
ち
の
自
由
の
た
め
に
、
人
び
と
が
苦
し
む
と
き
、
常
に
存
在
す
る
人
間

的
悲
劇
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
「
代
理
」
に
お
け
る
す
ば
ら
し
さ
で
は
あ

る
が
、
決
し
て
救
い
で
は
な
い
。

（
56
）　

K
. B

arth, K
D

 IV
/1, 252.

（
57
）　

E
rnst Steinbach, m

ündlich.

『
世
界
の
神
秘
』
註
（
そ
の
三
）

第
二
三
節

（
1
）　

V
gl. G

. E
beling, G

ott und W
ort, in

:
W

ort und G
laube II. B

eiträge zur Fun-

dam
entaltheologie und zur L

ehre von G
ott, 1969, 418.

（
2
）　

K
. R

ahner, D
er dreifaltige G

ott als transzendenter U
rgrund der H

eilsge-

schichte, in
:

M
ysterium

 Salutis. G
rundriß heilsgeschictlicher D

ogm
atik, 

hg. von J. Feiner und M
. L

öhrer, B
d.2, 1967, 328. V

gl. dazu m
einen 

A
ufsatz

:
D

as Verhältnis von „ökonom
ischer “ und „im

m
anenter “ Trinität.

E
rw

ägungen über enine biblische B
egründung der Trinitätslehre  im

 

A
nschluß an und in A

useinandersetzung m
it K

arl R
ahners L

ehre vom
 

dreifaltigen G
ott als tranzendentem

 U
rgrund der H

ielsgeschichte, ZT
hK

 

72, 1975, 353ff.

（
3
）　

R
. Seeberg, Zum

 dogm
atischen Verständnis der Trinitätslehre, 1908, 5.

（
4
）　

E
bd.

（
5
）　

F. Schleierm
acher, D

er christliche G
laube, nach den G

rundsätzen der evan-

gelischen K
irche im

 Zusam
m

enhange dargestellt. hg. von M
. R

edeker, 

1960, B
d.2, 461 （

§170, 3

）.

（
6
）　

E
bd.

（
7
）　W

. Schulz, D
ie Transform

ierung der theologia crucis bei H
egel und Schlei-

erm
acher, N

ZST
h 6, 1964, 314f.

（
8
）　

F. Schleierm
acher, aaO

, 469 （

§172

）.

（
9
）　

わ
た
し
は
以
下
に
お
い
て
、
わ
た
し
がB

arth

の
三
一
論
の
釈
義
に
お
い
て
関

係
性
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
こ
と
（G

ottes Sein ist im
 W

erden, 

1976³

）
を
前
提
と
し
て
い
る
。
神
の
本
質
を
構
成
す
る
諸
関
係
と
い
う
概
念
は
、

三
一
論
的
「
位
格
」
の
概
念
と
一
致
す
る
。
後
者
は
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
の
絶
対

的
区
別
に
お
い
て
、
そ
の
相
互
関
係
の
凌
駕
し
が
た
い
強
度
を
構
成
し
、
そ
の
絶

対
的
相
互
関
係
性
に
お
い
て
再
び
、
そ
の
相
互
区
別
の
凌
駕
し
が
た
い
徹
底
性
を

構
成
し
て
い
る
。
あ
る
い
はH

eribert M
ühlen （D

ie Veränderlichkeit G
ottes 

als H
orizont einer zukünftigen C

hristologie, A
uf dem

 W
ege zu einer 
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エ
ー
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
「
神
の
人
間
性
に
つ
い
て
」（
2
）

̶ ̶58

K
reuzestheologie in A

useinandersetzung m
it der altkirchlichen C

hristolo-

gie, 1969, 25

）
と
共
に
、
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
神
的
諸
位
格
の
区
別
は
、

そ
れ
ら
が
位
格
で
あ
る
《
か
ぎ
り
》、
…
… 

そ
れ
以
上
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
き

く
、
そ
の
統
一
性
は
、
…
… 

そ
れ
以
上
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
集
中
し
て
い
る
」。

（
10
）　

神
の
創
造
意
志
に
先
立
つ
、
人
間
に
対
す
る
神
の
愛
の
関
係
性
の
客
観
的
前
秩

序
を
、K

arl B
arth 

は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
表
現
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
契
約
を

創
造
の
内
的
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
に
対
し
創
造
を
契
約
の
外
的
根
拠
と
し
て
解
釈

し
た
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
拙
論
を
参
照
。D

ie M
öglichkeit theolo-

gischer A
nthropologie auf dem

 G
runde der A

nalogie. E
ine U

ntersuchung 

zum
 A

naologieverständnis K
arl B

arths, E
vT

 22, 1962, 535ff.

（
11
）　

H
eribert M

ühlen
は
そ
れ
ゆ
え
こ
う
主
張
し
て
い
る
。《
神
の
存
在 

（
エ
イ
ナ

イ
）、
神
の
本
質
の
本
質
は
、
最
も
固
有
な
も
の
の
譲
渡
で
あ
る
》（aaO

, 31

）。

も
し
も
こ
の
定
式
が
、《
な
お
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
自
己
関
係
性
に
お
け
る
》

ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
無
私
性
の
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ

れ
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
三
一
的
な
我
々
│
行
為
の
歴
史
的
自
己
貫
徹
」

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
十
字
架
の
出
来
事
の
解
釈
は
、
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
た

だ
し
そ
こ
で
は
「
ま
さ
に
父
と
子
の
間
の
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
対
立
の
中
で
、
そ

の
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
近
さ
と
統
一
性
が
出
現
す
る
」（aaO

, 33

）。

（
12
）　

古
代
の
神
学
は
、
神
の
子
の
能
動
的
か
つ
受
動
的
派
遣
に
つ
い
て
語
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
は
、
派
遣
者
と
し
て
の
父
は
、
彼
が
子
と
共
に
彼
の
最
も
固
有
な
も
の
を

犠
牲
に
す
る
か
ぎ
り
で
、
派
遣
の
受
動
性
に
間
接
的
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
反
対
に
、
子
は
、
彼
が
《
自
由
な
》

服
従
の
中
で
ご
自
身
を
犠
牲
に
す
る
か
ぎ
り
で
、
派
遣
の
能
動
性
に
参
与
し
て
い

る
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
、
派
遣
の
概

念
と
犠
牲
の
概
念
の
平
行
性
に
つ
い
て
は
、W

. Popkes, C
hristus Traditus. 

E
ine U

ntersuchung zum
 B

egriff der H
ingabe im

 N
euen Testam

ent, 1967 

（Züricher D
issertation

）
を
参
照
。

（
13
）　

釈
義
的
に
注
目
を
ひ
く
の
は
、
神
に
よ
る
子
の
犠
牲
と
子
の
自
己
犠
牲
が
一
緒

に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る （vgl. Popkes , aaO

, 193

）。
明
ら
か
に

両
方
の
定
式
は
、
内
容
的
に
は
同
じ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
前
述
の

組
織
的
解
釈
は
、
ま
す
ま
す
納
得
の
行
く
も
の
に
な
る
。

（
14
）　

A
dolf Schlatter （Jesu G

ottheit und das K
reuz, B

FC
hT

h, 5Jg., 5H
eft, 1919², 

78, A
nm

）
は
こ
う
注
釈
し
て
い
る
。「
呪
い
は
、
行
為
と
な
る
怒
り
、
交
わ
り
を

破
棄
し
、
し
て
神
に
よ
っ
て
は
ね
つ
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。『
罪
』
と
は
、
神

の
喜
び
の
全
面
的
消
失
、
完
全
に
神
に
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。

（
15
）　

M
artin, K

ähler, D
as K

reuz. G
rund und M

aß für die C
hristologie, B

FC
hT

h, 

15. Jg., 1911, 1. H
eft, 70.

（
16
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
、E

. B
iser, T

heologie und A
theism

us. A
nstöße zu 

einer theologischen A
poretik, 1972.

を
参
照
。

（
17
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、W

. E
lert, D

er A
usgang der altkirchlichen C

hristologie. 

E
ine U

ntersuchung über T
heodor von P

haran und seine Zeit als E
infüh-

rung in die atle D
ogm

engeschichte, hg. von W
. M

auer und E
. B

ergsträsser, 

1957.

を
参
照
。

（
18
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
、H

. M
ühlen, D

ie Veränderlichkeit G
ottes als H

ori-

zont einer zukünftigen C
hristologie. A

uf dem
 W

ege zu einer K
reuzesthe-

ologie in A
useinandersetzung m

it der altkirchlichen C
hristologie, 1969.

を

参
照
。

（
19
）　

神
学
は
、
こ
の
決
定
的
突
破
を
遂
行
す
る
上
でH

egel

の
哲
学
的
研
究
の
助
け

を
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
感
謝
を
表
明
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
は
な
ら

な
い
。
こ
こ
で
は
、H

egel

に
関
す
る
次
の
二
冊
の
書
物
を
挙
げ
て
お
く
。H

. 

K
üng, M

enschw
erdung G

ottes. E
ine E

inführung in H
egels theologisches 

D
enken als P

rolegom
ena zu einer künftigen C

hristologie, 1970
;

M
.

T
heunissen, H

egels L
ehre vom

 absoluten G
eist als theologisch

-politscher 

Traktat, 1970.

（
20
）　

し
か
し
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
三
一
論
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

G
erhard E

bering 

（E
xistenz zw

ischen G
ott und G

ott. E
in B

eitrag zur 

Frage nach der E
xistenz G

ottes, in
:

W
ort und G

laube, aaO
, 257ff.

） 

の
場

合
と
異
な
る
仕
方
で
理
解
さ
れ
た
。

（
21
）　

神
の
ア
パ
シ
ー
の
命
題
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、根
底
に
お
い
て
、

そ
の
神
に
確
信
を
も
て
な
い
神
理
解
で
あ
る
。
ア
パ
シ
ー
公
理
は
、
結
局
、
神
の

神
性
に
対
す
る
不
信
の
表
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
神
論
を
正
し
い
と
認
め
て
し
ま

う
。
な
ぜ
な
ら
《
ア
パ
シ
ー
的
》
神
が
《
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
》
と
し
た
ら
、
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そ
の
神
は
、
死
ぬ
前
に
神
と
し
て
死
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
は
、
本
来
、
苦

し
み
と
死
に
お
い
て
《
神
》
で
は
あ
り
え
な
く
、
し
た
が
っ
て
勝
利
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
神
は
、
せ
い
ぜ
い
、
そ
の
苦
し
み
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
不
死
性
の
ゆ
え
に
神
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ

る 
│ 
神
々
の
父
ゼ
ウ
ス
に
よ
っ
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
「
非
常
に
古
き
神
」

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
、
苦
し
ん
で
い
る
間
、
彼
は
不
死
で
あ
り
、
結
局
、
解
放
さ
れ
、

神
と
し
て
名
誉
が
回
復
さ
れ
る
、
と
自
分
を
慰
め
て
い
た 

（vgl. Lukian, 
P

rom
etheus

;
dazu M

. H
engel, M

ors turpissim
a crucis. D

ie K
reuzigung in 

der antiken W
elt und die„ Torheit “des „W

ortes vom
 K

reuz, “ in
:  R

echt-

fertigung. Festschrift für E
. K

äsem
ann zum

 70.　

G
eburtstag, 1976, 

131f.

）。
こ
の
神
理
解
に
よ
る
と
、「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
は
、
せ
い
ぜ
い
し

ば
ら
く
苦
し
め
ら
れ
る
が
、
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
」（H
engel, aaO

, 132

）。

し
か
し
十
字
架
の
言
葉
に
よ
る
と
、
真
の
神
は
ア
パ
シ
ー
的
で
は
な
い
。
特
に
旧

約
聖
書
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
神
の
熱
情
性
は
、
す
で
に
神
の
苦
し
む
能
力

を
証
言
し
て
い
る
。

第
二
四
節

（
1
）　

E
rnst Fuchs

は
、 R

udolf B
ultm

ann

の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
解
釈
と
対
決
し
、

こ
う
強
調
し
た
。
こ
の
福
音
書
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、《
愛
か
ら
生
ず
る
、

愛
に
対
す
る
喜
び
が
行
う
》
奇
蹟
で
あ
る
、
と 

（M
arburger H

erm
eneutik, 

1968, 157

）。

（
2
）　

Schelling 

（P
hilosophie der O

ffenbarung, Säm
m

tliche W
erke, hg. von  

K
.F.A

. Schelling, B
d. II/4, Stuttgart und A

ugusburg 1858, 353

） 

と
の
緩
や

か
な
関
連
で
、
神
は
、
自
分
自
身
に
お
い
て
自
分
を
高
め
ず
に
、
自
分
を
放
棄
す

る
こ
と
は
な
い
、
と
ひ
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
）　

H
. M

ühlen 

（aaO
, 27

） 

と
共
に
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
神
の
諸
位
格
の

絶
対
的
同
一
性
と
同
じ
く
絶
対
的
区
別
は
相
互
に
排
除
さ
れ
ず
、
い
わ
ば
相
互
に

高
め
ら
れ
る
」 

│ 

ま
さ
に
霊
の
力
の
中
で
。
こ
の
霊
は
、
も
し
も
そ
れ
が
新
し

い
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
に
見
捨
て
ら
れ
る
ま
で
に
至
る
子
と
父
の
区
別
を

《
放
棄
せ
ず
》、
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
も
の
の
間
の
こ
の
関
係
で
あ
る
。
た
し

か
に
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
神
を
通
し
て
、
神
な
き
者
の
義
認
に
つ
い
て
語
る

こ
と
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

第
二
五
節

（
1
）　

K
arl B

arth

は
『
教
会
教
義
学
』
に
関
す
る
最
後
の
講
義
に
お
い
て
も
っ
と
も

な
理
由
か
ら
、「
数
十
年
来
、
次
第
に
、
単
純
に
、
几
帳
面
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

優
勢
に
な
っ
た
」「
キ
リ
ス
ト
教
的
、
ま
た
神
学
的
思
考
と
言
葉
」
の
傾
向
全
体

か
ら
も
う
一
度
距
離
を
置
い
た
。「
今
や
、
哀
れ
な
う
ぬ
ぼ
れ
、
あ
る
い
は
虚
栄

に
満
ち
た
嘆
き
が
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ひ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
次
の
こ
と
を
繰

り
返
し
何
度
も
保
証
す
る
。
つ
ま
り
、今
世
紀 （
あ
た
か
も
こ
の
点
で
、一
九
世
紀
、

あ
る
い
は
一
六
世
紀
、
あ
る
い
は
中
世
が
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
か
の
如
く
）、
教

会
は
、
と
り
わ
け
全
く
根
源
的
か
つ
打
算
的
な
仕
方
で
神
か
ら
疎
外
さ
れ
た
世
界

の
中
で
、
す
な
わ
ち
脱
宗
教
化
さ
れ
、
自
律
的
に
な
り
、
成
人
し
、
そ
し
て
世
俗

化
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
ひ
と
り
の
神
に
関
わ
っ
て
い
る
！　

と
。
今
や
、
悔
い

改
め
の
な
い
態
度
が
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ひ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
そ
れ

自
体
に
お
い
て
、
神
が
は
な
は
だ
し
く
見
知
ら
ぬ
存
在 

（U
nbekanntsein

） 

と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
全
く
問
わ
ず
、
今
日
、
い
わ
ゆ
る
恐
ろ
し
い
ほ
ど
無

神
的
に
な
っ
た
現
世
主
義
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
せ
い
ぜ
い
彼
ら
の
感
受
性
の

な
さ
、
流
行
遅
れ
、
そ
し
て
無
不
器
用
さ
を
非
難
し
よ
う
と
し
て
い
る
！　

今
や
、

心
理
学
的
、社
会
学
的-

批
判
的
時
代
分
析
が
溢
れ
て
い
る
。ひ
と
は
こ
れ
に
よ
り
、

現
世
主
義
者
た
ち
を
理
解
し
、
彼
ら
に
到
達
し
よ
う
と
望
む
が
、
実
際
に
彼
ら
を

理
解
し
、
彼
ら
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
方

法
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
神
が
見
知
ら
ぬ
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
を
、

目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
ひ
と

が
こ
の
問
題
に
向
け
る
す
べ
て
の
喜
び
と
愛
は
、
神
を
知
る
喜
び
が
足
り
な
い
こ

と
を
意
味
し
、
ひ
と
は
こ
の
神
を
知
る
喜
び
を
も
つ
と
き
に
の
み
、
現
世
主
義
者

た
ち
に
冷
静
に
、
ま
た
効
果
的
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
、
特
に
、
誤
っ
た 

（
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
心
か
ら
見
て
、
不
可
能
で
あ
る

が
ゆ
え
に
） 

規
模
の
、
思
考
と
言
葉
が
溢
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
ひ
と

は
、こ
の
世
に
お
け
る
も
ち
ろ
ん
否
定
し
が
た
い
神
の
見
知
ら
ぬ
存
在
を
通
し
て
、

あ
た
か
も
そ
れ
が
神
の
知
ら
れ
た
存
在 

（B
ekanntsein

） 

に
初
め
か
ら
深
く
従
属

さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
か
の
如
く
、
神
の
知
ら
れ
た
存
在
を
通
し
て
よ
り
も
、
た
だ
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バ
ハ
ル
ト
・
ユ
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ゲ
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一
時
的
に
よ
り
多
く
且
つ
よ
り
強
く
興
奮
さ
せ
ら
れ
、そ
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
」

（D
as christliche L

eben. D
ie K

irchliche D
ogm

aik IV
/4, Fragm

ent aus dem
 

N
achlaß , Vorlesungen 1959

-1961. hg. von H
. -A

.D
rew

es und E
. Jüngel, 

K
arl -B

arth
-G

esam
tausgabe II,. A

kadem
ische W

erke 1959
-1961, 1976, 

207f.

）。

（
2
）　

V
gl. oben S 38

-43 （
原
著
）.

（
3
）　

明
白
性
と
不
可
逆
性
の
連
続
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
し
た
が
っ
て
絶
対

的
妥
当
性
を
要
求
す
る
神
の
恵
み
の
経
験
か
ら
、
こ
の
要
求
の
虚
偽
性
を
結
論
づ

け
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
神
賛
美
と
、
感
謝
は
言
語
的
に
あ
の
経
験
に
対
応
し

て
お
り
、
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
両
者
に
つ
い
て
、
誰
も
、
い
つ
も
神
を

ほ
め
、
神
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
と
の
要
求
が
な
さ
れ
な
い
場
合
で
さ
え
、
そ
れ

は
い
つ
も
起
こ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
主
張
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
抽
象

的
主
張
に
よ
り
、
ひ
と
は
む
し
ろ
賛
美
と
感
謝
か
ら
そ
の
賛
美
と
感
謝
と
し
て
の

そ
れ
ら
の
性
格
を
奪
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
い
つ
も
経
験
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
つ
も
真
理
で
あ
る
、

そ
の
よ
う
な
真
理
を
信
仰
が
そ
の
お
の
お
の
の
時
に
表
現
す
る
こ
と
を
助
け
る
こ

と
は
、
信
仰
の
特
色
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て 

│ 

非
存
在
か
ら
救
い
出

す 

│ 

神
の
恵
み
の
不
可
逆
性
の
経
験
の
特
色
に
属
す
る
の
は
、
こ
の
経
験
が
、

そ
の
都
度
自
分
の
時
を
も
つ
経
験
の
行
為
と
、
経
験
さ
れ
た
も
の
を
区
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
賛
美
し
感
謝
す
る
理
由
を
も
つ
者
は
、
差

し
迫
っ
た
諸
々
の
試
練
の
可
能
性
を
知
っ
て
い
る
。

（
4
）　V

gl. E
. Jüngel, G

renzen des M
enschseins, in

:
Problem

e biblischer T
heologie.　

G
erhard von R

ad zum
 70. G

eburtstag, 1971, 199ff.

（
5
）　

聖
書
の
黙
示
文
学
的
本
文
は
、
そ
の
物
語
的
言
語
の
う
ち
に
、
こ
の
問
題
を
概

念
的
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
い
く
つ
か
の
体
系
的
試
み
よ
り
も
、
こ
の
存
在
論
的

事
態
に
つ
い
て
よ
り
明
確
な
概
念
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
本
文
は
、
力
と
栄

光
の
う
ち
に
現
れ
る
神
の
神
的
出
現
な
い
し
人
間
の
子
の
出
現
に
つ
い
て
語
る
と

き
、
い
わ
ば
あ
ら
か
じ
め
世
界
の
終
り
に
つ
い
て
物
語
っ
て
い
る
。

（
6
）　

し
た
が
っ
て
神
の
永
遠
性
を
、
時
間
と
抽
象
的
に
対
立
す
る
「
別
の
空
間
」
と

し
て
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
神
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と
な
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
I
コ
リ
一
五
・
二
八
）。
そ
し
て
、
神
が
す
べ
て
の
う
ち
に
お

ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
す
べ
て
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
神
が
す
べ
て 

（
神
！
） 

の
う
ち
に
お
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神
は
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
も

の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
が
す
べ
て
の
う
ち
に
お
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
神
は
ま
だ
す
べ
て
に
お
い
て
《
す
べ
て
》
で
は
な
い
。
し
か
し
す
べ
て
に
お

い
て
神
は
永
遠
な
る
方
で
あ
り
、
そ
し
て
永
遠
な
る
方
と
し
て
神
は
す
べ
て
の
う

ち
に
お
ら
れ
る
。
も
し
も
神
が
す
べ
て
に
お
い
て
ま
だ
《
す
べ
て
》
で
は
な
い
と

し
て
も
、
神
は
す
で
に
す
べ
て
に
お
い
て
《
神
》
で
あ
る
。
神
が
ど
こ
に
到
来
し

よ
う
と
も
、
神
は
常
に
神
へ
到
来
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
《
存
在
し
》
つ
つ
、

神
は
ご
自
身
か
ら
ご
自
身
へ
到
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
7
）　

V
gl. T

hom
as von A

quin, S. th. I, q. 34 a. 3.

（
8
）　

M
artin Luther, W

A
 42, 37, 30f. （zu G

en 1, 20

）. K
arl B

arth, K
D

 I/1, 460
-

470.

は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
9
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、K

arl B
arth

を
参
照
。
彼
は
、
和
解
論
の
断
片
的
倫
理
に

お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
生
の
状
況
を
、
神
の
呼
び
か
け
の
状
況
と
し
て
指
示
し
、

そ
こ
か
ら
、
主
の
祈
り
を
手
が
か
り
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
を
規
定
す
る
命

令
法
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
（D

as christliche L
eben, aaO

, 67ff. und 75ff.

）。

（
10
）　

M
. Luther, D

er kleine K
atechism

us, B
SL

K
 511f.

（
11
）　

こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、W

. K
reck, D

ie Zukunft des G
ekom

m
enen. G

rud-

nproblem
e des E

schatologie, 1966.

を
参
照
。

（
12
）　

V
gl. G

. E
beling, E

inführung in theologische Sprachlehre, 1971, 246.

（
13
）　

V
gl. zum

 A
usdruck. J.G

. H
erder, Ideen zur P

hilosophie der G
eschichte 

der M
enschheit, 1 Teil, 4. B

uch, Säm
m

tliche W
erke, hg. von B

. Suphan, 

B
d.13. B

erlin 1887 （=
1967

）, 146.

（
14
）　

V
gl. oben S.435ff.

（
15
）　C

alvin, Institutio C
hristianae religionis （1559

）, III, cap. 2, 42, O
pera selecta, 

hg. von P. B
arth und W

. N
iesel, B

d.4, 1959, 52.

「
し
か
し
信
仰
が
生
き
て
い

る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
と
共
に
、
そ
の
分
離
不
可
能
な
同
伴
者
と
し
て
永
遠
の
救

い
の
望
み
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
自
身

か
ら
希
望
を
発
生
さ
せ
る
。
し
か
し
こ
の
希
望
が
取
り
去
ら
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
雄
弁
に
、あ
る
い
は
上
品
に
信
仰
に
つ
い
て
議
論
し
よ
う
と
も
、

わ
れ
わ
れ
は
有
罪
で
あ
り
、
何
も
も
っ
て
い
な
い
と
宣
告
さ
れ
る
」。
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（
16
）　

V
gl. E

. Jüngel, G
renzen des M

enschseins, aaO
, 199ff.

（
17
）　

V
gl. E

. Jüngel, Tod, 1973³, 148
-154.


