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ら
の
先
生
の
お
仕
事
に
つ
い
て
回
顧
し
つ
つ
、
そ
れ
が
将
来
に
対
し

て
有
す
る
意
義
を
語
ら
れ
た
。

八
木
誠
一
先
生
（
以
下
敬
称
省
略
）
の
お
仕
事
は
、
新
約
聖
書
の

テ
キ
ス
ト
釈
義
を
母
体
と
し
つ
つ
、
言
語/

思
惟
以
前
の
直
接
経
験

に
ね
ざ
す
宗
教
哲
学
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
研
究
発
表
の
一

つ
の
重
要
な
場
が
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
（The Japan Society for 

Buddhist-C
hristian Studies

）
で
あ
っ
た1

。　

仏
教
者
と
キ
リ
ス
ト

者
と
の
霊
性
交
流
と
宗
教
哲
学
的
な
対
話
を
め
ざ
し
て
、
一
九
八
二

年
に
設
立
さ
れ
た
こ
の
学
会
に
私
が
入
会
し
た
の
は
一
九
八
五
年
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
年
の
大
会
テ
ー
マ
は
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接

点
」
で
あ
り
、
講
演
者
の
西
谷
啓
治
を
囲
ん
で
二
日
間
に
わ
た
る
集

は
じ
め
に

八
木
誠
一
先
生
の
ご
発
表
の
要
旨
は

一
、   

新
約
聖
書
は
何
を
語
っ
て
い
る
か
（
新
約
聖
書
学
）

二
、 

そ
れ
を
現
代
人
に
通
じ
る
よ
う
に
言
い
表
し
た
ら
ど
う
な
る

か
（
宗
教
哲
学
あ
る
い
は
哲
学
的
神
学
）

三
、 

新
約
聖
書
が
示
す
あ
り
方
に
到
達
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
（
実
践
論
）

の
三
部
分
か
ら
な
る
。
最
近
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』、さ
ら
に
「
私

の
仕
事
に
つ
い
て
」
で
参
考
文
献
と
し
て
示
さ
れ
た
八
木
先
生
の
半

世
紀
に
わ
た
る
著
作
群
を
手
引
き
と
し
て
、
上
記
の
三
つ
の
視
点
か

八
木
誠
一
氏
の
思
想

「
統
合
体
の
哲
学
」
の
あ
ら
た
な
る
構
築
に
向
け
て

田
中

裕
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中
討
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
西
谷
啓
治
の
講
演
で
い
ま
で
も
鮮
明
に

記
憶
に
残
っ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

一
つ
は
「
個
人
・
共
同
体
・
世
界
」
の
三
つ
の
視
点
か
ら
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
を
考
察
す
る
必
要
性
の
指
摘
で
あ
る
。

三
十
四
年
の
歳
月
を
経
過
し
た
後
で
改
め
て
西
谷
の
言
葉
を
回
顧
し

て
再
認
識
し
た
こ
と
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
二
つ
の
世
界

宗
教
に
共
通
す
る
宗
教
的
実
存
の
構
造
を
分
析
す
る
場
合
、
個
別
・

特
殊
・
普
遍
の
三
者
を
不
可
分
な
統
一
を
な
す
も
の
と
し
て
、
そ
れ

ら
の
相
互
媒
介
・
相
互
内
在
の
構
造
を
動
態
論
的
に
考
察
す
る
事
の

重
要
性
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、「
親
鸞
の
〈
二
双
四
重
の
教
判
〉
以
後
、
日
本
の

仏
教
者
が
〈
教
相
判
釈
〉
を
し
な
く
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
？
」
と
い

う
西
谷
の
問
で
あ
っ
た
。
宗
教
間
対
話
で
云
うinclusivism
（
包
括

主
義
）
の
大
乗
仏
教
的
形
態
と
し
て
「
教
相
判
釈
」
が
あ
り
、
た

だ
一
つ
の
選
択
さ
れ
た
自
ら
の
宗
教
的
立
場
を
真
実
な
る
も
の
と

し
つ
つ
も
、
他
の
諸
宗
派
を
端
的
な
虚
偽
と
し
て
斥
け
る
排
他
主
義

（exclusivism

）
を
採
択
せ
ず
に
、
真
実
な
る
教
え
に
導
く
暫
定
的

な
教
え
（
方
便
）、
あ
る
い
は
部
分
的
に
真
理
を
証
す
る
教
え
と
し

て
位
置
づ
け
る
立
場
で
あ
る
。
雑
多
な
諸
宗
教
・
諸
宗
派
が
世
俗
化

し
形
骸
と
化
し
た
現
代
に
あ
っ
て
、
包
括
的
な
統
合
的
真
理
へ
の
問

い
に
、
日
本
仏
教
も
も
う
一
度
立
ち
返
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
問

い
か
け
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
う
。

更
に
、
西
谷
は
「
心
田
を
耕
す
」
と
い
う
表
現
で
、
農
夫
が
田

を
耕
し
、
種
子
を
蒔
き
、
稲
の
成
長
を
見
守
り
結
実
を
待
つ
こ
こ
ろ

で
仏
教
を
受
容
し
た
日
本
人
の
心
に
言
及
さ
れ
た
。
仏
教
も
か
つ
て

は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
よ
う
に
外
来
の
宗
教
で
あ
っ
た
が
、
土
着
の

民
の
宗
教
心
を
排
除
せ
ず
に
そ
れ
ら
を
摂
取
し
、
日
本
文
化
の
形
成

に
大
き
く
貢
献
し
た
。
普
遍
的
な
世
界
宗
教
の
「
文
化
内
開
化
」
と

い
う
問
題
は
、
大
乗
仏
教
に
限
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
も
大
切

な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

東
西
宗
教
交
流
学
会
と
と
も
に
私
が
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て

続
け
て
い
る
も
う
一
つ
の
学
会
活
動
は
、
日
本
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
・

プ
ロ
セ
ス
学
会
で
あ
る
。
こ
の
学
会
の
初
代
会
長
の
山
崎
正
一
は
當

時
、駒
場
の
大
学
院
の
比
較
哲
学
演
習
で
、午
前
中
に
カ
ン
ト
の
『
純
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転
じ
た
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
の
ア
・
プ
リ
オ
リ

ズ
ム
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
時
空
の
主
観
的
な
直
観
形
式
と
純
粋
悟
性
概
念
が

経
験
世
界
を
構
成
す
る
が
故
に
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
が
可

能
と
な
り
、
そ
れ
が
純
粋
数
学
と
物
理
学
を
基
礎
づ
け
る
と
カ
ン
ト

は
述
べ
た
。
そ
の
議
論
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
物

理
学
、
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
式
論
理
学
に
改
訂
不
可
能
な

普
遍
妥
当
性
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
認
識
論
的
な
根
拠
を
問
う
と
い

う
議
論
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
二
十
世
紀
に
生
じ
た
数
学
と

物
理
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
根
本
的
な
変
換
に
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
そ

の
ま
ま
で
は
対
応
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

の
議
論
は
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
内
蔵
す
る
相
対
性
理
論
、

非
因
果
的
相
関
を
内
蔵
す
る
量
子
力
学
、
非
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論

理
を
主
題
と
す
る
現
代
論
理
学
の
現
場
か
ら
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

駒
場
の
大
学
院
で
は
、
私
に
と
っ
て
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
出
会

い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
非
常
勤
講
師
と
し
て
上
智
大
学
か
ら
東
大

粋
理
性
批
判
』、
午
後
に
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し

て
い
た
。
谷
中
興
禅
寺
の
住
職
で
あ
る
と
同
時
に
日
本
哲
学
会
会
長

で
も
あ
っ
た
山
崎
は
、「
随
聞
記
」
の
校
訂
注
釈
の
仕
事
を
し
て
お

り
、
そ
の
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
は
、
臨
済
宗
や
曹
洞
宗
と
い
う
ご
と

き
宗
派
の
区
別
を
越
え
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
東
洋
と
西
洋
の
思

想
的
区
別
を
越
え
た
普
遍
的
な
文
明
論
の
視
点
か
ら
道
元
を
論
ず
る

も
の
で
あ
っ
た
。
山
崎
の
カ
ン
ト
解
釈
な
い
し
批
判
も
同
様
で
あ
っ

て
、
従
来
の
日
本
で
支
配
的
で
あ
っ
た
講
壇
的
な
カ
ン
ト
解
釈
よ
り

も
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
英
国
の
経
験
論
の
伝
統
を
―
平
明

な
言
葉
で
事
柄
に
即
し
て
語
る
哲
学
で
あ
り
な
が
ら
も
伝
統
的
権
威

を
批
判
す
る
根
源
性
を
内
に
秘
め
て
い
る
も
の
と
し
て
―
評
価
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

私
は
、「
人
間
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
に
真
・
善
・
美
の
三

つ
の
価
値
を
統
合
す
る
カ
ン
ト
の
根
本
姿
勢
に
は
共
感
を
覚
え
た

が
、
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
は
「
単
な
る
理
性
の
限
界
」
の
な
か
で

の
み
宗
教
を
語
る
点
に
、
宗
教
哲
学
と
し
て
見
る
限
り
は
不
満
が
残

っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
数
学
や
理
論
物
理
学
の
研
究
か
ら
哲
学
に
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て
い
る
。

「
隠
さ
れ
た
実
在
論
」
と
は
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、「
隠

れ
た
る
神
」
が
―
科
学
・
哲
学
・
宗
教
（
無
神
論
者
も
含
む
）
の
立

場
の
違
い
を
超
え
て
―
万
人
に
と
っ
て
共
通
の
実
在
で
あ
る
と
い
う

前
提
の
も
と
に
、
科
学
と
宗
教
の
統
合
を
め
ざ
し
て
万
人
に
対
し
て

開
か
れ
た
議
論
を
し
よ
う
と
い
う
栁
瀨
の
実
在
論
の
立
場
の
態
度
表

明
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
真
か
偽
か
、
中
間
は
な
い
」
と
い
う
二

値
の
形
式
論
理
を
越
え
て
、
日
常
生
活
に
於
け
る
言
語
の
曖
昧
さ
な

い
し
両
義
性
を
許
容
し
、
全
て
の
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
共
同
体
を
め
ざ
す
考
え
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
栁
瀬

は
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
硬
直
し
た
形
式
主
義
を
越
え
て
、
理
性
と
神
秘

の
間
に
た
っ
て
思
惟
し
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
原
点
に
還
っ
て
、

刷
新
さ
れ
た
ト
マ
ス
的
実
在
論
の
哲
学
─
そ
こ
で
は
「
超
自
然
は
自

然
を
破
棄
せ
ず
に
完
成
す
る
」
─
を
自
己
の
哲
学
の
立
場
と
し
て
い

た
。
と
く
に
、
宇
宙
に
於
け
る
人
間
の
位
置
を
、
永
遠
と
時
間
の
中

間
に
あ
る
「
永
在
場
」
と
捉
え
た
と
こ
ろ
に
そ
の
実
在
論
の
特
徴
が

あ
っ
た
。

駒
場
に
出
講
さ
れ
た
栁
瀨
睦
夫
の
「
科
学
基
礎
論
（
量
子
力
学
の
観

測
理
論
）」
の
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
演
習
に
は
、
お
な
じ
く

非
常
勤
講
師
と
し
て
駒
場
に
出
講
さ
れ
て
い
た
本
郷
の
哲
学
科
の
山

本
信
、
そ
し
て
東
大
物
理
学
科
で
栁
瀨
と
同
期
だ
っ
た
大
森
荘
蔵
も

参
加
し
、
院
生
達
と
三
人
の
先
生
方
に
よ
る
白
熱
し
た
議
論
が
続
い

た
の
を
覚
え
て
い
る
。
今
に
な
っ
て
回
想
す
る
と
、
科
学
・
哲
学
・

宗
教
の
三
つ
の
領
域
の
交
差
す
る
場
所
で
仕
事
を
し
て
き
た
私
は
、

様
々
な
形
で
山
崎
正
一
、
柳
瀬
睦
夫
両
先
生
の
影
響
を
受
け
て
い
た

こ
と
を
実
感
し
て
い
る2

。

「
実
在
と
は
な
に
か
」、
と
言
う
根
本
的
な
問
い
を
回
避
せ
ず
に
、

分
離
不
可
能
な
全
体
を
テ
ー
マ
に
す
る
と
い
う
考
え
方
、
量
子
論
と

相
対
論
を
統
合
す
る
（
将
来
の
）
物
理
理
論
の
基
礎
と
な
る
実
在
論

は
ど
の
よ
う
な
の
と
な
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
を
、
私
は
、
栁
瀨

先
生
と
共
有
し
て
い
ま
し
た
。
物
理
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
カ
ト
リ

ッ
ク
の
司
祭
で
も
あ
っ
た
柳
瀬
に
は
『
神
の
も
と
の
科
学
―
隠
さ
れ

た
実
在
論
』
と
い
う
遺
著
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
科
学
と
キ
リ
ス
ト

教
神
学
」
と
い
う
二
つ
の
領
域
を
統
合
す
る
独
自
の
思
想
が
語
ら
れ
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う
に
思
わ
れ
た
。
京
都
学
派
の
哲
学
、
と
く
に
場
所
的
論
理
に
よ
っ

て
宗
教
的
世
界
観
と
現
代
科
学
の
双
方
を
語
る
西
田
幾
多
郎
、「
実

在
の
実
在
的
自
覚
」
を
い
う
西
谷
啓
治
の
「
空
と
即
」
の
哲
学
も
そ

う
い
う
統
合
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
。

抽
象
的
観
念
を
現
実
と
取
り
違
え
る
こ
と
な
く
、
常
に
直
接
経
験

に
た
ち
か
え
り
つ
つ
科
学
、
藝
術
、
宗
教
の
す
べ
て
の
文
化
的
活
動

を
統
合
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
は
、
駒
場

の
大
学
院
で
の
私
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
彼
の
著

作
を
読
ん
だ
と
き
に
、
岡
潔
の
文
化
と
教
育
、
学
問
に
関
す
る
考
え

方
と
通
底
し
共
鳴
し
合
う
言
葉
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か

ら
で
も
あ
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
ま
さ
し
く
観
念
を
実
存
に
先

行
さ
せ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
批
判
を
通
し
て
、
そ
の
晩
年
の
哲
学
を

構
築
し
た
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
分
別
知
の
批
判
が
あ
る
。

人
間
の
実
存
（hum

an existence

）
に
と
っ
て
明
晰
で
、
意
識
的

な
分
別
知
（clear, conscious discrim

ination

）
は
ひ
と
つ
の
偶
有

事
で
あ
る
。
そ
れ
（
分
別
知
）
が
我
々
を
人
間
的
に
す
る
。
し
か

し
、
そ
れ
（
分
別
知
）
に
よ
っ
て
人
間
が
実
存
す
る
の
で
は
な
い
。

『
神
の
も
と
の
科
学
』
に
は
栁
瀬
の
自
伝
的
な
回
想
も
含
ま
れ
て

い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
広
島
の
原
爆
を
き
っ
か
け
と
し
て
物
理
学

者
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
栁
瀬
の
プ
リ

ン
ス
ト
ン
で
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
と
の
交
流
、
ま
た
キ
ュ
ー
バ
危

機
の
後
に
「
地
上
に
平
和
を
」
と
い
う
回
勅
を
出
し
た
ヨ
ハ
ネ23

世
教
皇
に
触
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
二
三
世
は
第
二
バ

チ
カ
ン
公
会
議
を
招
集
さ
れ
、
戦
争
の
危
機
の
時
代
に
於
け
る
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
現
代
的
刷
新
を
開
始
し
た
教
皇
で
あ
っ
た
。
次
い
で

教
皇
と
な
っ
た
パ
ウ
ロ
六
世
の
「
我
々
の
時
代
に　

N
ostra aetate

」

と
い
う
宣
言
は
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
仏
教
と

云
っ
た
諸
宗
教
の
垣
根
を
越
え
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
宗
教
間
対
話

の
重
要
性
を
認
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
宗
教
の

立
場
を
越
え
て
す
べ
て
の
地
上
の
人
々
に
開
か
れ
た
教
会
こ
そ
が
、

ま
こ
と
に
「
普
遍
の
教
会
」
の
名
に
相
応
し
い
だ
ろ
う
。

科
学
、
藝
術
、
宗
教
の
三
つ
の
領
域
を
統
合
す
る
よ
う
な
哲
学
と

い
う
と
、
そ
ん
な
も
の
が
現
代
に
於
い
て
可
能
か
と
問
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
そ
れ
こ
そ
が
哲
学
の
名
に
価
す
る
よ



120 

を
思
惟
す
る
点
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
な
大
陸

の
実
存
主
義
者
よ
り
も
は
る
か
に
興
味
深
い
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う

ウ
イ
ル
ソ
ン
の
洞
察
は
、「
実
存
す
る
」
と
い
う
動
的
な
出
来
事
─

そ
の
歴
史
性
、
個
性
、
社
会
性
、
人
格
性
、
そ
し
て
す
べ
て
の
範
疇

の
基
底
に
あ
る
創
造
性
に
つ
い
て
─
の
適
切
な
る
哲
学
的
な
解
釈
と

説
明
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、基
本
的
に
正
し
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

一
身
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
思
辨
哲
学
者
と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
よ
う
な
実
存
主
義
者
の
両
方
の
生
を
活
き
た
人
物
と
し
て
の
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
西
田
幾
多
郎
に
始
ま
る
京
都
学
派
の
哲
学
者
達

と
共
に
、
私
自
身
が
哲
学
す
る
時
に
、
常
に
参
照
す
べ
き
基
本
的
な

哲
学
的
テ
キ
ス
ト
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
は
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
「
有
機
体
の
哲

学
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
私
は
、
現
在
で
は
「
有
機
体
」
の
語
を
避
け

て
「
統
合
体
の
哲
学
」
と
い
う
言
葉
で
彼
の
宇
宙
論
と
社
会
論
を
語

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
様
々
な
理
由
が
あ
る
が
、
ひ
と
つ

に
は
「
有
機
体
」
と
い
う
語
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
、
本
来
云

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
形
而
上
学
的
」
含
意
が
十
分
に
表
現
さ
れ

そ
れ
（
分
別
知
）
は
我
々
の
人
間
性
の
本
質
（the essence of our 

hum
anity

）
に
属
す
る
が
、
我
々
の
実
存
の
偶
有
事
（an accident 

of our existence

） 

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。（「
思
惟
の
諸
様
態
」

原
著
、
一
一
六
頁
）

一
九
六
〇
年
代
に
出
版
さ
れ
た
英
国
の
文
芸
批
評
家
、
コ
リ
ン
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
「
宗
教
と
反
抗
人
」
は
、「
人
間
は
宗
教
無
く
し
て

は
完
全
無
欠
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
書
か
れ

た
著
作
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
著
作
の
中
で
、
パ
ス
カ
ル
、
ス
ウ

ェ
デ
ン
ボ
リ
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
枢
機
卿
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
の
よ
う
な

宗
教
者
な
い
し
神
秘
主
義
者
を
論
じ
た
後
で
、
最
終
章
で
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
を
「
彼
自
身
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
統
合
し
た
存

在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
で
締
め
く
く
り
、
最
大
級
の
評
価
を
与

え
た
。
ウ
イ
ル
ソ
ン
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
者
で
は
な
い
が
、「
実

存
主
義
者
と
し
て
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
」
と
い
う
観
点
か
ら
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
だ
お
そ
ら
く
最
初
の
評
者
で
あ
る
。

意
識
（
さ
れ
た
存
在
）
か
ら
存
在
（
そ
の
も
の
）
を
思
惟
す
る
の
で

は
な
く
、
存
在
（
そ
の
も
の
）
の
ほ
う
か
ら
「
意
識
さ
れ
た
存
在
」
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さ
て
、「
統
合
体
」
と
い
う
言
葉
は
八
木
誠
一
の
思
想
を
理
解
す

る
上
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
、
あ
ら
た
な
る

「
統
合
体
の
哲
学
」
の
構
築
に
む
け
て
議
論
を
続
け
た
い
。

ド
イ
ツ
の
カ
ッ
セ
ル
で
八
木
の
仏
教
的
世
界
へ
の
開
眼
を
促
さ
れ

た
ヴ
ィ
リ
ヘ
ル
ム
・
グ
ン
デ
ル
ト
に
「
私
は
良
き
キ
リ
ス
ト
者
と
な

る
た
め
に
仏
教
を
学
ん
で
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
つ
ま
り
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
統
合
し
て
、
両
者
を
揚
棄
す
る
第
三
の
世
界
宗

教
を
求
め
る
と
い
う
如
き
こ
と
で
は
な
く
、
仏
教
と
い
う
「
他
者
」

の
伝
統
と
真
摯
に
向
き
合
い
，
そ
れ
と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
者
自
身
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
こ
れ
ま
で
自
覚
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
自
己
の
伝
統
の
、
こ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
き
た
大
切
な
意

味
を
再
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

の
賜
物
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
創
造
的
か
つ
主
体
的

に
変
容
し
て
、
新
た
に
刷
新
さ
れ
た
意
味
で
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生

き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

八
木
誠
一
の
立
場
に
は
、
仏
教
と
の
対
話
に
よ
っ
て
創
造
的
に
刷

新
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
感
じ
る
と
共
に
、
宗
教
以
後
の
現
代
人
の

な
い
か
ら
で
あ
り
、さ
ら
に
根
本
的
に
云
え
ば
、前
述
の
よ
う
に
、「
分

別
知
」
に
人
間
的
「
本
質
」
を
み
と
め
つ
つ
も
、
我
々
の
実
存
は
人

間
的
本
質
よ
り
も
事
柄
に
お
い
て
先
で
あ
る
と
い
う
、
独
特
な
意
味

で
の
「
実
存
主
義
者
」
と
し
て
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
重
要
な
一
面

が
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。　

私
の
理
解
す
る

と
こ
ろ
で
は
、「
対
立
の
一
致
」
が
統
合
学
の
基
本
的
な
思
惟
様
式

で
あ
る
。
真
理
は
客
観
性
で
あ
る
と
同
時
に
主
体
性
で
も
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
ー

そ
れ
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
。

「
個
」
を
、
存
在
す
る
た
め
に
他
者
を
必
要
と
し
な
い
ア
ト
ム
と

し
て
実
体
化
す
る
「
個
別
主
義
」
を
批
判
し
た
点
に
於
い
て
有
機
体

論
を
説
く
こ
と
は
正
し
い
が
、「
関
係
の
第
一
義
性
」
を
強
調
す
る

あ
ま
り
、「
個
性
」
を
関
係
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
解
体
す
る
「
全

体
主
義
」
を
説
く
な
ら
ば
─
そ
の
場
合
、「
全
体
存
在
」
が
自
ら
を

越
え
て
い
く
「
無
限
」
へ
の
開
け
へ
の
適
切
な
る
理
解
が
伴
わ
な
け

れ
ば
─
「
個
別
主
義
」
と
お
な
じ
く
、
対
立
規
定
の
一
方
の
み
を
証

し
て
他
方
に
暗
い
ド
グ
マ
に
顛
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
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句
の
考
察
）
三 

「
文
」
と
文
法 

四 

理
事
無
礙
の
ロ
ゴ
ス 

五 

事
々

無
礙
と
信
の
世
界 

六 

根
源
的
な
構
想
力
に
つ
い
て 

の
六
章
か
ら
な

る
。最

初
の
三
章
は
直
接
経
験
と
言
語
の
問
題
、
と
く
に
詩
歌
に
お

け
る
こ
と
ば
の
使
用
、
と
く
に
芭
蕉
の
俳
諧
連
歌
の
発
句
に
於
け
る

「
切
れ
字
」
―
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
繋
げ
る
ー
美
学
的
考
察
を
通
じ

つ
つ
、「
言
と
無
言
、
語
と
默
の
相
互
浸
透
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
表

現
に
も
た
ら
す
力
を
含
む
」
日
本
に
お
い
て
と
く
に
洗
練
の
極
に
達

し
た
言
語
芸
術
に
ほ
か
な
ら
ぬ
俳
諧
連
歌
の
根
底
に
あ
る
言
葉
の
働

き
を
考
察
し
て
い
る
。「
非
連
続
の
連
続
」
あ
る
い
は
「
切
る
こ
と

に
よ
っ
て
繋
げ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
空
と
即
」
と
い
う
論
文
の
主

要
な
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
分
別
的
知
性
」
の
操
作
に
よ

っ
て
言
語
を
対
象
化
し
て
「
文
法
」
を
語
る
の
で
は
な
く
、「
事
実

が
そ
も
そ
も
〈
与
え
ら
れ
た
〉
も
の
と
し
て
現
成
し
て
い
る
場
、
事

実
が
原
本
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
反
省
に
先
立
っ
て
、
事
実
自
身
の
「
事
」

と
し
て
体
験
さ
れ
る
そ
の
現
場
に
帰
る
と
い
う
方
向
」
に
沿
っ
て
考

察
を
進
め
、
論
理
的
な
い
し
文
法
的
な
構
造
が
成
立
す
る
以
前
の
直

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
「
自
然
体
で
し
か
も
主
体
的
に
」
越
え
て
い
く
と
い

う
兩
面
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
対
話
に
よ
っ
て
相
手
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
云
う

と
き
、
そ
れ
が
単
な
る
混
淆
で
も
模
倣
で
も
な
く
、
自
己
の
伝
統
の

創
造
的
刷
新
と
な
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う

問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
、
西
谷
啓
治
の
論
文
「
空
と
即
」
に

見
い
だ
さ
れ
る
仏
教
的
な
法
界
縁
起
（
特
に
事
々
無
碍
）
の
説
明
と
、

そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
八
木
誠
一
の
「
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲

学
」
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
こ
こ
で
の
議
論
は
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
と

い
う
考
え
方
が
、
統
合
体
の
哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
と

同
時
に
、
宗
教
間
対
話
を
意
味
づ
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

一
、�

西
谷
啓
治
の
哲
学
的
論
攷
「
空
と
即
」
お
よ
び�

八
木
誠
一
「
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
」
に
寄
せ
て

西
谷
啓
治
の
論
文
「
空
と
即
」（
著
作
集
一
三
巻
一
一
一
～

一
六
〇
頁
）
は
、一　

詩
歌
に
於
け
る
空 

二  

芭
蕉
か
ら
の
一
例
（
連
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る
こ
と
、
そ
し
て
、「
宗
教
と
い
う
も
の
の
根
底
に
は
事
々
無
礙
的

な
立
場
が
含
ま
れ
る
」
と
西
谷
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た

い
。八

木
誠
一
「
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
」
の
冒
頭
で
引
用
さ
れ
て
い

る
「
部
屋
を
仕
切
る
壁
」
が
登
場
す
る
の
が
、
ま
さ
に
西
谷
が
こ
の

事
々
無
礙
の
何
た
る
か
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

西
谷
の
説
明
の
要
約

二
つ
の
領
域
Ａ
、
Ｂ
を
仕
切
る
限
界
線
は
、
明
確
な
切
断
線
に
よ

っ
て
却
っ
て
相
互
投
射
を
可
能
に
す
る
。
限
界
線
は
二
つ
の
部
屋
を

仕
切
る
一
枚
の
板
に
似
て
い
る
。
板
が
Ａ
面
に
向
か
っ
て
い
る
面
ｘ

は
Ａ
室
の
限
界
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
Ｂ
室
を
代
表
す
る
。
ｘ
面

は
そ
の
「
本
質
」
に
お
い
て
「
Ａ
に
現
れ
た
Ｂ
の
表
現
」
で
あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
Ｂ
の
表
現
で
あ
る
ｘ
面
は
Ａ
室
の
一
部
と

し
て
Ａ
室
に
所
属
す
る
。
Ａ
に
現
れ
た
限
り
、「
現
象
」
と
し
て
は

Ａ
の
も
の
で
あ
り
、
Ａ
の
構
造
契
機
で
あ
る
。
同
様
な
こ
と
は
そ
の

板
が
Ｂ
室
に
向
い
て
い
る
面
ｙ
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
…
…

接
経
験
の
現
場
に
於
い
て
「
言
葉
が
そ
の
原
本
的
な
姿
に
お
い
て
自

ら
を
示
す
」
場
所
を
解
明
す
る
。
そ
こ
は
、
知
性
の
み
な
ら
ず
情
意

を
も
そ
な
え
た
人
間
の
、
原
本
的
な
自
己
表
現
の
場
で
あ
り
、「
人

間
の
息
づ
か
い
、
息
込
み
や
吐
息
や
溜
息
な
ど
が
言
葉
と
共
に
伝
わ

る
情
意
の
場
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
詩
歌
の
言
語
の
は
た
ら
き
を
手
引
き
と
し
て
、
西
谷

は
「
理
事
無
礙
の
ロ
ゴ
ス
」
の
考
察
に
移
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
が

与
え
ら
れ
て
現
成
し
て
い
る
本
源
の
と
こ
ろ
で
事
実
を
言
い
表
そ
う

と
す
れ
ば
、
言
葉
は
お
の
ず
か
ら
詩
に
な
り
、「
文
」
の
脈
絡
と
し

て
の
ロ
ゴ
ス
（
理
法
）
を
示
す
と
言
う
意
味
で
、
詩
作
と
は
、
そ
う

い
う
原
本
的
な
事
実
を
で
き
る
だ
け
理
事
無
礙
的
に
突
き
詰
め
て
表

現
に
も
た
ら
す
営
み
出
逢
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、西
谷
は
、

次
に
華
厳
仏
教
の
四
番
目
の
法
界
縁
起
で
あ
る
「
事
々
無
礙
」
の
考

察
に
移
る
。

理
事
無
礙
の
立
場
は
藝
術
や
哲
学
に
よ
る
語
り
を
可
能
な
ら
し
め

る
地
平
を
画
す
る
が
、
そ
の
立
場
が
可
能
性
の
限
界
に
直
面
し
た
と

き
、
そ
の
限
界
の
か
な
た
に
開
か
れ
る
の
が
、「
事
々
無
礙
」
で
あ
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西
谷
の
云
う
「
回
互
性
」
の
も
つ
分
与
と
分
有
の
構
造

西
谷
の
議
論
を
検
討
す
る
た
め
に
、
回
互
性
の
説
明
に
出
て
く
る

動
詞
的
表
現
（
分
与
と
分
有
）
に
着
目
し
、
こ
の
議
論
を
を
以
下

の
四
点
に
整
理
す
る
。（
１
）
Ａ
は
自
ら
を
Ｂ
へ
Ｂ
相
で
分
与
（m

it-

teilen

）
し
、（
２
）
Ｂ
も
Ａ
か
ら
そ
れ
を
Ｂ
相
で
分
有
（teilhaben

）

す
る
。（
３
）こ
れ
が
Ｂ
へ
の
自
己
伝
達
と
い
う
Ａ
の「
用
」で
あ
る
。

（
４
）
Ｂ
の
側
か
ら
の
Ａ
へ
の
伝
達
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

西
谷
に
よ
る
上
記
の
図
解
の
問
題
点

部
屋
の
仕
切
り
、な
い
し
壁
の
譬
え
に
よ
る
回
互
性
の
説
明
で
は
、

力
動
的
な
関
係
（m

itteilen/teilhaben

と
い
う
動
詞
の
意
味
す
る
こ

と
が
ら
）
を
成
立
さ
せ
る
時
間
性
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問

題
が
残
る
。

こ
の
説
明
で
は
、
二
つ
の
部
屋
の
仕
切
り
と
い
う
静
的
な
空
間
的

イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
し
た
た
め
に
、
Ａ
の
側
の
壁
面
が
、
Ａ
の
一
部
と

し
て
別
室
の
Ｂ
を
表
現
す
る
と
い
う
事
態
が
説
明
で
き
て
い
な
い
。

Ａ
の
内
部
に
い
る
も
の
は
、
壁
面
の
む
こ
う
側
の
部
屋
Ｂ
が
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
か
を
「
壁
」
を
媒
介
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
出
来

裁
断
が
接
合
で
も
あ
る
こ
と

一
般
に
限
界
と
い
う
こ
と
に
は
、
裁
断
が
接
合
で
も

あ
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
接

合
は
差
別
さ
れ
た
も
の
の
相
互
投
射
と
か
相
互
浸
透

と
さ
き
に
呼
ん
だ
よ
う
な
聯
関
と
し
て
成
り
た
つ
の

で
あ
る
。

回
互
性
と
い
う
こ
と

上
の
よ
う
な
関
係
の
構
造
を
西
谷
は
「
回え

ご互
的
」
と
呼
ぶ
。
回

互
的
な
相
互
聯
関
の
場
合
に
重
要
な
こ
と
は
、
一
つ
に
は
本
質
的
に

Ａ
に
属
す
る
も
の
が
Ｂ
の
う
ち
に
自
ら
を
う
つ
す
（
映
す
、
移
す
）

と
か
投
射
す
る
と
か
し
て
現
象
す
る
時
、
そ
れ
が
Ｂ
の
う
ち
で
Ａ
と

し
て
現
象
、
、

す
る
の
で
は
な
く
、
Ｂ
の
一
部
と
し
て
現
象
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
Ａ
「
体
」
が
Ａ
「
体
」
へ
自

ら
を
伝
達
す
る
と
き
、そ
れ
は
Ａ「
相
」に
お
い
て
で
は
な
く
Ｂ「
相
」

で
伝
達
さ
れ
る
。

B y 面 x 面　A
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is itself the actuality

）。
こ
こ
で
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、運
動
変
化
（
キ

ネ
ー
シ
ス
）
と
現
実
態/

活
動
態
を
明
確
に
区
別
し
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
形
而
上
学
θ
巻
の
議
論
を
踏
ま
え
て
語
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
、
た
と
え
ば
「
見
る
」
と
い
う
働
き
を
分
析
し
て
、「
見

た
」
こ
と
が
直
ち
に
「
見
て
い
る
」
こ
と
と
合
致
す
る
こ
と
、
完
了

態
が
同
時
に
活
動
態
で
あ
る
よ
う
な
「
働
き
」
を
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と

呼
ん
だ
。
キ
ネ
ー
シ
ス
（
運
動
變
化
）
は
こ
れ
と
は
違
っ
て
、
過
程

の
ど
の
箇
所
を
と
っ
て
も
完
了
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
ず
、
運
動
の

終
点
な
い
し
目
的
点
（
テ
ロ
ス
）
に
達
し
た
と
き
に
の
み
そ
の
運
動

が
完
了
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
言
う
プ
ロ
セ
ス
と

は
、
そ
の
よ
う
に
目
的
に
達
す
る
ま
で
の
「
過
程
」
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、
完
了
態
と
活
動
態
が
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
な
エ
ネ
ル
ゲ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

イ
ア
、
、

そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。こ
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
論
は
、

「
完
全
性
」
と
い
う
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
使
用
さ
れ
た
概
念

の
意
味
を
刷
新
す
る
も
の
で
あ
る
。

プ
ロ
セ
ス
神
学
と
東
方
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
統
合

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
を
は
じ
め
と
す
る
米
国
の
プ
ロ
セ

ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
部
屋B

が
あ
る
こ
と
さ
え
認
識
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
図
解
で
は
、
部
屋
Ａ
も
部
屋B

も
「
壁
に
閉
ざ
さ

れ
た
窓
な
き
モ
ナ
ド
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

時
間
と
い
う
あ
ら
た
な
る
次
元
を
導
入
す
べ
き
事

空
間
的
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
依
拠
す
る
説
明
の
問
題
点
と
は
、
分
与

と
分
有
を
交
互
に
行
う
部
屋
Ａ
と
部
屋
Ｂ
を
二
つ
の
主
語
的
基
体
と

し
て
語
る
た
め
に
、
Ａ
、
Ｂ
と
も
に
、
動
詞
的
な
関
係
性
が
成
立
す

る
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
主
語
的
実
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
空
間
的
イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
し
た
静
的
な
説
明
を
動

的
に
理
解
す
る
た
め
に
、時
間
と
い
う
新
た
な
る
次
元
を
「
空
と
即
」

の
ロ
ゴ
ス
に
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

実
在
性
（reality

）
と
現
実
態/

活
動
態
（actuality

）�

の
区
別
と
関
係

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
『
プ
ロ
セ
ス
と
実
在
』
で
い
う
「
プ
ロ
セ

ス
」
と
は
、
そ
れ
自
身
が
現
実
態/

活
動
態
で
あ
る
（the process 
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動
的
存
在
（actual entity

）」
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
そ
の
ま
ま

あ
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
し
て
、

（
２
）「
プ
ロ
セ
ス
が
そ
の
ま
ま
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
で
あ
る
」
と
い
う

思
想
の
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
点
は
、「
完
成
さ
れ
た
完
全
性
」

が
即
ち
「
完
成
し
つ
つ
あ
る
完
全
性
で
あ
る
」
と
い
う
所
に
求
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

完
全
性
を
永
遠
に
実
現
で
き
な
い
理
想
と
し
て
、
我
々
の
一
歩
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

歩
の
努
力
目
標
と
な
る
と
い
う
考
え
方
を
根
本
的
に
転
換
し
、
我
々

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

の
一
歩
一
歩
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
そ
の
ま
ま
「
既
に
実
現
さ
れ
た
完
全

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

性
」
を
含
み
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
常
に
新
た
な
る
完
全
性
（
自
己
超

、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

越
的
な
完
全
性

、
、
、
、
、
、self-surpassing perfection

）
を
目
指
す
ダ
イ
ナ
ミ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ズ
ム
を
形
成
す
る
と
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
「
統
合
体
の
哲
学
」
に
お
け
る
プ
ロ
セ
ス
の
概
念
の
根
本
的
な
思

、

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

想
で
あ

、
、
、

る、
。

5三
、�「
統
合
体
の
哲
学
」
に
於
け
る
場
所
的
論
理

場
所
論
的
思
惟
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
に
お
い
て
も
中

ス
神
学
者
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
本
体
論
的
な
神
の
存
在
証
明
で
お

な
じ
み
の
「
完
全
性
の
論
理
」
を
動
的
に
刷
新
し
よ
う
と
し
た
。
彼

等
は
、「
そ
れ
よ
り
も
大
い
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
も
の
」
と
い

う
完
全
性
の
定
義
を
変
更
し
、「
神
は
神
以
外
の
如
何
な
る
も
の
に

よ
っ
て
も
凌
駕
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
神
は
神
自
身
に
よ
っ
て
凌

駕
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち
時
間

的
世
界
の
影
響
を
受
け
て
、
神
自
身
も
嘗
て
の
自
己
自
身
を
乗
り
越

え
て
、
さ
ら
に
大
い
な
る
も
の
と
な
る
と
い
う
あ
た
ら
し
い
考
え
方

を
し
め
し
た3

。
西
方
教
会
の
神
学
的
伝
統
で
は
、
完
全
性
は
静
的
に

把
握
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
「
完
成
さ
れ
た
完
全
性
（perfected 

perfection

）」
と
特
徴
付
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、

動
的
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
東
方
教
会
の
霊
性
の
伝
統
で
は
、「
完

成
し
つ
つ
あ
る
完
全
性
（perfecting perfection

）」
が
強
調
さ
れ

る4

。 し
か
し
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

（
１
）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
神
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、

い
か
に
価
値
な
き
も
の
に
み
え
よ
う
と
も
、
一
切
の
有
限
な
る
「
活
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す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
的
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
活

動
的
存
在
の
内
に
現
在
す
る
（every actual entity is present 

in every other actual entity

）
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

統
合
体
の
哲
学
（the philosophy of organism

）
は
、こ
の
「
他

の
存
在
の
内
に
現
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
解
明
す
る

と
い
う
課
題
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
。」（『
過
程
と
実
在
』

原
著
、
五
〇
頁
）

「
相
依
性
の
原
理
」
は
、
西
谷
啓
治
の
「
回
互
性
」
に
も
と
づ
く

法
界
縁
起
の
説
明
、
及
び
八
木
誠
一
の
「
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
」

や
「
場
所
論
と
し
て
の
宗
教
哲
学
」
で
い
う
場
所
の
論
理
を
、
プ
ロ

セ
ス
を
そ
れ
自
体
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
み
な
す
生
成
論
に
よ
っ
て
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
語
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
於
い
て
他
の
一
切
の
有
を
内
在

さ
せ
る
「
活
動
的
存
在
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
云
う
意
味
で
の
第

一
実
体
で
は
な
い
。
第
一
実
体
は
「
他
の
如
何
な
る
主
体subject

の
内
に
な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、「
・
・
・
の
内
に
現
在
す
る
（be 

心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と

し
て
の
プ
ロ
セ
ス
論
で
は
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

「
有
」
の
本
性
に
は
、
そ
れ
が
一
切
の
「
生
成
」
の
た
め
の
潜

在
的
な
力
で
あ
る
こ
と
が
属
し
て
い
る
。（It belongs to the 

nature of a “being” that it is a potential for every “becom
-

ing’

）（「
過
程
と
実
在
」
原
著
、
二
二
頁
）

こ
れ
は
「
相
依
性
の
原
理
（

、
、
、
、
、
、

the principle of relativity

、、、
、、、、、、、、、
、、
、、、、、、、、、、

）、」
と
呼

ば
れ
、『
統
合
体
の
哲
学
』
の
も
っ
と
も
根
本
的
か
つ
普
遍
的
な
原

理
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
現
実
的
存
在
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
が
、

宇
宙
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
「
有
」
を
内
在
さ
せ
て
成
立
す
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。「
有
」
と
い
う
言
葉
は
、
対
象
的
に
語
る
こ
と
の
で

き
る
全
て
の
有
（
広
義
の
物
）
を
さ
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
あ

ら
ゆ
る
「
有
」
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
個
の
活
動
的
存

在
（actual entity

）
が
生
成
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
は
「
・
・
・
に
於
い
て
現
在
す
る
（being present in

）」

と
い
う
場
所
論
的
な
言
い
方
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

我
々
は
、
関
連
の
度
合
い
を
、
ま
た
無
視
し
う
る
関
連
を
斟
酌
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学
（process-relational philosophy

」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
い
う
関
係
と
は
ど
う
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
を
解
明
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

外
的
に
し
て
内
的
、
内
的
に
し
て
外
的
な
る
関
係
の
論
理�

（t he logic of relatedness

）

外
的
関
係
説
と
内
的
関
係
説
の
二
つ
の
立
場
を
対
比
す
る
こ
と
か

ら
始
め
よ
う
。
こ
こ
で
の
要
点
は
、
関
係
の
本
性
を
論
理
的
に
分
析

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
在
論
と
観
念
論
と
い
う
認
識
論
に
於
け
る

二
つ
の
対
立
す
る
立
場
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

実
体
は
関
係
に
先
立
つ
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち
一
切
の
関
係

抜
き
で
本
質
的
な
属
性
に
よ
っ
て
実
体
が
定
義
で
き
る
と
考
え
る
立

場
は
、
関
係
と
い
う
も
の
を
実
体
に
と
っ
て
外
的
と
考
え
る
実
在
論

の
立
場
で
あ
る
。

た
と
え
ば
一
本
の
樹
木
を
我
々
が
見
る
場
合
、
そ
の
樹
木
は
我
々

に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る
こ
と
と
は
独
立
に
実
在
す
る
と
考
え
る
な

ら
ば
、
そ
の
人
は
、
外
的
関
係
を
前
提
し
て
い
る
。
常
識
は
素
朴

実
在
論
の
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
物
理
学
の
観
察
可
能
量

present in

）」
と
い
う
代
わ
り
に
、「
客
体
化
（objectification

）」

と
い
う
表
現
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
活
動
的
存
在
Ａ 

が
他
の
活
動
的
存
在
Ｂ
の
う
ち
に
現
在
す
る
」
と
言
う
代
わ
り
に
、

「
活
動
的
存
在
Ａ
が
他
の
活
動
的
存
在
Ｂ
の
う
ち
に
客
体
化
さ
れ
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
Ｂ
の
内
的
な
る
構
成
要
素
の
一
つ
に
他
な
ら
ぬ
Ａ
の

客
体
的
存
在
が
、「
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
」
で
云
う
、「
Ｂ
の
内
な

る
Ａ
の
フ
ロ
ン
ト
」
で
あ
り
、「
空
と
即
」
の
回
互
性
の
ロ
ゴ
ス
で

云
う
な
ら
ば
、「
Ｂ
相
の
も
と
で
伝
達
さ
れ
た
Ａ
の
体
」
で
あ
り
、

そ
の
自
己
伝
達
の
は
た
ら
き
（
分
与/
分
有
）
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
云
うobjectification 

に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
読
者
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
こ
で
い
う
自
己
伝
達
な
い
し
自
己
譲
与
の
は
た
ら
き
は
如
何
な
る

種
類
の
関
係
な
の
か
。「
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
」
が
「
他
の
一
切
の
有

を
内
に
含
ん
で
成
立
す
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
こ
で
云
わ
れ
る
関
係

は
如
何
な
る
種
類
の
関
係
な
の
か
。 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
は
、

米
国
の
プ
ロ
セ
ス
神
学
者
に
よ
っ
て
、「
プ
ロ
セ
ス
と
関
係
性
の
哲
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と
考
え
、
関
係
を
付
帯
性
に
お
と
し
め
る
存
在
論
へ
の
道
を
開
い
た

た
め
に
多
項
関
係
と
多
重
量
化
の
論
理
を
扱
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ラ
ッ
セ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
共
通

す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
、
認
識
論
に
お
い
て
は
、
内
的
関
係
説
に
立
脚
す
る

ブ
ラ
ド
レ
ー
の
絶
対
的
観
念
論
と
は
正
反
対
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、

全
面
的
な
外
的
関
係
説
の
立
場
を
採
用
し
、
観
念
論
を
論
駁
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
新
実
在
論
は
、
素
朴
実
在
論
で
も
な
け
れ
ば
、
素
粒

子
を
究
極
的
な
実
在
と
考
え
る
科
学
的
な
実
在
論
で
も
な
か
っ
た
こ

と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
命
題
の
主
語
を
実
体
化
す

る
「
物
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
」
で
は
な
く
、
個
々
の
要
素
命
題
に
よ
っ
て

記
述
さ
れ
る
個
々
の
事
実
そ
の
も
の
を
ア
ト
ム
と
す
る
「
事
の
ア
ト

ミ
ズ
ム
」
と
し
て
展
開
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て

「
論
理
的
原
子
論
の
哲
学
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
「
事
の
ア
ト
ミ

ズ
ム
」
は
、「
否
定
的
事
実
（negative fact

）」
を
も
事
実
と
見
做
す

点
で
、
実
証
主
義
者
が
依
拠
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
事
実
と
は
一
線
を

（observable

）
―
位
置
・
運
動
量
な
ど
ー
が
観
察
者
（observer

）

な
し
に
実
在
す
る
と
考
え
る
科
学
的
実
在
論
も
又
、
観
察
対
象
と

の
関
係
を
外
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
関
係
項
は
、
関
係
と
は
独
立
に
は
実
在
性

を
持
た
な
い
と
言
う
考
え
方
が
、
内
的
関
係
説
で
あ
る
。
内
的
関

係
説
に
は
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
り
、
ま
た
如
何
な
る
論
理
学

に
よ
っ
て
そ
れ
を
表
現
す
る
か
に
は
異
同
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

議
論
を
簡
略
化
す
る
た
め
に
「
あ
る
と
は
知
覚
さ
れ
て
あ
る
こ
と

で
あ
るesse est percipi = to be is to be perceived

」
と
い
う
バ
ー

ク
レ
ー
流
の
観
念
論
の
定
式
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
の
立
場

は
、
知
覚
を
内
的
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

バ
ー
ク
リ
ー
は
、
外
的
世
界
に
あ
る
物
質
的
実
体
を
否
定
し
た
が
、

そ
の
論
理
は
、
知
覚
と
い
う
関
係
を
、
精
神
に
於
け
る
内
的
な
関

係
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
が
一
つ
の
主
語
に
一

つ
の
述
語
を
帰
属
さ
せ
る
命
題
を
特
権
視
し
た
こ
と
を
批
判
し
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
は
、
実
体
と
属
性
を
第
一
義
的
な
存
在
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す
る
と
は
知
覚
さ
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
論
の
ド
グ

マ
で
前
提
と
な
っ
て
い
る
知
覚
経
験
を
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
か

見
て
み
よ
う
。
私
の
前
に
一
本
の
樹
木
が
見
え
る
。
有
る
時
、
有
る

場
で
そ
の
樹
木
を
見
る
私
に
と
っ
て
、
客
体
（object

） 

と
し
て
の

そ
の
樹
木
の
存
在
は
主
体
（subject

）
と
し
て
の
私
に
と
っ
て
内
的

で
あ
り
、
私
の
世
界
（
そ
の
と
き
、「
世
界
は
私
の
世
界
で
あ
る
」）

に
住
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
樹
木
を
離
れ
た
私
の
世
界
も
、
私
自

身
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
樹
木
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
私
と
同
じ
く
主

体
な
の
で
あ
っ
て
、
私
に
見
ら
れ
る
と
い
う
関
係
は
、
そ
の
主
体
に

と
っ
て
は
外
的
（external

）
か
つ
偶
有
的
（accidental

）
で
あ
る
。

認
識
論
に
於
け
る
実
在
論
と
観
念
論
と
の
「
対
立
の
一
致
」
を
表
現

す
る
一
つ
の
道
が
、
こ
の
よ
う
に
同
一
の
関
係
を
、
外
的
に
し
て
内

的
、
内
的
に
し
て
外
的
と
み
る
関
係
説
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。

外
的/

内
的
と
い
う
二
重
性
を
持
つ
関
係
説
を
、「
想
起
」
の
経

験
に
適
用
し
て
み
よ
う
。
も
し
内
的
関
係
説
を
徹
底
す
れ
ば
、
過
去

画
し
た
が
、「
事
」
の
諸
々
の
ア
ト
ム
相
互
の
内
的
な
関
係
性
は
完

全
に
捨
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
云
う
「
論
理
的
原
子
論
」
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な

形
容
を
す
る
な
ら
ば
「
窓
を
持
た
ぬ
原
子
的
事
実
」
に
依
拠
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
個
々
の
「
事
」
が
如
何
に
し
て
生
成

す
る
か
と
い
う
力
動
的
考
察
も
、
ま
た
そ
の
生
成
に
お
い
て
他
の

「
事
」
と
如
何
に
関
係
す
る
か
と
い
う
活
き
た
関
係
性
の
事
実
に
か

ん
す
る
考
察
も
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る6

。

そ
れ
で
は
、「
プ
ロ
セ
ス
と
関
係
の
哲
学
（process-relational 

philosophy

）」と
も
特
徴
付
け
ら
れ
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
場
合
は
、

関
係
に
つ
い
て
内
的
関
係
説
、
外
的
関
係
説
の
ど
ち
ら
の
見
地
を
と

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
プ
ロ
セ
ス
の
哲
学
」
の
関
係
説
の
一
つ
の

特
徴
は
、
同
一
の
関
係
が
、
関
係
項
の
一
方
に
と
っ
て
は
外
的
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
他
方
に
と
っ
て
は
内
的
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

こ
の
独
特
の
関
係
説
か
ら
、
た
と
え
ば
バ
ー
ク
レ
ー
流
の
「
存
在
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を
内
包
す
る
個
所
と
し
て
、
全
部
で
二
一
の
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
群

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
主
要
な
も
の
に
、
私
の
立
場7

か
ら
コ

メ
ン
ト
を
加
え
た
い
。

か
く
て
水
よ
り
上
る
を
り
し
も
、
天
さ
け
ゆ
き
、、
鴿は

と

の
ご
と

く
己
に
降
る
を
見
給
ふ
。
か
つ
天
よ
り
聲
出
づ
『
な
ん 

ぢ
は

我
が
愛
し
む
子
な
り
、
我
な
ん
ぢ
を
悦
ぶ
』（
マ
ル
コ
一
章

一
〇
～
一
一
節8

）

（
コ
メ
ン
ト
）
イ
エ
ス
の
受
洗
の
場
面
。
日
本
語
訳
で
は
場
所
論

的
含
意
は
明
確
で
は
な
い
が
、ἐν σοὶ εὐδόκησα

の ἐν σοὶ

に
場
所

論
的
含
意
が
あ
り
、「
な
ん
ぢ
の
内
で
我
悦
ぶ
（in you I w

as w
ell 

pleased

）」
が
直
訳
。
聖
霊
を
受
け
た
イ
エ
ス
の
公
生
涯
の
始
ま
り

を
示
す
受
洗
の
図
像
は
、
泰
西
の
宗
教
画
の
主
題
と
し
て
繰
返
し
描

か
れ
た
が
、
場
所
論
的
解
釈
で
は
、
イ
エ
ス
の
「
天
父
の
子
」
と
し

て
の
「
自
覚
」
の
（
客
観
化
さ
れ
た
）
表
現
で
あ
り
、
父
子
の
相
互

の
内
在/

感
応
と
い
う
直
接
経
験
に
由
来
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
原
文

の
時
制
は
ア
オ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
一
回
限
り
の
時
と
所
に
生
起
す

る
出
来
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
来
事
を
原
事
実
な
い

と
は
想
起
さ
れ
た
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
過
去
自
体
と
い

う
も
の
は
実
在
せ
ず
、
い
わ
ゆ
る
過
去
と
は
「
過
去
の
現
在
」、
す

な
わ
ち
想
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
し
か
し
、「
統
合
体
の

哲
学
」
に
お
け
る
場
所
的
論
理
で
は
、
過
去
は
完
結
し
た
実
在
性
を

持
つ
が
故
に
、
現
在
に
お
い
て
内
的
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。「
過
去
は
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
う
了
解
は
日

常
生
活
の
前
提
で
も
あ
る
。
我
々
の
作
為
で
変
え
る
こ
と
の
出
来
な

い
も
の
が
そ
こ
に
確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
我
々
の
作
為
を
越
え
た
過
去
の
実
在
性
に
よ
っ
て
、
我
々
の
現
在

の
行
為
と
制
作
が
支
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
完
結
し
た
過
去
が
、
私

た
ち
の
現
在
の
活
動
の
中
に
内
在
し
、
活
き
た
過
去
と
し
て
働
く
と

い
う
こ
と
が
、
我
々
の
過
去
の
了
解
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

四
、
新
約
聖
書
の
場
所
論
的
神
学
に
つ
い
て
の
省
察

八
木
誠
一
氏
は
、「
新
約
聖
書
に
お
け
る
場
所
論
」（
東
西
宗
教
研

究
第
五
号
二
〇
〇
六
年
）
で
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
場
所
論
的
神
学
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に
お
い
て
、
そ
の
人
が
「
天
父
と
の
作
用
的
一
」
を
生
き
、「
天
父
」

も
ま
た
そ
の
人
に
於
い
て
「
天
意
」
の
実
現
を
悦
ぶ
（εὐδόκησα

）

と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
場
」「
場
所
」「
作
用
的
一
」「
相

互
内
在/

感
応
と
い
う
聖
書
の
場
所
論
的
解
釈
の
適
用
さ
れ
る
重
要

な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

我
の
父
に
居
り
、
父
の
我
に
居
給
ふ
こ
と
を
信
ぜ
ぬ
か
。
わ

が
汝
等
に
い
ふ
言
は
、
己
に
よ
り
て
語
る
に
あ
ら
ず
、
父
わ

れ 

に
在
し
て
御
業
を
お
こ
な
ひ
給
ふ
な
り
。（
ヨ
ハ
ネ
一
四
章

一
〇
節0

）

（
コ
メ
ン
ト
）
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
、「
信
」
を
表
す
言
葉
に
、（
１
）

安
心
・
信
頼
を
連
想
さ
せ
る
バ
ー
タ
ハ
（bāṭaḥ

）
と
（
２
）
堅
固
・

確
実
を
暗
示
す
る
ア
ー
マ
ン
（ām

an

）
と
の
二
語
が
よ
く
用
い
ら

れ
る
。（
１
）
は
七
〇
人
訳
聖
書
の
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
で
は
「
希
望
」

を
表
す
「
エ
ル
ピ
ス
」、
信
頼
を
表
す
「
ペ
ポ
イ
テ
ー
シ
ス
」
が
宛

て
ら
れ
、（
２
）
は
「
信
仰
」
を
表
す
「
ピ
ス
テ
ィ
ス
」、「
真
理
」

を
表
す
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
」
が
あ
て
ら
れ
る
。

新
約
聖
書
で
は
、（
２
）
の
認
識
に
関
係
の
あ
る
「
信
仰
」
と
い

し
原
歴
史
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

我
か
れ
ら
に
永
遠
の
生
命
を
與
ふ
れ
ば
、
彼
ら
は
永
遠
に
亡
ぶ

る
こ
と
な
く
、
又
か
れ
ら
を
我
が
手
よ
り
奪
ふ
者
あ
ら
じ
。
彼

ら
を
我
に
あ
た
へ
給
ひ
し
我
が
父
は
、
一
切
の
も
の
よ
り
も
大

な
れ
ば
、
誰
に
て
も
父
の
御
手
よ
り
は
奪
ふ
こ
と
能
は
ず
。
我

と
父
と
は
一
つ
な
り
』（
ヨ
ハ
ネ
一
〇
章
二
八
～
三
〇
節9

）

（
コ
メ
ン
ト
）「
我
と
父
と
は
一
つ
な
り
」ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν 

ἐσμεν

と
は
、
場
所
論
的
な
釈
義
で
は
、「
イ
エ
ス
と
父
と
が
働
き

に
於
い
て
一
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
一
」
を
「
実

体
的
な
一
」
と
ユ
ダ
ヤ
人
達
は
解
し
た
た
め
に
、
彼
ら
は
「
人
間
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
を
神
と
す
る
」
冒
瀆
の
故
に
イ
エ
ス
を

殺
害
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、旧
約
聖
書
の
時
代
か
ら「
神

の
言
葉
を
伝
達
す
る
者
は
〈
神
々
〉
と
呼
ば
れ
て
い
た
」
の
で
あ
る

か
ら
、
ま
し
て
「
神
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た
も
の
を
神
と
呼
ぶ
こ
と

に
何
の
不
都
合
も
な
い
」
と
イ
エ
ス
は
云
う
。

こ
の
引
用
は
、人
が
生
き
る「
創
造
的
空
」の「
場
」と
し
て
の「
天

父
」、そ
の
「
場
所
」（
個
別
の
一
回
限
り
の
「
と
き
」
と
「
と
こ
ろ
」）
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る
る
物
よ
り
成
ら
ざ
る
」
こ
と
、す
な
わ
ち
「
現
前
す
る
イ
デ
ア
（
不

可
視
の
実
物
）」
も
含
め
て
「
る
る
物φαινομένω

ν

」
に
由
来
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
信
仰
に
よ
っ
て
悟
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
単

に
「
写
像
す
る
」
の
で
は
な
く
「
創
造
す
る
」
こ
と
が
プ
ラ
ト
ン
主

義
と
聖
書
神
学
を
分
か
つ
と
い
え
よ
う
。

わ
が
は
是
な
り
、わ
が
汝
ら
を
愛
せ
し
ご
と
く
互
に
相
愛
せ
よ
。

人
そ
の
友
の
た
め
に
己
の
生
命
を
棄
つ
る
、
之
よ
り 

大
な
る

愛
は
な
し
。
汝
等
も
し
我
が
命
ず
る
事
を
お
こ
な
は
ば
、
我
が

友
な
り
。
今
よ
り
の
ち
我
な
ん
ぢ
ら
を
僕し

も
べ
と
い
は 

ず
、
僕
は

主
人
の
な
す
事
を
知
ら
ざ
る
な
り
。 

我
な
ん
ぢ
ら
を
友
と
呼

べ
り
、
我
が
父
に
聽
き
し
凡
て
の
こ
と
を
汝
ら
に 

知
ら
せ
た

れ
ば
な
り
（
ヨ
ハ
ネ
十
五
章
十
二
～
一
五
節b

）

（
コ
メ
ン
ト
）
イ
エ
ス
の 

誡
い
ま
し
め

命
（ἐντολὴ

）
と
は
、こ
こ
で
は
「
わ

が
汝
ら
を
愛
せ
し
ご
と
く
互
に
相
愛
せ
よ
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
「
愛
（ἀγάπη

）」
は
キ
リ
ス
ト
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
を
強
調
す
る

最
初
期
の
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
宣
言
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、「
空
」
は
「
空
虚
」
の
意
味
で
は
な
く
、「
自
己
を
空
ず
る

う
言
葉
が
主
導
的
な
位
置
を
し
め
る
よ
う
に
な
る
が
、「
信
」
の
も

つ
上
記
の
二
つ
の
側
面
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）

至
誠
な
る
神
に
全
人
格
を
投
じ
て
帰
依
す
る
信
頼
と
（
２
）
言
葉
や

徴
を
手
が
か
り
と
し
て
不
可
視
の
現
実
に
近
づ
い
て
ゆ
く
理
性
の
歩

み
で
あ
る
。

ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
書
翰
（
一
一
章
一
～
二
節
）
の
、「
信
仰
は
望

む
と
こ
ろ
を
確
信
し
、
見
ぬ
も
の
を
真

ま
こ
と

実
と
す
る
な
り
。
古い
に
しへ
の
人

は
之
に
よ
り
て
證あ

か
しせ
ら
れ
た
り
。
信
仰
に
よ
り
て
我
ら
は
も
ろ
も
ろ

の
世
界
の
神
の
言こ

と
ば
に
て
造
ら
れ
、
見
ゆ
る
も
の
の
顕あ
ら
は
る
る
物
よ
り

成
ら
ざ
る
を
悟
るa

」 

は
、
こ
の
よ
う
な
「
信
仰
（
ピ
ス
テ
ィ
ス
）」

が
「
信
」
の
も
つ
二
側
面
を
統
合
し
、「
證あ

か
し
」
と
「
悟さ
と

り
」
を
も
た

ら
す
者
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
信
仰
」

が
、「
見
え
る
世
界
」
の
中
の
「
臆
見
（
ド
ク
サ
）」
に
過
ぎ
ず
、「
真

智
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
）」
に
至
る
た
め
の
学
問
の
道
の
準
備
段
階
で

あ
る
と
す
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
る
信
仰
理
解
で
あ
る
。ま
た
、

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
で
は
、「
見
え
る
も
の
」
は
「
見
え
な
い
も
の
」
の

「
像
」
で
あ
る
が
、
聖
書
の
場
所
的
神
学
で
は
、「
見
ゆ
る
も
の
の
顕

あ
ら
は
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D
eus est in om

nibus rebus

）

と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

事
物
が
存
在
し
て
い
る
限
り
を
通
じ
て
、
神
は
、
そ
の
事
物
が

存
在
を
有
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
に
従
っ
て
、
そ
の
事
物

に
現
在
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（quandiu igitur 

res habet esse, tandiu oportet quod D
eus adsit ei, secundum

 

m
odum

 quo esse habet

）」
こ
と
、
そ
し
て
「
存
在
と
云
う
こ

と
は
、
何
も
の
に
あ
っ
て
も
そ
の
最
も
内
奥
的
な
る
も
の
、
何

よ
り
も
よ
り
深
く
内
在
す
る
も
の
と
い
わ
ね
け
れ
ば
な
ら
ぬ

（Esse autem
 est illud quod est m

agis intim
um

 cuilibet, et 

quod profundius om
nibus inest

）

か
ら
、神

は
す
べ
て
の
事
物
に
於
い
て
あ
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
し
か
も
深
く
そ
の
内

、
、
、
、
、

奥
に
あ
る

、
、
、
、

の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
（U

nde oportet quod D
eus 

sit in om
nibus rebus, et intim

e

）

と
結
論
す
る
。

更
に
第
八
問
題
第
二
項 

で
は
、
神
の
遍
在
性
を
否
定
す
る
異
論

働
き
（self-em

ptying

）」
に
よ
る
「
愛
の
充
溢
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
僕し
も
べ（
奴
隷
）」
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
地
上
の
君
主
の
奴
隷
の
軛
か
ら
自
由
に
な
っ
た
信
徒
達
が
、

さ
ら
に
進
ん
で
、「
キ
リ
ス
ト
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
の
働
き
」
に
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
と
き
に
、
も
は
や
「
僕し
も
べ」
と
し
て
だ
け

で
は
な
く
「
友
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。　

五
、�

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
の
「
神
の
遍

在
性
」
と
「
作
用
的
一
」
に
か
ん
す
る
場
所
論
的
省
察

ト
マ
ス
は
『
神
学
大
全
』
第
一
部
の
第
八
問
題
第
一
項 

の
異
論

駁
論
（sed contra

）
で
、

も
の
の
働
く
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
必
ず
そ
の
も
の
は
あ
る
（ubi-

cum
que operatur aliquid, ibi est

）

と
の
べ
た
あ
と
で
、
イ
ザ
ヤ
書
二
六
章
一
二
節 

「
主
よ
、
我
々
の
行

い
は
す
べ
て
我
々
に
於
い
て
汝
の
な
し
た
も
う
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（om
nia opera nostra operatus es in nobis, dom

in ce

）」を
引
用
し
、

故
に
神
は
す
べ
て
の
事
物
に
於
い
て
存
在
し
て
い
る
（Ergo 
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六
、�「
作
用
的
一
」
の
場
所
論
的
徹
底
ー
神
と
人
間
の�

主
體
的
な
「
能
作
の
同
一
性
」

西
谷
啓
治
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
本
来
の
立
場
を
汎
神
論
と
区
別

し
て
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
解
釈
を
敢
行
し
て
い
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
立
場
は
あ
く
ま
で
も
主
體
的
な
合
一
の
立
場

で
あ
る
。
絶
対
に
二
な
る
も
の
が
、
主
體
的
に
一
な
る
が
ゆ
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
絶
対
に
一
と
な
り
得
る
と
い
う
立
場

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
。
汎
神
論
に
は

か
か
る
絶
対
の
二
も
な
く
、
絶
対
の
一
も
あ
り
え
な
い...

純

な
る
一
は
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
主
體
的
な

「
生
」
と
か
「
作
用
」
と
か
の
一
と
し
て
の
み
、
生
き
か
つ
能

作
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
か
か
る
能
作
的
な
合
一
に
於

い
て
、
自
由
が
如
何
な
る
立
場
に
も
ま
し
て
最
も
深
く
捉
え
ら

れ
、
ま
た
最
も
深
い
そ
し
て
最
も
眞
實
な
る
自
由
、
無
底
的
な

る
自
由
と
し
て
捉
へ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
最
も

自
由
な
る
自
由
は
、
も
っ
と
も
必
然
的
な
る
必
然
と
共
に
捉
え

ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
万
有
の
創
造
と
生
成
は
、
神
の
恣
意

で
は
な
く
し
て
、
前
述
の
如
き
高
次
の
必
然
性
を
含
む
神
的
生

を
列
挙
し
た
後
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
二
三
章
二
四
節
の
「
我
は
天
地
を
満

た
す
（caelum

 et terram
 ego im

pleo

）」
を
引
用
し
た
後
で
、
神
は

「
す
べ
て
の
場
所
に
於
い
て
あ
る
」
と
結
論
す
る
。
た
だ
し
、
神
が

す
べ
て
の
場
所
に
お
い
て
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
場
所
に
す
で
に

存
在
し
て
い
る
事
物
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
物
が
空
間
的

な
場
所
を
占
有
す
れ
ば
、
必
ず
他
の
事
物
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
神
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
あ
る
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
を

満
た
す
と
言
う
場
合
、そ
の
よ
う
な
仕
方
で
遍
在
す
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
る
場
所
自
身
の
「
存
在
」
と
そ
の
「
存
在
の

力
」、
す
な
わ
ち
「
事
物
の
空
間
的
位
置
を
規
定
す
る
力
」
を
与
え

る
も
の
が
神
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
場
所
に
内
在
す
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、「
場
所
に
お
か
れ
て
あ
る
事
物
（locata
）」
も
「
あ

る
事
物
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
「
存
在
」
を
与
え
て
い
る
の
も
神

で
あ
る
か
ら
、「
空
間
的
場
所
」
と
「
空
間
に
あ
る
事
物
」
の
双
方

と
も
に
、
そ
の
存
在
と
力
を
付
与
し
て
い
る
神
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、「
神
は
い
か
な
る
場
所
に
も
、
い
か
な
る
事
物
に

も
遍
在
す
る
」
と
い
う
趣
旨
の
議
論
を
ト
マ
ス
は
遂
行
し
て
い
る
。
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最
も
優
れ
た
学
者
達
に
拠
れ
ば
、
知
性
は
（
す
べ
て
の
も
の

を
）
剥
ぎ
取
り
、
神
を
覆
い
為
し
に
、
神
自
体
で
あ
る
純
粋

な
本
質
存
在
と
し
て
。
知
性
認
識
は
真
理
と
善
性
を
突
破
し

（durchbrechen

）、
純
粋
な
本
質
存
在
に
突
進
し
、
名
前
も
な

い
あ
ら
わ
な
姿
で
、
あ
り
の
ま
ま
に
神
を
捉
え
る
と
い
う
。
知

性
認
識
も
愛
も
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
い
と
。
愛
は
、
神
が
善

い
も
の
で
あ
る
限
り
、
神
自
身
を
受
け
取
る
が
、
も
し
神
が
善

性
と
い
う
名
を
失
う
な
ら
ば
、
愛
は
決
し
て
そ
れ
以
上
に
は
進

ま
な
い
。
愛
は
毛
皮
、
つ
ま
り
衣
装
を
纏
っ
た
神
を
捉
え
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
知
性
は
し
な
い
。
知
性
は
神
を
、
神
が
自
分

に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
が
、
神
を
底
な
し
の

海
の
う
ち
に
捉
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
私
が
言
い
た
い
の

は
、
こ
の
二
つ
の
も
の
、
知
性
認
識
と
愛
よ
り
も
慈あ

は
れ
み悲
の
ほ
う

が
上
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
は
、
働
く
こ
と
が
で
き
る
最
高

の
、
も
っ
と
も
純
粋
な
と
こ
ろ
で
慈あ

は
れ
み悲
を
行
う
の
で
あ
るg

。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
「
離
脱
」
と
「
突
破
」
に
よ
っ
て
神
性
の
根

底
ま
で
極
め
よ
う
と
す
る
知
性
認
識
を
「
愛
」
に
勝
る
も
の
と
し

命
の
発
動
に
よ
る
か
ら
で
あ
る......

然
る
に
汎
神
論
の
立
場
で

は
反
対
に
、
神
と
万
物
と
の
差
別
を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
万

有
を
支
配
す
る
必
然
は
単
に
表
面
的
な
も
の
と
な
る
。し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
自
由
も
考
え
ら
れ
な
いd

。

西
谷
の
云
う「
能
作
的
合
一
」と
は
、「
主
客
合
一
」で
は
な
く
、「
主

主
合
一
」
す
な
わ
ち
「
ノ
エ
シ
ス
的
合
一
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

の
「
主
體
的
合
一
」
を
汎
神
論
か
ら
峻
別
す
る
西
谷
の
議
論
は
、『
無

の
自
覚
的
限
定
』
の
キ
リ
ス
ト
教
論
以
後
の
西
田
幾
多
郎
の
宗
教
哲

学
、
す
な
わ
ち
「
絶
対
の
一
」
と
「
個
別
的
多
」
と
の
矛
盾
的
自
己

同
一
、
逆
対
応
、
場
所
的
論
理
に
よ
る
「
人
格
」
と
「
歴
史
的
身
体
」

の
位
置
づ
け
な
ど
の
課
題
を
ま
え
に
し
た
西
田
の
思
索
と
共
に
参
照

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
うe

。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
所
論
的
思
索
の
良
く
現
れ
て
い
る
テ
キ

ス
ト
と
し
て
、「
御
身
の
う
ち
に
い
る
人
を
あ
は
れ
み
た
ま
へ
」

（Populoeius qui in te est, m
iserereberis

）
と
い
う
ホ
セ
ア
書

一
四
四
「
慈

あ
は
れ
み

悲
の
祈
り
」
の
引
用
か
ら
始
ま
る
ド
イ
ツ
語
説
教
を

考
察
し
よ
うf

。
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の
で
あ
る
」
と
説
教
を
結
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
然
本
性
的
な
愛
と
、
ミ
サ
典
礼
で
語
ら
れ
る
如
き

「
超
自
然
的
な
慈あ

は
れ
み悲
」
と
の
違
い
は
何
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
、「
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ー
ス
」
で
ニ
ー
グ
レ
ン
が
批
判
し
た
ト
マ

ス
の
『
神
学
大
全
』
の
愛
に
か
ん
す
る
議
論
を
手
引
き
と
し
て
考
察

し
た
い
。
ト
マ
ス
に
於
い
て
は
自
然
本
性
的
な
愛
は
決
し
て
破
棄
さ

れ
は
し
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
「
他
者
を
自
己
の
如
く
愛
す
る
」
と

い
っ
て
も
、
自
己
愛
が
根
本
で
あ
っ
て
、
自
己
を
愛
す
る
以
上
に
他

者
を
愛
す
る
こ
と
を
不
自
然
な
も
の
と
み
る
観
点
が
残
っ
て
い
る
と

い
う
の
が
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

実
際
、『
神
学
大
全
』
第
二
部
二
六
問
第
三
項
で
、ト
マ
ス
は
、「
愛

の
順
序
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
云
う
。

「
神
が
各
人
に
と
っ
て
愛
す
る
根
拠
の
全
体
で
あ
る
の
は
、
神

が
人
間
の
善
の
全
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
神
が
人
間

の
善
で
は
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
愛
す
る

理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
愛
の
順
序

て
説
い
て
き
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ

う
な
優
れ
た
知
性
に
よ
る
認
識
に
も
勝
る
「
働
き
」
と
し
て
「
慈あ

は
れ
み悲

（Barm
herzicheit

）」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
離
脱

に
よ
っ
て
知
性
認
識
の
徹
底
と
は
、
仏
教
的
に
云
え
ば
聖
道
門
の
極

み
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
知
性
認

識
を
も
越
え
た
神
の
働
き
と
し
て
「
慈あ

は
れ
み悲
」
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
説
教
は
、
お
そ
ら
く
典
礼
で
実
際
に
為
さ
れ
た
も
の
と
推
測

で
き
る
が
、「
主
よ
、
あ
は
れ
み
た
ま
へ
」
と
は
、
最
初
に
歌
わ
れ

る
聖
歌
〔
キ
リ
エ
〕
で
あ
る
。「
言
葉
の
典
礼
」
で
読
ま
れ
る
旧
約

の
預
言
者
ホ
セ
ア
の
悲
願
、「
慈

あ
は
れ
み

悲
の
福
音
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
た

ル
カ
傳
の
「
平
和
の
う
ち
へ
行
け
（vade in pace

）」
と
い
う
派
遣

の
言
葉
、「
神
は
愛
な
り
、
愛
に
居
る
者
は
神
に
居
り
、
神
も
ま
た

彼
に
居
給
ふ
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
第
一
書
四
～
一
六
節
を
引
用
し
た
後

で
、「
魂
は
そ
の
根
底
に
於
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
誰
も
知
ら

な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
超
自
然
的
な
恩

恵
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
神
は
慈あ

は
れ
み悲
を
お
こ
な
う
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の
が
「
愛
」
の
順
序
の
上
で
自
然
な
の
で
あ
る
と
云
う
。　

要
す
る

に
、「
恩
寵
（
超
自
然
）
は
自
然
を
破
棄
せ
ず
に
完
成
さ
せ
る
」
と

い
う
の
が
ト
マ
ス
自
身
の
基
本
的
な
思
想
で
あ
る
か
ら
、
自
然
本
性

的
な
自
己
愛
も
、
決
し
て
破
棄
は
さ
れ
ず
に
最
終
的
に
は
神
愛
に
お

い
て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
ト
ミ
ス
ト
の
側
か
ら
の
ニ
ー
グ
レ

ン
へ
の
一
つ
の
答
え
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
ト
ミ
ス
ト
の
伝
統
を
独
自
の
仕
方
で

継
承
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
引
用

し
た
「
慈あ

は
れ
み悲
を
知
性
と
愛
に
ま
さ
る
働
き
と
す
る
説
教
」
で
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
彼
は
隣
人
愛
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
友
愛
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
る
と
云
う
議
論
を
、
福
音
書
や
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
を
典

拠
と
し
て
議
論
を
批
判
し
て
い
る
。　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
隣
人
を「
自

己
と
同
じ
よ
う
に

、
、
、
、
、

愛
す
る
」
と
解
す
る
ト
マ
ス
と
は
違
っ
て
、
福
音

書
の
隣
人
愛
と
は
「（
神
を
有
し
、
神
を
愛
す
る
者
は
）
隣
人
を
自

己
自
身
と
等
し
く

、
、
、

、ま
た
等
し
い
仕
方

、
、
、
、
、

で
愛
す
る
」
と
解
し
た
上
で
、

隣
人
愛
と
自
己
愛
の
同
等
性

、
、
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
同
一
性

、
、
、

を
主
張
す
る

の
で
あ
るi

。

に
つ
い
て
云
う
な
ら
ば
、
人
間
は
神
の
次
に
も
っ
と
も
自
分
自

身
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

ニ
ー
グ
レ
ン
は
、
ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
友
愛
論
に
よ
っ

て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
隣
人
愛
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
た
め
に
「
ア

ガ
ペ
ー
」
に
基
礎
を
お
く
キ
リ
ス
ト
教
的
な
隣
人
愛
に
「
エ
ロ
ー
ス
・

モ
チ
ー
フ
」が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ト
ミ
ズ
ム
の
伝
統
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
ニ
ー
グ
レ
ン
に
た
い
し
て

様
々
な
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
桑
原
直
巳
は
『
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
愛
」
と
「
正
義h

」』
で
、
ト
マ
ス
の

立
場
に
た
つ
人
間
論
を
む
し
ろ
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
ト
マ
ス
は

決
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
友
愛
論
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
踏
み
越
え
て
、
聖
書
と
聖
伝
に
立
脚

す
る
独
自
の
「
友
愛
論
」
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
は
な
い
聖
書
的
な
神
へ
の
愛
を
第
一
義
に
た
て
た
上
で
、
そ
れ
を

根
拠
と
し
て
人
間
の
善
の
全
体
を
分
有
す
る
隣
人
愛
を
基
礎
づ
け
た

の
で
あ
る
か
ら
、神
へ
の
愛
の
次
に
「
自
己
愛
」
を
肯
定
的
に
捉
え
、

そ
れ
を
範
型
と
し
て
隣
人
を「
自
己
と
同
じ
よ
う
に
隣
人
を
愛
す
る
」
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自
身
）　

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
聖
霊
の
交
わ
り
」
と
はin unitate 

Spiritus Sancti

（
聖
霊
の
一
致
に
お
い
て
）
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。

ラ
テ
ン
語
典
礼
：Per ipsum

, et cum
 ipso, et in ipso, 

Est tibi D
eo Patri om

nipotenti, in unitate Spiritus Sancti

 O
m

nis honor et gloria per om
nia sæ

cula sæ
culorum

日
本
語
典
礼
で
は
、
英
語
典
礼
の
よ
う
に Through him

, and 

w
ith him

, and in him
 

とipse 

を
平
板
な
三
人
称
単
数
の
代
名
詞

と
し
て
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

Ipse 

を
単
に
「
彼
」
と
訳
し
て
、「
彼
に
よ
っ
て
、
彼
と
共
に
、
彼

の
中
に
」
と
訳
し
て
し
ま
う
と
、「
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
」
救
済
行
為
も
、

同
伴
者
あ
る
い
は
友
と
し
て「
我
ら
と
共
に
い
る
キ
リ
ス
ト
」も
、「
内

な
る
キ
リ
ス
ト
」も
、自
己
自
身
と
は
無
縁
な「
他
人
事
」に
響
く
。「
キ

リ
ス
ト
」
の
名
を
三
度
繰
り
返
し
、キ
リ
ス
ト
と
人
間
と
の
関
係
を
、

「
に
よ
っ
て
」「
と
共
に
」「
の
内
に
」
の
三
語
で
表
現
す
る
こ
と
で
、

感
謝
の
祭
儀
の
聖
体
拝
領
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
の
中
心
的
な
位
置
が

明
瞭
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
聖
霊
の
交
わ
り
（com

m
unio

）」
は

こ
の
よ
う
に
愛
さ
れ
る
者
と
愛
す
る
も
の
が
差
別
を
越
え
た
一
つ

の
能
作
の
主
体
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
所
論
的
な

「
一
」
に
徹
底
し
た
実
践
的
思
索
が
良
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
隣
人
愛
に
お
け
る
「
能
作
の
同
一
性
」
は
自
己
の
善
を
第
一

に
考
え
る
「
愛
」
よ
り
も
高
く
、「
離
脱
」
と
「
突
破
」
に
よ
っ
て

神
性
を
極
め
よ
う
と
す
る
知
性
認
識
で
す
ら
無
限
に
及
ば
な
い
「
無

底
の
海
の
深
さ
」を
も
つ
と
い
う
の
が
こ
の
説
教
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

七
、
聖
体
拝
領
の
頌
栄
に
関
す
る
省
察

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
ミ
サ
の
聖
体
拝
領
の
頌
栄
と

し
て

司
祭
： 

キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト

の
内
に
聖
霊
の
交
わ
り
の
中
で
、
全
能
の
父
で
あ
る
あ

な
た
に
、

会
衆
： 

す
べ
て
の
誉
れ
と
栄
光
は
世
々
に
至
る
ま
で
。

を
と
な
え
て
い
る
。
ラ
テ
ン
語
典
礼
で
は
、
日
本
語
典
礼
で
三
度
繰

り
返
さ
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
」
に
該
当
す
る
部
分
はipse （self =

自
己
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所
性
の
破
棄
」
と
相
対
性
理
論
と
の
関
係
が
私
の
第
二
論
文
の
主
題
で

あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
不
確
定
性
原
理
の
実
在
論
的
解
釈
と
量
子
力
学
的

遠
距
離
相
関
ー
非
因
果
的
相
関
の
解
釈
を
主
題
と
し
て
い
る
。

3
 

C
harles H

artshone, The Logic of Perfection, O
pen C

ourt Publishing 

C
om

pany, 1962.
4

 

清
水
光
雄
、「
ウ
エ
ス
レ
ー
の
救
済
論
」、
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、

三
三
頁
参
照
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
統
合
体
の
哲
学
」
が
、ジ
ョ
ン
・

カ
ブ
に
代
表
さ
れ
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
神
学
者
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
偶

然
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
に
も
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
的
伝
統
が
受
け

継
が
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
思
想
と
、
エ
ペ
ク

タ
シ
ス
（
自
己
超
越
的
な
愛
）
や
「
つ
く
ら
れ
ざ
る
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」

と
い
う
東
方
神
学
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
論
と
の
深
き
関
連
を
指
摘
し
た

著
書
と
し
て
は
、G

eorge A
. M

aloney, S.J., A
 theology of U

ncreated 

Energies, M
arquette U

niversity Press, 1978 

参
照

5
 

西
谷
啓
治
の
「
空
と
即
」
に
は
「
現
成
す
る
」
と
い
う
表
現
が
多
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
現
成
」
を
動
詞
化
し
て
使
う
用
法
は
道
元

の
「
正
法
眼
蔵
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。「
正
法
眼
蔵
」
の
要
語

索
引
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
道
元
に
お
い
て
は
「
無
」
や
「
空
」

の
よ
う
な
否
定
的
言
辞
よ
り
も
「
現
成
す
る
」
と
い
う
肯
定
的
な
動
詞

表
現
が
圧
倒
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
現
成
」

キ
リ
ス
ト
者
の
共
同
体
を
形
成
す
る
原
動
力
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底

に
あ
る
も
の
は
「
聖
霊
の
一
性
」
す
な
わ
ち
「
愛
の
働
き
の
一
性
」

で
あ
るj

。註

1
 

講
演
者
：
西
谷
啓
治
、
応
答
者
：
玉
城
康
四
郎
、
小
野
寺
功
、
司
会

者
：
八
木
誠
一
の
こ
の
第
四
回
東
西
宗
教
交
流
学
会
（
一
九
八
五
年
）

の
講
演
と
質
疑
は
、
翌
年
の
「
大
乗
禅
」
誌
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ

の
電
子
版
が
南
山
大
学
宗
教
文
化
研
究
所
のw

eb

サ
イ
トhttp://nirc.

nanzan-.ac.jp/en/publications/jjsbcs/ 
で
閲
覧
可
能

2
 

私
が
『
科
学
基
礎
論
研
究
』
に
発
表
し
た
最
初
の
論
文
は
「
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
・
ポ
ド
ル
ス
キ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン
の
議
論
と
ベ
ル
の
定
理
─
量

子
論
に
お
け
る
分
離
不
可
能
性
」（V

ol.19 N
o.3

）、
二
番
目
の
論
文
は

「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ポ
ド
ル
ス
キ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン
の
相
関
と
相
対

性
理
論
」（vol. 19, N

o. 4

）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
話
題
と
な
っ

て
い
た
ベ
ル
の
不
等
式
の
反
証
と
い
う
実
験
的
事
実
が
意
味
す
る
も
の

は
、
量
子
力
学
の
完
全
性
を
め
ぐ
る
ボ
ー
ア
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

論
争
点
に
決
着
を
つ
け
た
も
の
で
は
な
く
、「
局
所
的
実
在
の
分
離
不

可
能
性
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
第
一
論
文
の
主
題
、
そ
し
て
「
局
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の
ア
ト
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
ド
グ
マ
も
ま
た
、
ア
ト
ム
相
互
の
因
果
的
独

立
性
を
独
断
的
に
仮
定
し
て
い
る
点
で
、
悪
し
き
意
味
で
の
形
而
上
学

に
陥
っ
て
い
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

7
 

私
は
、「
普
遍
の
教
会
」
に
保
存
さ
れ
た
「
文
字
化
以
前
の
伝
統
」
を

尊
重
す
る
立
場
に
立
つ
。
そ
の
立
場
で
は
、「
伝
統
」
か
ら
切
り
離
し

て
「
聖
書
」
を
単
な
る
書
物
と
し
て
「
読
む
」
の
で
は
な
く
、教
会
の
「
典

礼
」
の
中
で
、「
言
葉
を
聴
き
」
交
互
に
「
語
り
」、「
信
仰
宣
言
」
す

る
こ
と
、「
聖
体
を
拝
領
」
し
「
頌
栄
す
る
」
と
い
っ
た
言
語
行
為
の
「
働

き
の
場
」
で
成
り
立
つ
信
仰
の
「
場
所
論
的
釈
義
」
を
試
み
た
い
。「
言

葉
の
典
礼
」
に
参
加
す
る
キ
リ
ス
ト
者
が
直
接
に
経
験
す
る
「
み
こ
と

ば
」
の
も
つ
時
間
的
な
原
事
実
性
（
原
歴
史
性
）
を
幾
分
な
り
と
も
解

明
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

8
 

M
ark.1:10–11, καὶ εὐθὺς ἀναβαίνω

ν ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν 

σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡ
ς περιστερὰν 

καταβαῖνον εἰς αὐτόν. καὶ φωνὴ （ἐγένετο

） ἐκ τῶν οὐρανῶν: σὺ εἶ ὁ 
υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

9
 

John 1:28–30,  κἀγὼ
 δίδω

μι αὐτοῖς ζω
ὴν αἰώ

νιον, καὶ οὐ μὴ 
ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός 
μου. ὁ πατήρ μου ὃ δέδω

κέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς 
δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.  ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν 
ἐσμεν. ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.

と
は
現
代
中
国
語
で
も
そ
う
で
あ
る
が
「
既
成
」
と
同
じ
意
味
で
あ
っ

て
、
そ
の
動
詞
表
現
へ
の
転
用
は
、
道
元
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
現
成
」
を
「
現
成
す
る
」
と
い
う
動
詞
表
現
と
一
つ
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、修
行
を
悟
り
（
証
）
の
手
段
と
み
ず
に
「
証
上
の
修
」

を
含
意
す
る
「
修
証
一
等
」
の
修
道
論
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

6
 

こ
の
外
的
関
係
説
は
ラ
ッ
セ
ル
の
弟
子
で
あ
っ
た
（
前
期
の
）
ヴ
ィ
ッ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
論
理
哲
学
論
考
に
よ

れ
ば
、
個
々
の
要
素
命
題
で
記
述
さ
れ
る
事
態
は
相
互
に
独
立
で
あ
っ

て
、
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
要
素
命
題
の
真
理

値
の
函
数
と
し
て
表
現
さ
れ
る
複
合
命
題
は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
矛
盾

を
の
ぞ
い
て
、
す
べ
て
は
偶
然
性
の
支
配
す
る
事
柄
の
表
現
と
な
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
要
素
命
題
の
具
體
的
事
例
を
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
一
つ
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
当
然

の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
一
つ
の
ア
ト
ム
が
他
の
ア
ト

ム
と
い
か
な
る
内
的
関
係
を
持
た
な
い
以
上
、
諸
々
の
ア
ト
ム
の
相
互

交
流
な
い
し
相
互
浸
透
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

個
々
の
ア
ト
ム
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
ア
ト
ム
の
成
立
に

つ
い
て
は
何
も
語
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
。「
論
理
哲
学
論

考
」
が
、
反
形
而
上
学
と
い
う
形
而
上
学
的
ド
グ
マ
に
い
ま
だ
束
縛
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
縷
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、「
事
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g
 

Ich spriche: über disiu beidiu, bekantnisse und m
inne, ist barm

-

herzicheit; dâ w
ürket got barm

herzicheit in dem
 hœ

hsten und in 
dem

 lûtersten, daz got gew
ürken m

ac.
h

 

桑
原
直
巳
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
愛
」
と
「
正
義
」』（2005 

地
泉
書
院
）
終
章433

頁
参
照
。

i
 

「
自
己
を
愛
す
る
こ
と
と
他
者
を
愛
す
る
こ
と
の
同
等
性
あ
る
い
は

む
し
ろ
同
一
性
（plena aequalitas sive parilitas aut potius identitas 

dilectionis sui et proxim
i

）」
に
つ
い
て
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
テ
キ
ス

ト
の
詳
細
な
分
析
が
松
田
美
佳
『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
隣
人
愛
論
』（
中

世
思
想
研
究x

lv
ii, 2005 

）
に
あ
る
。

j
 

滝
沢
克
己
は
カ
ー
ル
バ
ル
ト
の
教
会
教
義
学
の
和
解
論
を
手
引
き
と
し

て
、神
人
の
第
一
義
の
接
触
と
第
二
義
の
接
触
を
区
別
し
て
「
不
可
分
・

不
可
同
・
不
可
逆
」
の
神
人
関
係
を
基
礎
と
す
る
「
神
人
学
」
を
構
想

し
た
。八
木
誠
一
氏
の
場
所
論
的
神
学
で
は
、「
神
我
ら
と
共
に
い
ま
す
」

の
「
と
共
に
」
よ
り
も
、
神
人
の
相
互
内
在
を
説
く
「
の
う
ち
に
」
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
典
礼
の
言
葉
は
、「
と
共
に
」（
共
同
体

性
）、「
の
う
ち
に
」（
内
面
性
な
い
し
個
人
性
）
お
よ
び
「
に
よ
っ
て
」

（
不
可
逆
性
）
を
切
り
離
さ
ず
に
一
息
に
述
べ
、「
聖
霊
の
一
性
の
中
で
、

す
な
わ
ち
愛
の
一
な
る
働
き
の
な
か
で
」
キ
リ
ス
ト
者
の
共
同
体
の
形

成
へ
と
向
い
、「
汝
」
と
呼
び
か
け
る
父
を
「
世
々
に
至
る
ま
で
」
頌

0
 

John 14:10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί 
ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ: ὁ δὲ πατὴρ 
ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

a
 

H
eb 11:1–4,  Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων 

ἔλεγχος οὐ βλεπομένω
ν.  ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ 

πρεσβύτεροι.  Π
ίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶ

νας ῥήματι 
θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι.

b
 

John15:12-15: 12αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους 
καθὼ

ς ἠγάπησα ὑμᾶς: 13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα 
τις τὴν ψ

υχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶ
ν φίλω

ν αὐτοῦ. 14 ὑμεῖς φίλοι 
μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς 
δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος: ὑμᾶς δὲ 
εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα 
ὑμῖν.

c
 

ubicum
que operatur aliquid, ibi est. Sed D

eus operatur in om
nibus, 

secundum
 illud Isaiae X

X
V

I, om
nia opera nostra operatus es in 

nobis, dom
ine. Ergo D

eus est in om
nibus rebus.

d
 

西
谷
啓
治
著
作
集
第
七
巻
『
神
と
絶
対
無
』
３
４
頁

e
 

私
自
身
は
「
合
一
」
と
い
う
用
語
よ
り
も
「
能
作
の
同
一
」
と
い
う
言

い
方
の
ほ
う
が
事
柄
に
即
し
て
い
る
と
考
え
る
。「
合
一
」
と
は
、
二

つ
に
分
か
れ
た
者
が
一
つ
に
合
す
る
と
い
う
意
味
が
残
存
す
る
か
ら
で

あ
る
。

f
 

M
eister Eckhart, D

eutsche W
erke, Bd. 1, Predigt 7. 
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わ
た
し
自
身
が
数
学
を
嘗
て
専
攻
し
て
い
ま
し
た
の
で
、

ち
ょ
っ
と
抵
抗
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
は
八
木
先
生
は
新

約
聖
書
の
時
代
に
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
コ
イ
ネ
ー
ギ
リ

シ
ャ
語
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
と
結
び
つ
け
て
お
話
に
な
っ

た
の
で
、
大
変
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
わ
た

し
は
、
以
前
使
用
さ
れ
て
い
た
八
木
先
生
の
記
号
表
現
は

記
号
論
理
学
に
似
て
る
け
れ
ど
も
、
一
種
の
象
徴
形
式
―

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ル
ム
―
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

一
つ
一
つ
の
陳
述
文
に0

か1

か
の
真
理
値
を
振
り
当
て

る
命
題
論
理
学
と
は
全
然
違
う
種
類
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
従
っ
て
八
木
先
生
の
場
所
論
の
記
号
化
は

表
現
言
語
の
象
徴
的
理
解
が
得
ら
れ
る
意
義
が
認
め
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
今
で
も
私
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
記
号
化
し
て

し
ま
う
と
、
何
か
そ
れ
で
代
言
し
た
り
置
き
か
え
た
り
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
か
の

よ
う
な
印
象
を
聞
く
人
に
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性

田
中�

フ
ロ
ン
ト
構
造
と
い
う
概
念
に
わ
た
し
は
非
常
に
惹
か
れ

ま
し
た
。
八
木
先
生
の
記
号
表
現
に
関
し
て
は
、
最
初
に

2002

年
の
東
西
宗
教
交
流
学
会
で
お
話
に
な
っ
た
と
き
は
、

栄
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
神
人
関
係
を
統
合
的
に
表
現
し
て
い
る
。

た
な
か
・
ゆ
た
か 

上
智
大
学
名
誉
教
授

討
議
Ⅳ 

応
答
者
・
司 

会　

金

承
哲
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を
離
れ
ず
。
そ
れ
か
ら
、家
舎
を
離
れ
て
途
中
に
在
ら
ず
と
。

僕
は
あ
の
言
葉
が
非
常
に
好
き
な
ん
で
す
が
、
要
す
る
に
、

内
な
る
自
己
の
世
界
に
閉
ざ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
常

に
異
質
な
他
者
の
フ
ロ
ン
ト
に
出
か
け
る
と
い
う
「
行
人

の
精
神
」
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
で
も
仏
教
で
も
大
切
で
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

八
木
先
生
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
で

き
ま
す
が
、
わ
た
し
が
一
番
好
き
な
の
は
、
善
き
サ
マ
リ

ア
人
の
譬
え
で
す
。
隣
人
と
は
誰
の
こ
と
か
を
特
に
こ
の

譬
え
は
難
し
い
理
屈
に
訴
え
る
必
要
は
全
く
な
く
て
、
あ

ら
ゆ
る
人
の
心
に
直
接
訴
え
る
イ
エ
ス
の
言
葉
の
一
つ
で

す
。
サ
マ
リ
ア
人
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
正
統
派
の
「
我
ら
」

の
中
に
は
入
ら
な
い
。
そ
の
宗
派
の
壁
を
越
え
て
フ
ロ
ン

ト
に
行
く
と
い
う
と
こ
ろ
を
八
木
先
生
の
フ
ロ
ン
ト
構
造

と
い
う
概
念
に
も
う
一
つ
わ
た
し
が
つ
け
加
え
た
い
と
こ

ろ
で
す
。

つ
ま
り
、フ
ロ
ン
ト
に
は
「
周
辺
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

で
す
。
要
す
る
に
、
説
明
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
記
号
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
る
の

で
、
記
号
を
使
う
と
、
そ
の
記
号
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明

を
す
る
と
い
う
余
計
な
事
態
が
生
じ
る
た
め
に
、
限
り
な

く
記
号
が
象
徴
し
て
い
る
事
柄
自
体
か
ら
わ
た
し
た
ち
の

関
心
が
ず
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
や
は
り
、
図
式
的
記

号
よ
り
も
、
生
き
た
言
葉
が
働
い
て
い
る
現
場
の
ほ
う
が

大
事
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
は
八
木
先
生
と
個
人

的
に
お
話
し
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
フ
ロ
ン
ト
と
い
う

言
葉
を
い
う
場
合
に
、
わ
た
し
は
「
前
衛
」
と
か
「
周
辺
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
フ
ロ
ン
ト
に

行
く
、
境
界
に
赴
く
と
い
う
構
造
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

真
理
の
実
践
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。

わ
た
し
は
、
仏
教
の
言
葉
を
常
に
キ
リ
ス
ト
教
的
に
理
解

す
る
の
で
、
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
臨
済
録

の
中
に
、
一
人
有
り
劫
を
論
じ
て
、
途
中
に
あ
っ
て
家
舎
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た
キ
リ
ス
ト
教
の
文
書
の
当
時
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
も

言
霊
の
働
き
を
感
じ
ま
す
。
戦
後
の
教
育
を
受
け
た
現
代

の
日
本
人
に
と
っ
て
常
識
で
あ
り
、
通
念
で
あ
る
こ
と
が
、

三
百
年
前
、
四
百
年
前
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
決
し
て
通

念
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
通
念
は
そ
う
い
っ
た
時
と

場
所
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
大
き
く
制
約
さ
れ
て
い
い
ま

す
。し

か
し
、
そ
の
通
念
を
通
じ
て
、
何
か
そ
こ
に
普
遍
的

な
る
も
の
が
常
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
話

と
か
物
語
と
い
う
も
の
を
事
実
で
は
な
い
単
な
る
方
便
と

は
見
な
い
で
す
。
ま
さ
に
、
そ
の
方
便
に
よ
っ
て
、
現
代

の
わ
た
し
た
ち
が
持
っ
て
い
る
通
念
が
逆
に
照
ら
し
出
さ

れ
て
、
批
評
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
作
業
を
通

じ
て
、
は
じ
め
て
わ
た
し
た
ち
が
、
現
在
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
る
こ
と
が
決
し
て
直
接
的
な
る
も
の
、
生
き
た

現
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

そ
の
境
界
こ
そ
が
新
し
い
中
心
に
な
り
得
る
と
。
た
と
え

ば
新
約
聖
書
の
ギ
リ
シ
ャ
語
と
い
う
の
は
独
特
な
ギ
リ
シ

ャ
語
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
や
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
ギ
リ
シ
ャ
語

に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
シ
ン
プ
ル
な
構
造
を
持
っ
て
い

ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
法
が
非
常
に
入
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
伝
統
的
な
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で

も
な
い
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
も
な
い
、
聖
書
独
自
の
ギ
リ
シ

ャ
語
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
、
近
代
の
ル
タ
ー
訳

の
ド
イ
ツ
語
訳
聖
書
と
か
、
英
語
の
欽
定
訳
は
ほ
ぼ
そ
の

直
訳
で
す
。
そ
れ
が
新
し
い
、
近
代
の
聖
書
に
影
響
さ
れ

た
国
民
文
化
と
い
う
も
の
を
生
み
出
す
力
も
持
っ
て
い
た
。

日
本
の
場
合
で
も
文
語
訳
聖
書
の
翻
訳
者
は
日
本
の
古

典
に
よ
く
通
じ
て
お
り
、
言
霊
の
働
き
と
い
う
も
の
を
身

に
つ
け
て
い
ま
し
た
。
あ
の
翻
訳
は
生
き
た
、
霊
に
満
ち

た
言
葉
な
ん
で
す
ね
。
現
代
の
散
文
語
訳
は
、
わ
か
り
や

す
さ
を
主
体
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
近
代
人
の
解
釈

が
入
っ
て
し
ま
う
。
安
土
桃
山
時
代
に
日
本
に
入
っ
て
き
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る
方
便
だ
な
ど
と
は
全
然
違
う
物
語
り
な
の
で
、
合
理
化

し
て
そ
れ
で
済
ま
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
と
は
全
く
思

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

金�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
か
ご
質
問
あ
る
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
お
願
い
し
た
い
の
で
す
が
。

森�

京
都
産
業
大
学
の
森
で
ご
ざ
い
ま
す
。
非
常
に
感
銘
深
く
、

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
た
だ
、「
言
葉
の
問
題
」
と
い
う
こ

と
で
、
八
木
先
生
は
言
語
を
三
つ
の
も
の
に
比
較
、
区
別

さ
れ
て
の
話
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
非
常
に
明
確
な
、
大
事

な
ご
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。
き
ょ
う
の
田
中
先
生
の
お
話

を
伺
っ
て
改
め
て
思
う
の
は
、
一
つ
は
、
も
し
宗
教
言
語

と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
聖
書
の
言
葉
と
神
学
の
言

葉
の
間
に
は
、
相
当
な
落
差
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
あ

る
い
は
、
宗
教
言
語
と
同
時
に
、
僕
は
、
や
は
り
形
而
上

学
言
語
と
い
う
か
。
哲
学
的
な
と
い
う
か
、
形
而
上
学
的

な
言
語
と
い
う
か
、
そ
れ
は
軽
く
見
ら
れ
な
い
。
西
田
の

「
場
所
」
の
論
理
は
、
物
凄
い
苦
闘
の
中
で
出
て
き
た
の
で

は
な
い
か
と
。

だ
か
ら
、
未
来
に
行
く
た
め
に
は
、
わ
た
し
は
退
歩
も

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
進
歩
ば
か
り
考
え
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、
退
歩
と
進
歩
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
あ
る
。
そ

の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
を
わ
た
し
は
道
元
に
倣
っ
て
運
歩

と
呼
び
た
い
。
青
山
常
運
歩
、
石
女
夜
性
児
（
青
山
は
常

に
運
歩
し
、
う
ま
ず
女
が
毎
夜
子
供
を
産
む
）
と
い
う
正

法
眼
蔵
山
水
経
の
言
葉
は
、
わ
た
し
は
本
当
に
す
ば
ら
し

い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
で
は
、
ア

ブ
ラ
ハ
ム
の
妻
が
老
齢
な
の
に
子
供
を
産
ん
だ
と
い
う
物

語
以
上
に
、
産
ま
ず
女
、
も
う
子
供
を
産
め
な
く
な
っ
た

人
が
実
は
闇
夜
の
な
か
で
子
供
を
産
ん
で
い
る
と
。
そ
れ

は
や
は
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
的
に
考
え
れ
ば
、
わ
た
し
た

ち
の
魂
の
中
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
と
い
う
、
そ
の
経

験
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
単
な
る
物
語
と
か
方
便
以
上
の
も

の
が
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
、
や
は
り
そ
う
い
う
言
葉
に
物

凄
い
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
ま
す
。
だ
か
ら
、
単
な
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の
聖
書
の
言
葉
と
、
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
神
学
の
言
葉
と

の
間
に
は
相
当
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
落
差
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
の
か
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
言
え
ば
、
パ
ウ
ロ
の
ギ
リ

シ
ャ
語
は
非
常
に
素
朴
な
ギ
リ
シ
ャ
語
だ
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
イ
エ
ス
も
ギ
リ
シ
ャ
語
を
し
ゃ
べ
っ

て
る
形
に
な
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
み
ん
な
翻
訳
語

で
す
よ
ね
。
イ
エ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
語
は
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ

た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
イ
エ
ス
の
言
葉
が
全
部
ギ
リ
シ

ャ
語
に
な
っ
て
る
こ
と
自
体
の
中
に
、
も
う
既
に
大
き
な

転
換
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
、
や
は
り
そ
れ
は

解
釈
で
す
よ
ね
。
言
っ
て
み
れ
ば
。
そ
う
す
る
と
、
聖
書

の
言
葉
ま
で
含
め
て
、
も
う
一
回
何
か
、
受
け
止
め
直
す

必
要
が
あ
る
。

そ
ん
な
意
味
で
言
う
と
、
八
木
先
生
の
一
つ
の
着
眼
で

あ
る
、
言
葉
以
前
の
と
こ
ろ
ま
で
も
う
一
回
戻
っ
て
出
直

す
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
試
み
も
ど
う
し
て
も
必
要
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
。
そ
れ
に
し
て
も
、
き
ょ
う
の

あ
っ
て
、「
主
語
」
と
い
う
か
、「
主
体
」
を
余
り
軽
く
は

見
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
、
あ

る
い
は
神
学
、ド
イ
ツ
観
念
論
な
ん
か
を
ふ
ま
え
て
も
、「
主

語
」
の
重
み
は
相
当
な
も
の
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
や
そ

っ
と
じ
ゃ
動
か
な
い
。

た
と
え
ば
、
汎
神
論
の
問
題
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ん

か
は
自
由
論
の
前
半
を
使
っ
て
ず
っ
と
言
う
ん
で
す
ね
。

Pantheism
us

と
い
う
か
ら
、A

lles ist G
ott

（
一
切
は
神
で

あ
る
）
に
な
る
け
ど
、そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、Gott ist alles

（
神

は
一
切
で
あ
る
）
だ
と
。
こ
れ
も
物
凄
く
、
主
語
の
位
置

と
述
語
の
位
置
は
や
は
り
不
可
逆
で
、
そ
ん
な
簡
単
に
は
、

「
場
所
」
に
は
な
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
、

「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
聖
書
の
根
本
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ

る
け
れ
ど
も
、「
愛
は
神
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
。
あ
る

い
は
、
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
ど
ん
な
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

本
当
は
、
何
て
い
う
ん
で
す
か
ね
。
そ
う
思
う
と
、
こ
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の
ト
キ
ュ
メ
ン
ト
」
な
ど
と
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
何
を
め
ぐ
っ
て
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
の
か
を
共
有
し

て
い
な
い
限
り
、
西
田
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
分
か
ら
な
い
な
が
ら
も
何

度
読
ん
で
も
発
見
が
あ
る
書
物
だ
し
、
道
元
も
、
わ
た
し

は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
道
元
は
禅
問
答
が
無
理

会
話
だ
な
ど
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
。
言
語
で
表
現
で
き

な
い
と
、
し
た
り
顔
に
言
う
お
前
自
身
が
分
か
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
言
語
を
越
え
た
も
の
を
あ
く
ま

で
も
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
を
求
め
て
行
く
生
き
た
言
語

使
用
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
哲
学
者
の
中
で
は
、

そ
の
よ
う
に
過
去
の
自
分
を
越
え
て
常
に
新
し
い
言
語
表

現
を
求
め
て
い
っ
た
の
が
西
田
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、

西
田
は
「
絶
対
無
」
と
い
う
言
葉
を
あ
る
と
き
か
ら
使
わ

な
く
な
り
ま
す
。

森�

そ
う
で
す
ね
。

田
中�
し
か
し
、「
絶
対
無
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
く
な
っ
て
も
、

お
話
は
非
常
に
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
で
す
か
、
そ

れ
ら
を
含
め
て
、
い
や
、
す
ご
い
な
と
思
っ
て
聞
い
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
、
や
は
り
物
凄
く
、
言
葉
の
落

差
み
た
い
な
も
の
が
随
分
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
。
こ

れ
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
や
は
り
、
西
田
の
場
所

論
と
い
う
の
は
哲
学
の
言
語
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
。
ち
ょ
っ
と
そ
れ
も
、
つ
ま
り
、
だ
か
ら
西
田

の
無
の
場
所
と
い
う
か
、
こ
う
い
う
考
え
方
と
、
八
木
先

生
が
お
っ
し
ゃ
る
そ
の
場
所
論
と
い
う
こ
と
が
、
僕
は
、

か
な
り
中
身
が
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
ん
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
点
を
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い

か
、
ち
ょ
っ
と
、
先
生
方
の
ご
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
、
田
中
先
生
か
ら
。

田
中�

西
田
は
道
元
と
並
ん
で
、
私
の
座
右
の
書
な
の
で
す
が
、

い
つ
読
ん
で
も
新
し
い
発
見
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
で
分
か
っ
た
と
い
う
気
が
し
な
い
で
す
ね
。
西
田
の

場
合
で
す
と
、
彼
は
自
分
の
書
い
た
も
の
を
「
悪
戦
苦
闘
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語
と
は
異
な
る
。「
表
現
言
語
」
と
い
う
よ
う
な
枠
に
入
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
こ
の
、
表
現
言
語
と
い
う
の
も
便

利
な
言
い
方
で
す
け
ど
、
僕
は
西
田
哲
学
の
「
表
現
」
と

い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
で
、
表
現
を
余
り
一
般
化
し
て

使
い
た
く
な
い
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
一
番
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
室
内
の
言
語
と

い
う
の
は
、
ま
さ
に
芭
蕉
が
使
う
よ
う
な
俳
句
の
言
葉
な

ん
で
す
よ
。
そ
こ
に
自
分
の
意
識
が
ち
ょ
っ
と
で
も
入
っ

た
よ
う
な
言
語
は
み
ん
な
落
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か

ら
、
ま
さ
に
「
我
」
が
入
れ
ば
無
、
だ
か
ら
、
無
我
の
論

理
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
先
生
の
言
い
方
で
言
え

ば
芭
蕉
と
か
、
あ
る
い
は
文
芸
に
近
い
よ
う
な
。
つ
ま
り
、

別
に
自
分
は
俳
句
つ
く
る
と
か
、
そ
う
い
う
芸
術
性
が
あ

る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
関
係
な
い
で
す
よ
。
だ
け
ど
も
、

ふ
つ
う
の
、
日
常
の
お
し
ゃ
べ
り
の
言
葉
で
も
な
け
れ
ば
、

概
念
的
な
言
葉
で
も
な
く
、
何
か
、
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と

変
わ
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
は
、
僕
は
恐
ら
く
、
聖

場
所
的
論
理
は
残
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
晩
年
の
西
田
が
鈴

木
大
拙
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
、
大
拙
の
言
う
般
若
即

非
の
論
理
か
ら
、
歴
史
的
世
界
と
人
格
に
つ
い
て
語
り
た

い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
八
木
先
生
の

ご
本
で
も
、
人
格
的
な
言
語
と
場
所
論
的
な
言
語
が
、
最

初
の
う
ち
は
何
か
対
立
す
る
よ
う
な
形
で
書
か
れ
て
い
た

け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
、
終
わ
り
の
ほ
う
に
近
づ
く
に
つ

れ
て
、
や
っ
ぱ
り
人
格
と
い
う
言
葉
の
捉
え
直
し
に
よ
っ

て
、
場
所
論
的
な
思
考
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
ふ
つ
う
に

人
格
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
を
、
そ
こ
か
ら
語
り
直
す

と
い
う
こ
と
を
試
み
て
お
ら
れ
ま
す
。
西
田
が
最
後
に
目

指
し
た
の
は
そ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

森�

わ
た
し
は
、
聖
書
の
言
葉
と
神
学
の
言
葉
の
間
に
、
や
は

り
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
申
し
上
げ

ま
し
た
。
そ
れ
を
も
し
、
わ
た
し
が
知
る
限
り
の
禅
の
ほ

う
で
言
う
な
ら
ば
、
や
は
り
、「
禅
問
答
の
室
内
の
言
葉
」

と
い
う
の
は
、
一
般
の
記
述
言
語
や
、
あ
る
い
は
宗
教
言
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れ
は
生
き
た
言
葉
に
な
り
得
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か

ら
、
神
学
以
前
、
そ
れ
か
ら
哲
学
以
前
か
ら
思
索
す
る
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
後
期
田
邊
と
か
西
田
に
共
通
す
る
思

索
の
態
度
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
西
田
の
場
合
、

最
初
の
『
善
の
研
究
』
で
直
感
的
に
は
す
べ
て
出
て
る
と

思
い
ま
す
。
潜
在
的
に
は
ね
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
い

か
に
的
確
に
表
現
す
る
か
。
そ
の
言
語
表
現
を
め
ぐ
る
悪

戦
苦
闘
は
生
涯
続
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
、
そ
の
問
題
は
我
々
に
と
っ
て
も
生
き
た
問

題
だ
し
、
わ
た
し
の
場
合
は
、
実
は
西
田
を
キ
リ
ス
ト
教

の
文
脈
で
読
み
ま
す
。
こ
れ
は
、
正
し
い
西
田
理
解
と
い

う
よ
り
は
、
西
田
自
身
が
問
題
に
し
て
い
る
事
柄
を
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
し
て
ど
ん
な
ふ
う
に
受
け
と
め
る
か
。
そ
し

て
、
彼
は
や
は
り
フ
ロ
ン
ト
で
思
索
し
て
る
と
思
う
の
で
、

い
わ
ば
最
前
線
で
、
哲
学
の
現
場
で
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る

そ
の
努
力
か
ら
学
び
た
い
の
で
あ
っ
て
、
西
田
と
同
じ
言

葉
を
繰
り
返
し
た
く
は
な
い
ん
で
す
ね
。
西
田
と
同
じ
言

書
の
中
の
言
葉
も
、
そ
う
い
う
概
念
性
を
許
さ
な
い
、
そ

し
て
、
何
か
も
う
ち
ょ
っ
と
。

だ
か
ら
、
う
ま
く
言
え
な
い
ん
で
す
よ
。
特
に
禅
問
答

の
言
葉
は
独
特
で
あ
っ
て
、こ
の
間
に
、ぱ
っ
と
い
う
間
に
、

あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

や
は
り
、
そ
れ
を
単
な
る
表
現
言
語
と
か
、
そ
ん
な
も
の

で
言
え
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
に
、

聖
書
と
神
学
、
そ
れ
は
、
聖
書
の
中
に
神
学
Ａ
も
Ｂ
も
Ｃ

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
神
学
と
い
っ
た
と

き
の
言
葉
は
、
も
う
既
に
形
而
上
学
、
あ
る
い
は
哲
学
の

言
語
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
、
そ
こ
ら
辺
は
ど
う
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
、
非
常
に
こ
だ
わ
り
た
い
気
持
ち
が
し
ま
す
。

田
中�

わ
た
し
は
哲
学
以
前
に
一
度
立
ち
返
っ
て
、
哲
学
の
否
定

を
介
し
て
、
哲
学
が
ど
こ
か
ら
成
立
す
る
か
を
考
え
て
み

た
い
。
神
学
の
場
合
で
も
、
神
学
と
い
う
教
義
か
ら
物
事

を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
て
教
義
が
一
体
ど
こ
か
ら
出
て

く
る
の
か
と
い
う
、
そ
れ
が
経
験
さ
れ
て
な
け
れ
ば
、
そ
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田
中�

い
え
、
そ
こ
ま
で
考
え
て
な
い
で
す
。

森�

田
邊
さ
ん
は
相
当
に
問
題
的
だ
と
思
い
ま
す
。「
絶
対
無
」

な
ん
て
、
あ
あ
い
う
「
概
念
」
を
つ
く
り
出
し
た
の
は
、

や
っ
ぱ
り
田
邊
で
す
。
そ
れ
は
、「
無
の
場
所
」
の
ほ
う
が

的
確
な
ん
で
す
よ
。
だ
っ
て
、「
見
る
者
な
く
し
て
見
る
」

と
い
う
、
主
体
じ
ゃ
な
く
て
「
主
体
か
ら
場
所
へ
の
転
換
」

が
、
西
田
に
お
い
て
起
こ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
、
も

う
一
回
絶
対
無
と
い
う
、
絶
対
的
な
原
理
み
た
い
に
し
て

言
い
出
し
た
と
い
う
の
は
、
田
邊
さ
ん
の
物
凄
く
大
き
な

責
任
で
す
。

ほ
と
ん
ど
、
だ
か
ら
田
邊
さ
ん
を
読
ん
だ
ら
概
念
で
、

全
部
、
長
い
長
い
文
章
だ
け
ど
、
一
つ
読
め
ば
全
部
わ
か

っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
何
も
面
白
く
な
い
。
後
か
ら
の
、

後
づ
け
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
、
何
か
新
し
い
発
見
と

か
、
新
し
い
パ
ト
ス
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
余
り
感
じ

ら
れ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
研
究
だ
け
は
本
格
的
だ
か

ら
、も
う
隙
が
な
い
。
そ
れ
は
す
ご
い
し
、僕
ら
の
先
生
も
、

葉
を
繰
り
返
せ
ば
、
そ
れ
は
縮
小
再
生
産
で
す
か
ら
。「
見

師
と
斉
し
け
れ
ば
師
の
半
徳
を
減
ず
」
と
い
う
禅
の
言
葉

が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
言
葉
は
、
学
問
の
限
り
な
き
探
求

を
促
す
精
神
に
通
じ
る
言
葉
で
も
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
、

宗
教
の
根
本
に
通
ず
る
言
葉
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
繰
り
返
し
反
復
す
れ
ば
、
そ
れ
は
形
な
き
も
の
と

い
う
の
を
忘
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
形
あ
る
も

の
を
生
み
出
す
よ
う
な
、
根
源
的
な
働
き
に
目
覚
め
る
と

い
う
こ
と
の
ほ
う
が
根
本
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

田
邊
論
集
に
、
西
田
・
田
邊
記
念
講
演
会
で
お
話
し
し

た
こ
と
を
書
く
予
定
が
あ
る
の
で
す
が
、
田
辺
の
場
合
も
、

西
田
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
西
田
が
問
題
に
し
て

い
た
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
わ
た
し
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
西
田
の
ほ
う

が
、
自
分
の
体
験
に
ぴ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
田
辺
の
概

念
的
な
思
考
よ
り
も
西
田
の
ほ
う
に
惹
か
れ
て
い
ま
す
が
。

森�

田
邊
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
全
部
誤
解
で
す
ね
。
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研
究
す
る
部
門
と
、
そ
れ
か
ら
、
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
一
つ

一
つ
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
い
く
。
釈
義
が
さ
れ
る
。
そ

れ
と
並
ん
で
、
神
学
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
。
そ
れ
は
、

新
約
聖
書
が
含
ん
で
い
る
神
学
的
な
思
想
（
諸
概
念
の
明

確
化
と
秩
序
づ
け
）
を
取
り
出
す
と
い
う
作
業
な
の
で
。

た
だ
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
要
す
る
に
聖
書
を

読
ん
で
も
そ
れ
が
わ
か
る
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

よ
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
聖
書
が
わ
か
る
た
め
に
は
、
わ
か

ら
せ
る
作
業
が
必
要
な
の
で
。
そ
の
作
業
が
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
う
と
、
今
言
っ
た
よ
う
な
時
代
史
と
か
、
一
つ

一
つ
の
概
念
の
成
立
史
の
研
究
だ
と
か
、
文
の
釈
義
だ
と

か
、
そ
れ
か
ら
神
学
的
な
思
想
、
い
ろ
ん
な
面
に
わ
た
っ

て
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
そ
れ
自
身
は
、
聖
書
の
言

葉
か
ら
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
上
田
さ
ん
が
よ
く
、

直
接
経
験
か
ら
第
一
次
的
な
と
い
う
言
葉
と
、
そ
れ
を
解

釈
し
て
述
べ
て
い
く
言
葉
と
は
違
う
ん
だ
と
。
だ
け
ど
、

ま
た
も
と
へ
戻
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を

み
ん
な
田
邊
さ
ん
の
弟
子
だ
っ
た
か
ら
、
余
り
田
邊
さ
ん

の
悪
口
を
言
え
な
か
っ
た
。

田
中�
と
り
あ
え
ず
、
西
田
の
問
題
と
い
う
の
を
、
や
っ
ぱ
り
田

邊
は
戦
後
と
い
う
あ
の
時
代
で
、
敗
戦
を
経
験
し
た
後
で

書
き
ま
し
た
。
西
田
が
旧
約
聖
書
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、

日
本
が
亡
国
の
危
機
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
も
う
は
っ
き

り
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
改
め
て
旧
約

の
預
言
書
を
読
み
直
し
て
、
彼
が
そ
れ
に
非
常
に
動
か
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
記
の
中
に
明
確
に
出
て
い
る
わ

け
で
す
。
田
邊
は
敗
戦
が
現
実
化
し
た
と
き
に
、
西
田
が

既
に
見
て
い
た
事
柄
を
、
田
邊
自
身
の
言
葉
で
語
ろ
う
と

し
た
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。

八
木�

ま
だ
余
り
ま
と
ま
っ
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
つ
ま
り
、

聖
書
の
言
葉
と
、
そ
れ
か
ら
神
学
の
言
葉
は
違
う
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
。
も
ち
ろ
ん
違
う
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、
聖

書
学
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
各
文
書
に
つ
い

て
、
誰
が
い
つ
何
の
た
め
に
書
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
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八
木�

も
ち
ろ
ん
違
い
ま
す
。

森�

だ
か
ら
、
現
代
か
ら
見
て
、
ど
れ
だ
け
不
合
理
だ
っ
た
り
、

わ
け
の
わ
か
ら
ん
も
の
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
、
ま
ず
深

い
意
味
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
ど
れ
だ
け
と
ん
ち
ん
か
ん

で
あ
れ
、字
義
的
な
意
味
は
、一
応
は
受
け
取
れ
ま
す
よ
ね
。

今
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
や
つ
だ
け
で
も
。
そ
の
意
味

が
ど
う
な
る
か
、
そ
れ
は
や
は
り
、
禅
の
公
案
な
ん
か
は

も
っ
と
ひ
ど
い
で
す
よ
。
わ
け
わ
か
ら
ん
。

八
木�

同
じ
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

森�

い
や
い
や
、
公
案
は
解
釈
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
や
は
り
、

わ
か
ら
ん
ま
ま
受
け
と
め
な
い
と
。

八
木�

解
釈
と
い
う
の
は
言
葉
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
わ
か

る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
僕
が
言
っ
て
る
解
釈
と
い
う

の
は
。

森�
い
や
、
で
も
そ
れ
は
説
明
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。

八
木�
も
ち
ろ
ん
。
説
明
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
同
じ
根
源
か
ら

言
っ
て
お
ら
れ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
あ
い
う
ふ
う
に
、

や
は
り
抽
象
度
が
違
う
の
で
。

森�

そ
う
で
す
ね
。

八
木�

は
い
。
だ
か
ら
、
最
初
か
ら
同
じ
わ
け
が
な
い
の
で
。
た

と
え
ば
パ
ウ
ロ
自
身
が
一
人
の
神
学
者
で
、
神
学
的
な
言

語
を
既
に
使
っ
て
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
、た
と
え
ば
、

本
当
は
言
葉
に
な
ら
な
い
、
わ
た
し
の
う
ち
に
神
の
子
が

現
れ
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
わ
け
で
す
け
ど
、

も
は
や
わ
た
し
は
死
ん
で
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
る
ん
だ
と

か
。
そ
れ
と
非
常
に
似
た
言
葉
で
、
も
っ
と
直
接
的
な
ね
、

わ
た
し
た
ち
の
心
の
中
で
神
が
輝
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
御

顔
を
照
ら
し
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
言
葉
が

あ
る
の
で
。
一
体
こ
れ
は
何
な
ん
で
す
か
。
そ
の
ま
ま
読

ん
で
わ
か
れ
と
い
っ
た
っ
て
無
理
で
し
ょ
う
。
違
い
ま
す

か
。

森�

で
も
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
の
と
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
言
葉

を
受
け
と
め
る
の
は
、
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
い
ま
す
。
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れ
は
違
う
じ
ゃ
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
き
っ
と
い
る

だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
僕
自
身
は
そ
う
や
っ
て
る
ん

で
す
。

だ
か
ら
、
そ
れ
は
言
葉
と
し
て
も
ち
ろ
ん
違
う
ん
だ
け

れ
ど
も
、
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
よ
り
正

確
に
指
し
示
す
と
い
う
意
味
で
は
、
現
代
に
は
や
は
り
必

要
だ
と
思
う
の
で
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
根
源
語
で
す
ね
、

上
田
さ
ん
が
言
っ
て
る
。
根
源
語
だ
け
で
い
い
と
い
う
こ

と
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
。
む
し
ろ
、
確
か
に
そ
れ
だ
け
の

ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
か
、
手
が
か
り
に
な
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
僕
も
そ
う
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
ね
。
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
を
ほ
っ
と
い
た
ん
じ
ゃ
、

た
と
え
ば
ほ
か
の
思
想
と
の
比
較
や
対
話
を
す
る
場
合
に

は
、
ど
う
し
た
っ
て
発
達
し
た
言
語
表
現
が
必
要
な
の
で

す
。
で
な
け
れ
ば
、
ア
と
ウ
ン
と
だ
け
で
比
べ
ろ
と
い
う

の
は
無
理
だ
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

寺
沢�
八
木
先
生
の
回
答
を
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
。
話
が
ち
ょ

出
て
き
た
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
言
葉
と
い
う
の
が
あ
る

ん
で
す
よ
。

森�
そ
れ
は
そ
う
で
す
。

八
木�

言
葉
の
上
に
乗
っ
か
っ
た
だ
け
の
解
釈
じ
ゃ
な
く
て
、
同

じ
根
源
か
ら
出
て
き
て
、
そ
の
根
源
を
よ
り
分
節
し
た
形

で
言
い
表
す
言
語
と
い
う
の
が
あ
る
は
ず
な
の
で
。
僕
は

そ
れ
を
神
学
と
い
う
か
、
哲
学
と
い
う
か
、
何
だ
と
言
っ

て
も
い
い
け
れ
ど
も
ね
。
新
約
神
学
の
言
葉
だ
と
思
っ
て

る
の
で
。

つ
ま
り
、
僕
の
解
釈
の
や
り
方
、
方
々
に
書
き
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
る
言
葉
を
直
接
に
ほ
か
の
言
葉
に

移
す
の
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
て
、

そ
の
言
葉
が
出
て
き
た
根
源
に
ふ
れ
て
、
あ
あ
、
こ
こ
か

ら
出
て
き
た
ん
だ
な
と
わ
か
っ
た
ら
、
そ
の
根
源
を
、
我
々

に
通
じ
る
言
葉
で
書
き
直
す
ん
だ
と
。
そ
れ
が
釈
義
で
あ

り
、
新
約
神
学
で
あ
る
と
、
僕
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ

て
る
し
や
っ
て
き
た
。
ほ
か
の
方
か
ら
見
ら
れ
た
ら
、
こ
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が
、
先
生
の
ご
意
見
は
、
ト
マ
ス
に
よ
る
福
音
書
は
ど
う

思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

八
木�

ト
マ
ス
福
音
書
が
言
っ
て
る
イ
エ
ス
っ
て
全
然
イ
エ
ス
と

違
う
か
ら
。

寺
沢�

そ
う
で
す
か
。

八
木�

う
ん
。
さ
っ
き
の
田
中
さ
ん
の
お
話
と
も
関
係
す
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
田
中
さ
ん
が
そ
う
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
わ

け
じ
ゃ
な
く
て
、
た
だ
そ
う
言
っ
ち
ゃ
っ
た
だ
け
な
ん
だ

ろ
う
け
れ
ど
も
。
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
が
、
た
と
え
ば
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
言
葉
を
歴
史
の
イ
エ
ス
の
言
葉
と
い
う

ふ
う
に
平
気
で
言
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
、
僕
た
ち
に

は
と
て
も
で
き
な
い
こ
と
な
ん
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の

イ
エ
ス
は
、
あ
れ
は
イ
エ
ス
じ
ゃ
な
く
て
、
滝
沢
さ
ん
の

言
葉
で
言
え
ば
、「
神
我
と
共
に
い
ま
す
」。
僕
の
言
葉
で

言
え
ば
「
統
合
作
用
」。
そ
れ
が
一
人
の
人
間
と
し
て
話
し

て
る
の
で
ね
。
あ
れ
は
、
歴
史
の
イ
エ
ス
と
は
全
然
違
う

ん
で
す
わ
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う

っ
と
違
っ
た
話
に
な
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
先
生
、
お
聞
き

し
た
か
っ
た
ん
で
す
が
、
最
近
は
、
三
六
七
年
に
、
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
後
、
教
会
の
会
議
で
こ
の
聖
典
が
選

ば
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で
排
除
さ
れ
た
福
音
で
す
ね
、
た

と
え
ば
ト
マ
ス
に
よ
る
福
音
書
と
か
、
ペ
テ
ロ
に
よ
る
福

音
書
と
か
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
に
よ
る
福
音
書
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
最
近
、
非
常
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
さ

れ
て
。
特
に
わ
た
し
は
、
ト
マ
ス
に
よ
る
福
音
書
を
読
ん

で
み
ま
す
と
、
た
と
え
ば
イ
エ
ス
が
弟
子
に
向
か
っ
て
、

自
分
を
信
じ
る
な
。
わ
た
し
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
ず

お
の
れ
自
身
を
知
れ
と
か
で
す
ね
。
最
後
は
、
み
ん
な
イ

エ
ス
に
な
れ
と
か
、
仏
教
で
言
う
仏
に
な
る
と
。
イ
エ
ス

に
な
れ
と
か
、
そ
う
い
う
言
葉
を
ト
マ
ス
な
ん
か
は
非
常

に
言
っ
て
る
わ
け
で
、
ロ
ー
マ
教
会
が
嫌
い
だ
と
い
う
理

由
が
よ
く
わ
か
る
ん
で
す
け
ど
。
非
常
に
、
ト
マ
ス
に
よ

る
福
音
書
は
、
先
生
の
言
う
よ
う
に
働
き
の
神
と
い
い
ま

す
か
ね
。
そ
れ
と
非
常
に
似
て
る
よ
う
に
も
思
う
ん
で
す
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非
難
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
我
々
は
こ
う
な
ん
だ
と
い

う
ふ
う
に
言
い
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
伝
説
の

言
葉
で
ね
。
つ
ま
り
、
天
か
ら
声
が
し
て
、
あ
な
た
は
我

が
愛
す
る
子
、
あ
な
た
は
喜
ぶ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た

け
ど
、
天
か
ら
声
が
し
た
と
い
う
、
誰
が
聞
い
て
誰
が
記

録
し
た
ん
で
す
か
。
本
当
に
天
か
ら
声
が
し
た
ん
で
す
か
。

聖
霊
が
ハ
ト
の
よ
う
に
下
っ
て
き
て
イ
エ
ス
の
上
に
と
ま

っ
た
と
。
そ
れ
も
、
マ
ル
コ
は
イ
エ
ス
の
中
に
入
っ
た
と

書
い
て
あ
る
ん
だ
よ
。
と
こ
ろ
が
、
ル
カ
と
マ
タ
イ
で
は
、

イ
エ
ス
の
頭
の
上
に
と
ま
っ
た
と
書
い
て
あ
る
（
マ
タ
イ

三
・
一
六
、
ル
カ
三
・
二
二
）。
場
所
論
的
に
は
全
然
意
味
が

違
う
ん
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
、
あ
な
た
の
こ
と
を
喜
ん
だ
と
い
う
、
そ
れ
も

歴
史
的
に
、
ど
こ
か
ら
そ
ん
な
声
が
し
て
、
誰
が
そ
れ
を

聞
い
て
、
誰
が
記
録
し
た
ん
だ
と
い
う
話
に
な
る
と
、
そ

れ
は
そ
う
簡
単
に
歴
史
的
な
事
実
だ
と
言
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
ん
で
ね
。
だ
か
ら
我
々
は
、
や
っ
ぱ
り
イ
エ
ス
と

と
、
や
っ
ぱ
り
復
活
理
解
に
ま
で
戻
っ
て
こ
な
き
ゃ
な
ら

な
い
ん
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

と
に
か
く
、
ま
ず
そ
う
い
う
区
別
を
し
た
上
で
ね
。
や

っ
ぱ
り
、
そ
う
い
う
区
別
を
何
で
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
エ
ス
の
言
葉
の
中
で
も
、
こ

れ
は
イ
エ
ス
が
本
当
に
言
っ
た
と
思
わ
れ
る
言
葉
と
、
そ

れ
か
ら
、
後
で
教
会
が
語
ら
せ
た
言
葉
と
が
ど
う
も
あ
る

ら
し
い
と
。
そ
れ
は
百
％
確
実
に
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
大
体
は
区
別
で
き
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
、
我
々
は

そ
の
中
か
ら
、
ど
う
も
こ
れ
は
イ
エ
ス
に
、
本
当
に
イ
エ

ス
が
語
っ
た
こ
と
ら
し
い
と
い
う
の
を
、
う
ん
と
減
っ
ち

ゃ
う
け
ど
、
イ
エ
ス
の
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
二
、

三
〇
％
に
な
っ
ち
ゃ
う
け
ど
、
も
っ
と
少
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
イ
エ
ス
を
言
っ
て
る
の
で
。

だ
か
ら
、
我
々
の
感
覚
か
ら
言
う
と
、
イ
エ
ス
の
言
葉

と
い
っ
た
っ
て
、
さ
っ
き
も
マ
ル
コ
福
音
書
の
言
葉
を
引

か
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
僕
は
田
中
さ
ん
の
こ
と
を
全
然
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れ
で
、
わ
た
し
が
な
ぜ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
ー
ゼ
を
大
事
に

す
る
か
と
い
う
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
旧
約
に
は
聖
典

と
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
、
た
と
え
ば
『
ソ
ロ
モ

ン
の
知
恵
』、
そ
れ
か
ら
『
集
会
の
書
』。
こ
れ
は
『
ベ
ン
・

シ
ラ
の
知
恵
』
と
い
い
ま
す
け
ど
、
こ
の
二
人
は
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
の
伝
承
の
中
で
物
凄
く
大
事
に
さ
れ
て
き
た
わ

け
で
す
。

八
木�

そ
う
で
す
ね
。

田
中�

そ
し
て
、
恐
ら
く
典
礼
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多

い
し
、
こ
の
二
つ
を
抜
き
に
し
た
ら
、
た
と
え
ば
デ
カ
ル

ト
も
わ
か
ら
な
い
し
。

八
木�

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
な
ん
か
も
ね
、
よ
く
引
用
し
て
ま
す

よ
。

田
中�

中
世
哲
学
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
わ
か
ら
な
い
で
す
。

そ
れ
で
、
わ
た
し
は
ト
マ
ス
福
音
書
も
非
常
に
好
き
で
す

よ
。
そ
れ
で
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
異
端
で
あ
ろ
う
と

い
う
と
き
に
は
、
歴
史
の
イ
エ
ス
が
言
っ
た
ん
だ
と
思
わ

れ
る
言
葉
を
少
な
く
と
も
中
心
に
置
く
。
そ
う
す
る
と
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
イ
エ
ス
の
言
葉
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
、

つ
ま
り
霊
な
る
キ
リ
ス
ト
で
す
よ
。
そ
れ
が
一
人
の
人
間

に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
語
っ
て
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
あ
れ
を
イ

エ
ス
の
言
葉
と
い
う
わ
け
に
は
全
然
い
か
な
い
の
で
で
す

ね
。
田
中
さ
ん
が
言
わ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
自
身
は
、
非

常
に
貴
重
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
、
僕
と
し
て

ひ
っ
か
か
る
点
は
そ
う
い
う
点
で
す
。

田
中�

い
え
い
え
。
わ
た
し
も
、
た
と
え
ば
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、

編
集
、
福
音
書
記
が
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
編
集
者
で
あ

り
、
福
音
書
記
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
自
身
の
直
接
経
験
、
宗
教

経
験
が
な
け
れ
ば
、
あ
の
イ
エ
ス
の
言
葉
は
書
か
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
決
し
て
そ
れ
は
。

八
木�

ヨ
ハ
ネ
っ
て
誰
だ
か
も
わ
か
ら
な
い
。

田
中�

史
的
イ
エ
ス
と
か
い
う
こ
と
を
言
う
と
き
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
伝
承
が
、
わ
た
し
は
全
部
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
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て
変
わ
る
も
の
だ
し
、
進
歩
と
い
う
こ
と
が
当
然
あ
る
と

思
い
ま
す
。

八
木�

全
体
と
し
て
は
も
う
あ
ん
ま
り
変
わ
っ
て
な
い
で
す
ね
。

田
中�

だ
か
ら
、す
べ
て
そ
れ
は
大
事
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、し
か
し
、

典
礼
に
お
い
て
、
そ
れ
を
未
来
に
向
け
て
統
合
し
て
い
る
、

そ
の
働
き
も
わ
た
し
は
貴
重
な
動
向
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木�

そ
れ
は
教
会
の
働
き
で
あ
っ
て
別
問
題
。

田
中�

そ
う
で
す
か
。
だ
か
ら
、
決
し
て
聖
書
学
の
史
的
イ
エ
ス

に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
を
無
視
し
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

け
れ
ど
も
、
違
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
と
い
う
も
の
を
統

合
す
る
働
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

八
木�

さ
っ
き
の
森
さ
ん
の
問
題
に
か
え
る
と
、
言
語
っ
て
確
か

に
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
同
じ
じ
ゃ
な
い
。

や
は
り
そ
れ
は
区
別
し
て
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
と
。
そ
の
点
は
お
っ
し
ゃ
る
通
り
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
機
能
と
し
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
特
の
意
味
は
あ
る

何
で
あ
ろ
う
と
す
べ
て
が
大
事
な
ん
で
す
。

八
木�
い
や
、
大
事
と
い
っ
た
ら
歴
史
研
究
の
上
で
は
大
事
な
ん

で
す
け
ど
も
。

田
中�

す
べ
て
大
切
に
し
た
い
。
そ
れ
で
ね
。

八
木�

い
や
、
そ
れ
と
話
が
違
う
ん
で
す
。
イ
エ
ス
の
言
葉
か
ど

う
か
と
い
う
話
と
、
思
想
史
の
上
で
大
事
か
大
事
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
話
は
違
う
ん
だ
よ
ね
。

田
中�

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
史
的
イ
エ
ス
に
対
す
る
研
究
も
と
て

も
大
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
し
か
し
、
典

礼
の
中
で
そ
れ
を
統
合
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
や
は
り

一
つ
の
言
葉
、
典
礼
の
デ
ー
タ
と
し
て
、
そ
し
て
、
そ
こ

か
ら
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
統
合
す
る

か
と
い
う
未
来
に
向
け
て
読
ま
れ
て
る
ん
で
す
よ
。
だ
か

ら
、
必
ず
し
も
詩
的
事
実
が
ど
う
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、

わ
た
し
か
ら
言
え
ば
そ
の
探
求
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
そ
の
時
代
の
聖
書
学
の
レ
ベ
ル
、
研
究
段
階
に
よ
っ
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詳
し
く
言
う
と
時
間
が
か
か
る
か
ら
や
め
て
お
き
ま
す
け

れ
ど
も
、
確
か
に
違
う
だ
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
れ
ば
、
確
か

に
違
う
。
最
初
か
ら
同
じ
に
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
な

い
。

金�

既
に
七
分
ほ
ど
予
定
よ
り
過
ぎ
て
お
り
ま
す
が
、
最
後
の

セ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
あ
り
、
こ
れ
だ
け
は
ど
う
し
て
も
八
木

先
生
に
伺
い
た
い
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
お
一

人
か
お
二
人
は
良
い
か
と
思
う
の
で
す
が
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。
今
の
田
中
先
生
の
ご
発
表
を
踏
ま
え
て
、
あ
る
い

は
そ
れ
と
別
の
角
度
で
。

石
井�

さ
っ
き
の
森
先
生
と
の
や
り
と
り
で
、
言
葉
が
出
て
き
た

根
源
に
帰
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ほ
か
の
人
も
わ
か
る
言
葉
に

置
き
か
え
て
い
く
と
い
う
の
が
、
一
つ
、
八
木
先
生
が
考

え
ら
れ
て
い
る
モ
デ
ル
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
。

そ
れ
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
、
今
度
新
し
く
共
同
訳
聖

書
と
い
う
の
が
翻
訳
さ
れ
て
、
そ
の
外
部
モ
ニ
タ
ー
み
た

い
な
仕
事
を
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
翻
訳
と
い
う

ん
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
西
田
と
の
、
何

か
、
僕
と
は
違
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
。
僕
は
最
初
か
ら

同
じ
に
し
よ
う
な
ん
て
全
然
思
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。

た
だ
、
自
分
で
や
っ
て
た
ら
似
て
き
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
。

僕
の
本
心
を
言
い
ま
す
と
ね
、
直
接
経
験
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
っ
て
、
自
覚
に
現
れ
て
き
た
こ
と
を
言
葉
に
し

て
き
た
ら
似
て
き
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
の
が
僕
の
感
想
で
ね
。

た
と
え
ば
、
西
田
を
僕
流
に
昇
華
し
よ
う
な
ん
て
思
っ
た

こ
と
は
な
い
の
で
。
だ
か
ら
、西
田
と
僕
の
言
っ
て
る
こ
と
、

共
通
点
は
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
同
じ
だ
と
は
思
え
な

い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
僕
は
イ
エ
ス
が
神
と
い
っ
た
究

極
の
場
と
、
そ
の
中
に
あ
る
、
イ
エ
ス
が
神
の
国
と
い
っ

た
統
合
作
用
の
場
を
区
別
す
る
。
場
は
は
た
ら
き
の
場
で
、

は
た
ら
き
が
実
現
す
る
と
こ
ろ
が
「
場
所
」（
人
格
）、「
神
」

と
人
と
の
関
係
は
「
作
用
的
一
」。
で
も
、
非
常
に
響
き
合

う
と
い
う
か
、
西
田
が
言
っ
て
る
こ
と
が
響
く
と
い
う
、

そ
れ
は
あ
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
で
す
よ
ね
。
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聖
書
の
根
源
的
な
言
葉
に
帰
っ
て
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
ら
辺
を
、
八
木
先
生
の
お
考

え
を
お
伺
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
滝�

そ
れ
と
の
関
連
で
、
関
連
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
で
す
け

れ
ど
も
。
済
み
ま
せ
ん
、
先
生
。
お
話
。

金�

じ
ゃ
あ
、
も
う
一
つ
。
質
問
を
ま
と
め
て
先
生
が
答
え
て

い
た
だ
け
れ
ば
。

今
滝�

先
ほ
ど
森
先
生
が
批
判
さ
れ
た
、
田
邊
哲
学
に
お
け
る
種

の
論
理
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
方
便
。
方
便
を
ど
う
、
阻
害

体
で
は
な
く
て
生
か
す
の
か
と
い
う
意
味
で
、
田
邊
哲
学

の
意
義
を
、
逆
に
僕
は
、
き
ょ
う
の
菅
原
先
生
と
田
中
先

生
の
発
表
か
ら
、
何
か
示
唆
を
受
け
た
よ
う
に
思
っ
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
。
八
木
先
生
自
身
の
、
田
邊
哲
学
に
お
け

る
種
の
論
理
の
評
価
を
も
し
。

八
木�

随
分
違
う
問
題
で
す
。
ま
ず
、
は
じ
め
の
ほ
う
か
ら
、
翻

訳
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
や
っ
て
る
ん
で

こ
と
、
式
典
み
た
い
な
も
の
で
、
聖
書
と
い
う
の
は
、
ほ

か
の
宗
教
の
聖
典
か
ら
比
べ
た
場
合
、
物
凄
く
翻
訳
の
歴

史
を
経
て
き
て
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
文
語
訳
か
ら
口
語
訳
、
そ
し
て
三
〇
年
ご
と
に
改
訳

さ
れ
て
い
く
と
い
う
。
な
ぜ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
か
、

聖
書
は
翻
訳
さ
れ
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
一
つ
、

共
同
体
性
と
い
う
こ
と
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
。

こ
れ
は
八
木
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
な
、
翻

訳
を
す
る
と
い
う
の
は
、
同
時
に
そ
の
根
源
に
立
ち
返
っ

て
、
そ
の
共
同
体
の
中
で
わ
か
る
言
葉
に
置
き
か
え
て
い

く
と
い
う
営
み
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
翻
訳
や
、
あ
る
い

は
釈
義
を
す
る
と
い
う
、
わ
た
し
は
一
応
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
な
の
で
、
し
か
も
ル
タ
ー
派
な
の
で
、
割
と
説
教
が
大

事
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
か
、
そ
こ
を
柱
に
し
て
、
宗
教

改
革
で
出
て
き
た
と
こ
ろ
を
素
地
と
し
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
、
釈
義
を
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
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良
心
と
自
覚
と
両
方
の
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ

語
が
そ
う
だ
し
、
ラ
テ
ン
語
も
そ
う
（conscio, conscien-

tia

）。
パ
ウ
ロ
が
言
っ
て
い
る
の
は
自
覚
の
ほ
う
な
ん
で
す

よ
。
わ
た
し
は
も
う
、
自
分
の
心
を
見
つ
め
て
、
よ
か
っ

た
の
悪
か
っ
た
の
と
判
断
す
る
の
は
や
め
た
と
言
っ
て
る

ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
、
良
心
の
ほ
う
に
と
っ
ち
ゃ
う
も
の

だ
か
ら
、「
わ
た
し
は
自
分
自
身
を
省
み
て
や
ま
し
い
と
こ

ろ
は
な
い
」
と
訳
し
ち
ゃ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、わ
た
し
は
、

も
う
自
分
を
裁
か
な
い
、
裁
き
は
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
に
任

せ
た
と
い
う
、
次
の
言
葉
と
矛
盾
し
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
そ
う
い
う
重
要
な
箇
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
。

そ
れ
か
ら
、
田
邊
元
で
す
か
。
田
邊
元
の
、
個
と
種
と

類
の
相
互
媒
介
、
絶
対
媒
介
と
い
う
論
理
な
ん
だ
け
ど
、

そ
の
論
理
自
体
は
非
常
に
興
味
が
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
、

僕
の
言
っ
て
い
る
統
合
体
に
は
、
個
と
、
そ
れ
か
ら
統
一

と
、
そ
れ
か
ら
統
合
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
あ
る
わ
け
で

ね
。
そ
れ
に
似
て
る
ん
で
す
よ
。
種
（
統
一
）
の
面
が
非

す
け
ど
、
僕
の
感
じ
で
は
、
い
く
ら
翻
訳
し
た
っ
て
い
い

訳
な
ら
事
柄
が
わ
か
る
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
そ

れ
が
一
。
第
二
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の

共
同
訳
を
つ
く
っ
た
の
が
、問
題
が
一
つ
。
何
か
と
い
う
と
、

教
義
は
聖
書
の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
ん
だ
け
ど
、

逆
な
ん
だ
よ
。
教
義
に
合
う
よ
う
に
聖
書
を
訳
し
た
り
し

て
い
る
。

金�

そ
れ
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

八
木�

冗
談
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
や
め
て
も
ら
い
た
い
よ
。
そ
れ

か
ら
も
う
一
つ
。
パ
ウ
ロ
が
何
言
っ
て
る
の
か
わ
か
ら
な

い
人
が
翻
訳
し
て
る
ん
だ
よ
。
た
と
え
ば
ね
、
コ
リ
ン
ト

聖
書
の
四
章
の
四
節
に
、
わ
た
し
は
自
分
を
裁
か
な
い

と
。
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
。
裁
き
は
主
に
委
ね
る
っ
て

ね
。
裁
か
な
い
と
書
い
て
あ
る
の
を
、「
わ
た
し
は
わ
た
し

を
省
み
て
や
ま
し
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
」
と
訳
し
て

る
。
そ
れ
で
、
シ
ュ
ノ
イ
ダ
（σύνοιδα

）
と
言
う
ん
で
す
。

シ
ュ
ノ
イ
ダ
と
い
う
の
は
一
緒
に
知
る
と
い
う
こ
と
で
、



162 

常
に
強
く
な
る
と
、
個
が
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
新

し
い
共
同
体
を
つ
く
る
、
そ
れ
が
類
だ
と
い
っ
て
る
。
そ

こ
が
似
て
い
る
の
。

と
こ
ろ
が
、
ど
こ
が
決
定
的
に
違
う
か
と
い
う
と
、
少

な
く
と
も
戦
後
ま
で
の
田
邊
な
ん
だ
け
ど
、
国
家
が
類
に

な
っ
ち
ゃ
う
。
国
家
が
神
格
化
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
だ
か

ら
、彼
の
国
家
論
で
は
、国
家
が
菩
薩
の
国
に
な
っ
ち
ゃ
う
。

そ
れ
が
僕
は
間
違
い
だ
と
思
う
ん
で
す
。
国
家
と
い
う
の

は
類
じ
ゃ
な
く
て
種
で
す
よ
ね
。
類
と
い
う
の
は
、
言
っ

て
み
れ
ば
人
類
な
の
で
ね
。
国
家
を
類
と
置
く
と
、
そ
れ

が
神
聖
化
さ
れ
る
と
い
う
か
な
。
そ
れ
が
、
僕
は
彼
の
決

定
的
な
間
違
い
だ
っ
た
と
思
っ
て
ま
す
。

金�

ち
ょ
う
ど
六
時
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
を
も

ち
ま
し
て
第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


