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神
学
と
ケ
ア
リ
ン
グ
論
、
両
方
の
可
能
性
が
拓
か
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
期
待
の
元
で
な
さ
れ
た
一
試
論
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
ま
と
め
と
今
後
の

向
か
う
先
の
た
め
の
試
論
で
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
行
っ

て
き
た
発
表
や
執
筆
し
て
き
た
論
稿
と
重
複
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多

く
あ
る
こ
と
を
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
本
論
で
は
先
生
方

の
敬
称
を
氏
で
統
一
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

一
、八
木
誠
一
氏
の
思
想
・
宗
教
哲
学
・
神
学

1

新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
の
背
景

新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
八
木

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
ま
ず
八
木
誠
一
先
生
が
新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
―

統
合
・
信
・
瞑
想
』
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
前
著
『
回
心
』（
そ

れ
と
そ
の
前
の
著
作
『〈
は
た
ら
く
神
〉
の
神
学
』）
を
中
心
に
、
こ

れ
ま
で
の
著
作
と
併
せ
て
見
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
そ
の
た
ど
り
着

い
た
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
我-

直
接
経
験
」
に
着
目
し
て
改

め
て
八
木
先
生
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
り
、「
対

話
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
そ
し

て
最
後
に
統
合
論
と
親
和
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
ケ
ア
リ
ン
グ
論
と

の
対
話
を
試
み
る
。
本
稿
は
、
以
上
の
こ
と
を
通
し
て
、
場
所
論
的

八
木
思
想
・
宗
教
哲
学
・
神
学
の
こ
れ
ま
で
と
そ
こ
か
ら
の
展
開

統
合
論
と
対
話
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
ケ
ア
リ
ン
グ
論
へ

鳥
居
雅
志
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氏
の
仏
教
と
の
対
話
を
背
景
に
し
た
仕
事
は
以
下
の
三
つ
に
分
類
さ

れ
る2
。・

• 

新
約
聖
書
は
何
を
語
り
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
（
新
約
聖
書

神
学
）

• 

そ
れ
を
現
代
の
言
葉
で
言
い
直
し
た
ら
ど
う
な
る
か
（
哲
学
的

神
学
）

•  

そ
こ
に
い
た
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
（
実
践
）

八
木
氏
は
、
新
約
聖
書
が
語
り
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
中
心
と
な

る
も
の
を
、
イ
エ
ス
が
「
神
の
支
配
」
と
呼
び
、
パ
ウ
ロ
が
「
内
な

る
キ
リ
ス
ト
」
と
呼
ん
だ
〈
は
た
ら
き
〉
で
あ
る
と
捉
え
（
新
約
聖

書
神
学
）、
そ
れ
を
場
所
論
的
神
学
の
中
心
と
も
言
え
る
「
統
合
論
」

に
よ
っ
て
示
し
た
（
哲
学
的
神
学
）。
そ
し
て
、
そ
の
統
合
を
超
え

て
包
む
も
の
、
イ
エ
ス
が
神
と
呼
ん
だ
も
の
を
、
八
木
氏
は
「
イ
エ

ス
が
見
つ
け
た
泉
」（
こ
の
言
葉
は
前
著
『
回
心
』
の
副
題
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
）
と
し
、
新
著
で
は
、
そ
れ
を
「
創
造
的
空
」
と
更

に
言
い
換
え
て3

、
そ
の
創
造
的
空
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
創
造
的
自
由

に
い
た
る
道
を
瞑
論
論
（「
省
察
・
信
・
瞑
想
」）
に
よ
っ
て
提
示
し

て
い
る
。
八
木
氏
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教

批
判
を
含
む
研
究
は
一
応
の
完
結
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
て

い
る4

。
と
こ
ろ
で
、
新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
の
副
題
に
は
「
信
」
と

い
う
語
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
八
木
氏
の
こ
れ
ま
で
の
論
で
は
主

に
「
覚
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
比
し
て
「
信
」
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
多
く
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
印
象
も
あ
る
た

め
、
こ
の
こ
と
は
意
外
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

八
木
氏
は
こ
れ
ま
で
も
信
に
つ
い
て
語
っ
て
き
て
お
り
、
信
が
そ
の

論
の
根
底
を
支
え
て
き
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
秋

月
龍
珉
氏
と
の
対
談
に
お
い
て
、
八
木
氏
は
、「『
覚
』
の
宗
教
と
言

っ
て
も
、
そ
こ
で
覚
さ
れ
る
も
の
は
働
き
で
あ
」
り
、
そ
れ
が
「
自

分
の
中
で
成
就
し
て
く
る
」、「
そ
う
い
う
成
就
し
て
く
る
働
き

、
、
、
、
、
、
、
、

と
い

う
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
『
信
』
じ
て
、
そ
の
働
き
に
自
分
を
ゆ

だ
ね
る
と
い
う
の
は
や
は
り
一
つ
の
『
信
』
の
態
度
だ
と
思
う
」
と

語
っ
て
い
る5

。
た
だ
、
や
は
り
覚
に
つ
い
て
の
論
述
に
比
べ
、
信
に

つ
い
て
の
論
述
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
が
『〈
は

た
ら
く
神
〉
の
神
学
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
的
知
が
覚
か
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目
覚
め
前
か
ら
神
に
受
容
さ
れ
、
神
の
は
た
ら
き
「
か
け
」

の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。

②  

宗
教
的
生
の
次
元
で
あ
り
、
神
の
は
た
ら
き
に
目
覚
め
て

従
う
人
と
、
そ
う
で
な
い
人
と
が
分
か
れ
る
レ
ベ
ル
。
神

の
働
き
の
場
に
置
か
れ
て
い
る
限
り
、
人
の
身
に
は
神
の

働
き
が
及
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
が
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
に
生
き
る
の
が
本
来
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
統
合
作
用
が
妥
当
す
る
。

③  

価
値
と
反
価
値
（
無
価
値
）
と
が
分
か
れ
る
最
表
層
と
し

て
の
日
常
の
レ
ベ
ル
。
そ
こ
で
は
人
が
織
り
成
し
、
作
り

出
す
文
化
や
社
会
が
あ
り
、
倫
理
が
あ
り
、
善
悪
が
あ
り
、

賞
罰
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
最
深
の
次
元
／
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
前
著
『
回
心
』

で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

み
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
生
き
る
無
心
よ
り
先
が
あ
る
。
統
合
作
用

の
は
た
ら
く
場
の
な
か
で
個
々
の
極
は
統
合
に
向
け
て
動
か
さ

れ
る
。「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
場
の
な
か
で
、
諸
々
の
想
念
が
統

ら
も
う
一
歩
掘
り
下
げ
ら
れ
、
そ
の
覚
が
そ
こ
に
お
い
て
成
り
立
つ

〈
は
た
ら
く
神
〉
へ
の
信
が
語
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
八
木
氏
は
、「
人
生
の
最
後
に
信
に
基
礎
づ

け
ら
れ
る
学
を
構
想
し
え
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
お

り
、
こ
う
し
た
「
信
の
立
場
で
成
り
立
つ
『
学
』
は
、
聖
書
学
で
も

哲
学
で
も
な
い
、
神
学
で
あ
」
り
、
そ
れ
故
に
『〈
は
た
ら
く
神
〉

の
神
学
』
は
遂
に
タ
イ
ト
ル
に
「
神
学
」
が
付
さ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る6

。

ま
ず
は
、
新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
前

提
と
な
る
と
こ
ろ
を
押
さ
え
て
お
く
た
め
、
八
木
神
学
に
お
い
て
神

と
人
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
見
て
お

こ
う
。
八
木
氏
は
、
神
と
人
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
三
つ
の
層
に

分
け
て
い
る7

。

①  

倫
理
も
終
末
論
も
語
ら
れ
な
い
場
面
。
神
・
人
関
係
の
も

っ
と
も
深
く
基
本
的
な
レ
ベ
ル
。
神
は
一
切
を
あ
る
が
ま

ま
に
受
容
し
、
は
た
ら
き
「
か
け
」
て
い
る
。
人
は
う
ち

に
及
ぶ
「
神
の
は
た
ら
き
」
に
目
覚
め
た
と
き
、
自
分
は
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ま
の
現
実
の
す
べ
て
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
し
、
あ
り
の
ま
ま
に

受
け
取
り
、
受
け
容
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
対
世
界
的
に
は
意
味
と

無
意
味
と
の
対
立
を
超
え
る
こ
と
で
あ
り
、
対
人
的
に
は
「
無
条
件

の
赦
し
、
受
容
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
自
分
自
身
を
無
条
件
に
受
け

容
れ
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
無
条
件
の
「
共
生
」
へ

の
意
志
と
願
い
の
必
要
条
件
で
も
あ
る
。わ
れ
わ
れ
は
通
常
は
上
層
、

つ
ま
り
有
と
無
、
生
と
死
、
善
と
悪
、
価
値
と
無
価
値
、
意
味
と
無

意
味
と
が
対
立
す
る
世
界
で
そ
の
都
度
の
行
動
を
選
択
し
て
日
々
を

過
ご
し
て
い
る
が
、
そ
こ
は
中
層
、
そ
し
て
深
層
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
深
層
の
〈
は
た

ら
く
神
〉
へ
の
信
に
よ
っ
て
、「
き
よ
ら
か
な
、
や
さ
し
い
こ
こ
ろ
」、

「
平
和
へ
の
願
い
」、「
不
利
益
に
な
っ
て
も
真
実
を
求
め
・
語
る
誠

実
さ
」、「
経
験
さ
れ
る
無
意
味
、
虚
し
さ
に
も
め
げ
な
い
強
さ
」
に

気
付
く
こ
と
も
で
き
、
そ
の
〈
は
た
ら
き
〉
と
一
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
生
き
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、〈
は
た
ら
く
神
〉
の
〈
は
た
ら
き
〉
が
我
が
身
に
及

ん
で
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
わ
れ
わ
れ
が
〈
は
た
ら
く
神
〉
と
一
と

合
さ
れ
る
。
こ
の「
こ
こ
ろ
の
は
た
ら
き
」と
区
別
さ
れ
た「
こ

こ
ろ
自
身
」、
つ
ま
り
そ
の
な
か
で
統
合
作
用
が
成
り
立
つ
よ

う
な
「
場
」
と
し
て
の
こ
こ
ろ
自
身
は
、
対
象
と
し
て
眺
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、や
は
り
自
覚
に
現
れ
る
ほ
か
な
い
。

ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
こ
こ
ろ
の
は
た
ら

き
が
、
動
き
が
、
静
止
し
た
状
態
に
現
れ
る
も
の
で
、「
無
心
」

の
い
わ
ば
成
立
条
件
と
い
え
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
比
喩
的
に

い
え
ば
、こ
こ
ろ
の
は
た
ら
き
す
べ
て
を
容
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
そ
れ
は
何
か
限
定
づ
け
ら
れ
た
「
形
」
と
し
て
で

は
な
く
、
無
心
の
奥
に
あ
る
も
の
が
直
覚
に
変
換
さ
れ
て
、
現

れ
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
切
の
動
き
が
静
止
し
た
と

き
の
こ
こ
ろ
は
、
直
接
経
験
が
現
前
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
少

な
く
と
も
現
前
し
う
る
場
所
で
あ
る
「
静
寂
」
と
い
え
る8
。

最
も
深
い
層
は
、倫
理
も
終
末
論
も
語
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

人
間
と
世
界
内
の
一
切
の
対
立
を
超
え
て
、
一
切
が
無
条
件
に
あ
る

が
ま
ま
で
神
に
包
ま
れ
て
（
受
容
さ
れ
て
）
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
静
寂
」
の
な
か
で
見
え
て
く
る
あ
り
の
ま
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向
こ
う
か
ら
成
り
立
っ
て
く
る
無
条
件
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ

の
願
い
、
す
な
わ
ち
「
き
よ
ら
か
な
や
さ
し
い
こ
こ
ろ
」、「
不
利
益

に
な
っ
て
も
真
実
を
求
め
・
語
る
意
志
」、「
生
の
無
意
味
の
な
か
で

も
自
分
を
支
え
る
は
た
ら
き
」
に
気
づ
き
、
こ
れ
を
大
切
に
し
、
同

時
に
我
執
・
我
欲
、
先
入
見
・
偏
見
、
要
す
る
に
「
単
な
る
自
我
」

の
作
為
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
八
木
氏
は
論
じ
る
。
し
か

し
、『〈
は
た
ら
く
神
〉
の
神
学
』
で
は
、
ま
だ
「
主
体
の
交
替
と
は

い
か
な
る
事
態
か
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
そ
の
交
替
が
起
こ
る
の

か
」
に
つ
い
て
、
そ
し
て
八
木
神
学
に
お
い
て
「
信
仰
と
教
義
は
ど

う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か

っ
た
と
し
て
、
続
く
著
作
で
あ
り
、
新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
の

前
著
で
も
あ
る
『
回
心
』
で
は
、
こ
れ
ま
で
覚
や
直
接
経
験
と
し
て

語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、「
信
」
と
「
回
心
」
と
し
て
別
の
面
か
ら

語
り
直
さ
れ
、「
人
格
を
支
配
し
、は
た
ら
か
せ
る
主
体
」が「
我（
が
）」

（
我
執
、我
欲
、我
意
の
我
）か
ら「
わ
が
う
ち
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
」／

「
神
の
支
配
」
に
替
わ
る
「
主
体
の
交
替
」（「
回
心
」）
が
い
か
な
る

事
態
か
、
そ
し
て
一
体
ど
う
し
た
ら
そ
の
交
替
が
起
こ
る
の
か
と
い

な
っ
て
は
た
ら
く
（「
作
用
的
一
」）
に
は
「
主
体
の
交
替
」（「
自
己
」

の
／
へ
の
目
覚
め
）
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
主
体
の
交
替
と
は
い

か
な
る
こ
と
で
あ
り
、ど
う
し
た
ら
主
体
の
交
替
が
な
さ
れ
る
の
か
。

こ
れ
は
以
前
か
ら
八
木
氏
に
対
し
て
繰
り
返
し
提
出
さ
れ
て
き
た
問

い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
、八
木
氏
は『〈
は
た
ら
く
神
〉

の
神
学
』
の
最
後
で
「
覚
へ
の
道
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
答
え

よ
う
と
し
て
い
る9

。
と
は
い
え
、
確
実
な
方
法
は
な
い
と
八
木
氏
は

言
う
。
そ
の
上
で
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
〈
は
た
ら
く
神
〉
へ

の
信
仰
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
信
仰
の
中
で
「
覚
」
は
自
然
に
成
り
立

っ
て
く
る
と
八
木
氏
は
言
う
の
で
あ
る
。
も
と
も
と「
信
」や「
自
覚
」

は
、「
作
用
的
一
」
が
お
の
ず
か
ら
成
り
立
た
せ
る
出
来
事
で
あ
る
。

〈
は
た
ら
く
神
〉
の
信
仰
的
認
識
と
は
、〈
神
の
は
た
ら
き
〉
へ
の
信

頼
の
な
か
で
、
我
が
身
に
及
ぶ
〈
神
の
は
た
ら
き
〉
が
自
然
に
わ
か

っ
て
き
て
、〈
神
の
は
た
ら
き
〉
が
自
ら
の
は
た
ら
き
に
な
っ
て
い

く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
統
合
体
成
就
に
自
覚
的
に
参
与
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
神
認
識
を
得
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
、〈
は
た

ら
く
神
〉
へ
の
信
頼
（
自
分
の
す
べ
て
を
委
ね
る
こ
と
）
の
な
か
で
、
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「
創
造
的
空
へ
の
道
」
へ

新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
で
扱
わ
れ
て
い
る
瞑
想
を
含
む
宗
教

的
行
は
、
人
間
性
を
破
壊
す
る
我
執
・
我
欲
・
我
意
と
い
っ
た
も
の

に
支
配
さ
れ
て
い
る
自
我
（
八
木
氏
の
用
語
で
言
え
ば
「
単
な
る
自

我
」）
を
正
常
化
し
、
自
我
が
自
ら
を
生
か
し
て
い
る
パ
ウ
ロ
的
な

「
内
な
る
キ
リ
ス
ト
」
を
表
現
す
る
も
の
（
八
木
氏
の
用
語
で
言
え

ば
「
自
己
・
自
我
」）
と
な
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
い
る
。
第
一
部

で
は
、
そ
う
し
た
「
単
な
る
自
我
」
と
言
語
に
関
わ
る
問
題
性
に
つ

い
て
の
省
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
自
我
は
通
常
、
多
く
の
こ
と
を
社

会
的
通
念
に
従
っ
て
選
択
し
つ
つ
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
く
。
そ
こ

で
は
自
我
は
、
ま
ず
は
自
分
と
他
者
（
主
観
と
客
観
、
私
と
あ
な
た

な
ど
）
を
分
け
、
個
と
普
遍
（
集
合
、
法
則
）、
原
因
と
結
果
（
根

拠
と
結
論
）、
手
段
と
目
的
と
い
う
よ
う
な
枠
組
み
、
さ
ら
に
実
体
、

性
質
、
作
用
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
善
悪
や
優
劣
と
い
っ
た
価
値

な
ど
に
よ
っ
て
情
報
を
秩
序
づ
け
し
て
い
るc

。
そ
の
際
に
「
単
な
る

自
我
」
が
利
用
す
る
の
が
、言
語
に
含
ま
れ
る
一
意
性
の
面
で
あ
る
。

言
葉
に
は
様
々
な
働
き
が
あ
る
が
、
八
木
氏
は
便
宜
上
、
こ
の
一
意

う
こ
と
が
主
に
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る0

。
主
体
の
交
替
に
は
、
ま
ず

は
わ
れ
わ
れ
を
生
か
す
〈
は
た
ら
き
〉、
一
切
を
無
条
件
に
あ
る
が

ま
ま
で
包
み
込
む
「
創
造
的
空
の
場
」
へ
の
信
が
重
要
で
あ
る
。
自

身
を
「
み
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
」
委
ね
る
信
に
お
い
て
こ
そ
、
覚
が
開

か
れ
る
。
八
木
氏
は
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
起
こ
る
の
が
主
体
の
交

替
な
の
だ
と
し
、「
自
我
の
限
界
を
内
省
的
に
自
覚
し
、
さ
ら
に
自

己
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
宗
教
的
現
実
に
つ
い
て
―
―
ま
ず
は
経
験
的

で
は
な
く
て
も
―
―
知
ら
さ
れ
、
知
る
こ
と
が
漸
進
的
な
回
心
へ
の

助
け
に
な
る
だ
ろ
うa

」 

と
し
て
、
先
の
問
い
へ
の
一
応
の
答
え
を
提

示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
創
造
的
空
（
の
場
）」
で
成
り
立
つ
人

間
の
あ
り
方
に
到
達
す
る
た
め
に
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か

と
い
う
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、「
省
察
と
信
と
瞑
想
に
よ
る
自
覚
」

と
い
う
実
践
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
が
、
新
著
『
創
造
的
空
へ
の

道
』
で
あ
るb

。

次
節
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
三
部

構
成
で
書
か
れ
た
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
と

思
う
。
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や
パ
ウ
ロ
が
批
判
し
た
律
法
主
義
者
・
律
法
学
者
と
異
な
る
と
こ
ろ

は
な
いd

。
自
ら
を
超
え
て
自
ら
を
生
か
す
は
た
ら
き
に
気
付
い
て
い

な
い
「
単
な
る
自
我
」
は
、「
私
は
私
で
あ
っ
て
、
私
以
外
の
何
者

で
も
な
い
」
と
い
う
「
私
」
に
固
執
し
、「
こ
う
あ
る
べ
き
私
」
や
「
自

分
を
取
り
巻
く
、
あ
る
べ
き
世
界
」
と
い
う
理
想
に
囚
わ
れ
、
自
ら

に
閉
じ
て
保
身
の
た
め
に
配
慮
し
、
自
ら
を
否
定
す
る
も
の
を
排
除

し
て
い
く
。
こ
う
し
た
「
単
な
る
自
我
」
に
よ
る
一
意
的
な
意
味
づ

け
と
秩
序
形
成
は
、
世
界
と
人
間
の
実
際
の
「
組
み
立
て
」
と
等
し

く
は
な
い
。
そ
れ
は
特
定
の
時
点
、
ま
た
現
実
の
一
部
一
面
で
の
み

妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
秩
序
が
永
続
的
に
一
般
化
さ
れ
て
し

ま
え
ば
、
統
合
（
相
互
性
）
を
本
質
と
す
る
現
実
の
組
み
立
て
に

反
し
、
現
実
の
組
み
立
て
を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
八
木
氏
は
言
うe

。

で
は
、
世
界
と
人
間
の
実
際
の
、
あ
る
い
は
本
来
の
「
組
み
立
て
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
木
氏
は
、
そ
の
際
立
っ
た

あ
り
方
を
新
約
聖
書
に
お
け
る
人
格
共
同
体
に
見
る
。
教
会
共
同
体

（「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
」）は
、信
徒
が
全
て
を
包
む「
神
」に
お
い
て
、

そ
の
神
の
は
た
ら
き
（「
聖
霊
」）
に
よ
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
」
を
宿
し
、

性
の
面
に
特
化
し
た
言
語
を
、
言
語
学
を
踏
ま
え
て
「
記
述
言
語
」

と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
経
験
に
際
し
て
「
何
を
」
経
験
し
た
か
を
語
る
言

語
で
あ
り
、
事
物
を
客
観
的
に
述
べ
る
言
語
で
あ
り
、
検
証
・
反
証

の
た
め
に
一
意
性
が
求
め
ら
れ
る
（
な
お
、
一
意
性
に
は
他
を
排
除

す
る
性
質
も
あ
る
）。
記
述
言
語
に
対
し
て
、「
表
現
言
語
」
と
い
う

言
語
も
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
に
際
し
て
「
い
か
に
」
を
語
り
、
外
か

ら
は
直
接
観
察
不
可
能
な
感
覚
、
感
情
、
思
考
、
心
の
事
柄
な
ど
を

表
現
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
表
現
は
客
観
的
現
実
性
で
は

な
く
、
多
く
の
人
に
共
感
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
性
（
こ
こ

ろ
の
内
容
）
の
現
実
を
開
示
・
伝
達
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
八
木
氏
は

宗
教
の
言
葉
も
、「
神
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
「
何
を
」
で
は

な
く
、「〈
神
の
は
た
ら
き
〉
を
ど
こ
に
見
る
か
」
と
い
う
「
い
か
に
」

が
語
ら
れ
る
表
現
言
語
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
表
現
言
語

の
イ
メ
ー
ジ
が
客
観
的
対
象
的
な
も
の
と
し
て
通
用
す
る
よ
う
に
な

る
と
、「
神
」
と
い
う
語
も
記
述
言
語
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
神
」
を
語
る
言
葉
、
つ
ま
り

客
観
化
さ
れ
た
教
義
の
信
奉
が
求
め
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
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な
が
ら
も
必
要
と
し
合
っ
て
ま
と
ま
り
を
成
す
。
こ
の
こ
と
は
「
フ

ロ
ン
ト
構
造
」
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
フ
ロ
ン
ト
構
造
と
は
、
あ

る
人
の
フ
ロ
ン
ト
（
前
面
／
前
線
）
が
、
そ
の
人
を
表
出
す
る
ま
ま

で
他
の
人
の
存
立
の
条
件
の
一
部
に
変
換
さ
れ
る
関
係
の
構
造
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
に
よ
る
構
造
は
、
人
格
同
士
の
関
係
の

様
々
な
と
こ
ろ
（
例
え
ば
、
言
葉
の
交
換
な
ど
）
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
音
楽
や
絵
画
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
原

子
、
太
陽
系
、
生
体
（
身
体
）
な
ど
の
よ
う
な
客
観
界
に
お
い
て
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
各
々
あ
る
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
相

対
的
な
「
統
合
作
用
の
場
」
同
士
も
、
互
い
に
極
と
成
り
合
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、よ
り
高
次
の
統
合
体
が
出
現
す
る
。
ま
た
、

重
層
的
な
統
合
も
考
え
ら
れ
る
。
八
木
氏
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
場
の

共
在
と
重
層
は
、
統
合
体
形
成
の
歴
史
を
示
唆
し
て
も
い
る
の
で
あ

るg

。さ
て
、
こ
う
し
た
統
合
作
用
を
自
覚
す
る
に
い
た
る
道
と
し
て
、

二
つ
の
道
が
あ
る
と
八
木
氏
は
言
う
。
一
つ
目
は
、
信
の
も
と
で
日

常
言
語
の
枠
が
破
ら
れ
、
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
現
実
が
現
前
す
る

そ
の
「
内
な
る
キ
リ
ス
ト
」
の
は
た
ら
き
（「
聖
霊
」）
に
よ
っ
て
隣

人
愛
の
主
体
と
な
っ
て
、
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
人
格
共
同
体
が
描
か
れ
て
い
る
新
約
聖
書

に
は
、
今
挙
げ
た
「
内
な
る
キ
リ
ス
ト
」
を
は
じ
め
、「
人
は
神
の

な
か
に
」、「
神
は
人
の
な
か
に
」
と
い
っ
た
「
は
た
ら
き
の
場
」
を

比
喩
と
し
た
「
超
越
と
内
在
」
の
表
現
が
多
い
と
八
木
氏
は
言
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
信
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
読
解
す
る
た
め
に
は
、「
は
た
ら
き
」
の
関
係
に
よ
る
相
互
内

在
を
表
現
す
る
「
場
所
論
」
的
省
察
が
必
要
で
あ
る
と
い
うf

。
第
二

部
で
は
、
そ
の
よ
う
な
信
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
の
省
察
が
、

「
統
合
論
」
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
人
格
共
同
体
は
、「
統
合

作
用
」
と
呼
ば
れ
る
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

統
合
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
共
同
体
は
「
統
合
体
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
統
合
体
に
お
い
て
個
は
、
磁
石
の
両
極
の
よ
う
に
対
極
な

し
に
は
存
立
で
き
な
い
「
極
」
で
あ
る
。
そ
し
て
極
同
士
は
、
磁
力

の
場
に
置
か
れ
て
磁
力
を
帯
び
た
軟
鉄
の
よ
う
に
統
合
作
用
の
場
に

お
い
て
統
合
作
用
を
宿
し
て
（
場
所
と
な
っ
て
）、
互
い
に
異
な
り
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と
き
、
そ
の
統
合
心
を
包
む
場
と
し
て
の
こ
こ
ろ
自
体
は
「
空
」
で

あ
る
が
、
そ
こ
は
統
合
作
用
を
作
り
出
し
、
心
の
諸
活
動
が
そ
の
場

の
な
か
で
な
さ
れ
る
「
創
造
的
空
」
で
あ
る
と
八
木
氏
は
言
うm

。
ま

た
こ
う
し
た
統
合
作
用
は
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
と
こ
ろ
で
も
見
た

よ
う
に
原
子
や
太
陽
系
、
生
体
（
身
体
）
な
ど
の
よ
う
な
客
観
界
に

属
す
る
事
柄
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
事
柄
に
も
、
世
界
を
超

え
て
包
む
「
場
」
に
お
い
て
、
全
て
が
無
に
な
っ
た
と
き
に
露
わ
と

な
る
場
、
創
造
的
空
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
い
るn

。
八
木
氏
が

こ
の
よ
う
に
世
界
を
類
比
的
に
捉
え
る
の
は
、
認
識
に
支
え
ら
れ
つ

つ
も
そ
の
限
界
を
踏
み
越
え
る
、
自
覚
に
も
と
づ
く
信
に
よ
っ
て
い

るo

。
こ
う
し
て
、
自
覚
に
も
と
づ
く
信
に
お
い
て
、
生
や
死
、
意
味

や
無
意
味
、
存
在
や
非
存
在
な
ど
、
一
切
を
容
れ
る
究
極
的
の
超
越

的
な
場
と
し
て
の
「
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
「
創
造
的
空
の
場
」
が

見
え
て
く
るp

。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
お
い
て
全
て
を
受
容
し
つ
つ
、

わ
れ
わ
れ
が
参
加
す
べ
き
神
の
は
た
ら
き
を
統
合
化
の
方
向
に
見

てq

、
い
ま
・
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
統
合
体
形
成
作
用
の
諸
面
を
具
体

化
し
て
い
くr

。
新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
は
、
そ
こ
へ
と
い
た
る

出
来
事
（「
主-

客
直
接
経
験h

」）
か
ら
統
合
性
に
目
覚
め
る
（「
自

我-
自
己
直
接
経
験
」 

）
道
で
あ
り
、こ
ち
ら
は
仏
教
（
特
に
禅
仏
教
）

が
通
っ
て
き
た
道
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
道

で
あ
り
、
自
我
の
倫
理
的
努
力
の
限
界
に
突
き
当
た
り
、
信
の
も
と

で
「
単
な
る
自
我
」
が
滅
び
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
顕
れ
て
く
る
統

合
作
用
（「
内
な
る
キ
リ
ス
ト
」、「
自
己
」）
か
ら
生
き
る
（「
自
己
・

自
我
」、「
作
用
的
一
」）
道
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
信
に
お

い
て
「
主
体
の
転
換
」
が
起
こ
り
、
そ
こ
で
自
覚
さ
れ
て
く
る
統
合

を
求
め
願
う
こ
こ
ろ
（「
統
合
心
」）
を
深
化
・
純
化
し
て
い
く
こ
と

が
、
第
三
部
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
瞑
想
」
で
あ
るi

。

八
木
氏
は
、
統
合
心
に
は
、「
き
よ
ら
か
な
、
や
さ
し
い
こ
こ
ろ
、

平
和
へ
の
願
い
、
自
分
の
不
利
に
な
っ
て
も
真
実
を
求
め
語
る
誠
実

さ
」
な
ど
が
諸
面
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
言
うj

。
瞑
想
は
、「
単

な
る
自
我
」
を
鎮
め
て
身
体
の
一
機
能
に
戻
しk

、統
合
心
の
諸
面
を
、

あ
る
い
は
統
合
心
そ
の
も
の
を
深
化
・
純
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
統

合
心
の
底
ま
で
い
く
と
「
単
な
る
自
我
」
は
本
当
に
滅
び
、
こ
こ
ろ

の
内
容
が
消
え
る
「
無
心
」
に
い
た
るl

。
内
容
が
「
無
」
に
な
っ
た
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い
る
「
き
よ
ら
か
な
、や
さ
し
い
こ
こ
ろ
」、「
平
和
へ
の
願
い
」、「
自

分
の
不
利
に
な
っ
て
も
真
実
を
求
め
語
る
誠
実
さ
」
な
ど
は
、
他
者

あ
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
著
『
創
造
的

空
へ
の
道
』
で
「
我-

直
接
経
験
」
が
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
重
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
今
回
は
「
創
造
的
空
へ
の
道
」
と
し
て
「
瞑
想
」
に
注
目
し
た

こ
と
に
よ
る
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、「
創
造
的
空
へ
の
道
」
と
し
て
、「
我-

直
接
経
験
」
は
ど

う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
木
氏
は
、「
我-

」の
直
接
経
験
も
、「
主-

客
」

の
直
接
経
験
と
同
様
に
「
言
語
以
前
」
の
出
会
い
で
成
り
立
つ
も
の

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
「
出
会
い
」
は
「
語
り
か
け
と
応
答
」、

つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
生
起
す
る
と
い
う
特
色
が

あ
る
と
言
っ
て
い
るs

。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
先
ず
は
他
者
と
の
関

わ
り
を
八
木
氏
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
概

観
し
、
そ
の
上
で
、
八
木
思
想
／
宗
教
哲
学
／
神
学
に
お
い
て
「
対

話
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
ま
た
、
八
木
思
想
／
宗
教

道
を
示
す
瞑
想
論
な
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ

を
見
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、「
創
造
的
空
の
場
」
が
見
え
て
く
る
経

験
と
は
、〈
は
た
ら
く
神
〉
の
〈
は
た
ら
き
〉
が
我
が
身
に
及
ん
で

い
る
こ
と
を
実
感
す
る
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
八
木
氏
が

「
自
己
」
に
目
覚
め
る
経
験
＝
「
自
我-

自
己
直
接
経
験
」
と
し
て

語
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
八
木
氏
は
、
そ
う

し
た
経
験
と
し
て
、「
主-

客
直
接
経
験
」、「
我-

直
接
経
験
」、「
自

我-

自
己
直
接
経
験
」
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
た
。
し
か
し
、『
創
造

的
空
へ
の
道
』
で
は
、「
主-

客
直
接
経
験
」
と
「
自
我-

自
己
直
接

経
験
」
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
る
が
、
直
接
経
験
の
成
り
立
つ
も

う
一
面
で
あ
る
「
我-

直
接
経
験
」
は
出
て
こ
な
い
。
と
は
い
え
、

統
合
論
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
我-

」
関
係
が
無
視

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
新
著

『
創
造
的
空
へ
の
道
』
が
補
お
う
と
し
た
前
著
『
回
心
』
や
そ
の
前

の
著
作
『〈
は
た
ら
く
神
〉
の
神
学
』
で
は
、「
我-

」
の
直
接
経
験

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
統
合
心
の
諸
面
と
し
て
描
か
れ
て
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で
は
な
い
。
神
に
愛
さ
れ
る
人
間
は
、
自
己
否
定
的
に
、
他
者
を
愛

す
る
の
で
あ
る
。
神
に
愛
さ
れ
る
と
は
人
が
神
の
中
に
あ
る
こ
と
、

人
が
愛
し
合
う
と
は
、
神
が
人
の
中
に
在
す
こ
と
で
あ
るt

」 

と
し
て

い
る
。
八
木
氏
は
、
愛
と
は
、
自
覚
さ
れ
た
統
合
作
用
／
統
合
力
の

こ
と
だ
と
言
うu

。
ま
た
、
愛
は
、「
人
の
な
か
で
は
た
ら
く
神
が
成

り
立
た
せ
る
人
の
は
た
ら
き
の
代
表
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
無

条
件
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
意
志
」
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的

内
容
は
「
き
よ
ら
か
な
や
さ
し
い
こ
こ
ろ
」、「
損
を
し
て
も
真
実
を

求
め
、
語
る
誠
実
さ
、
無
意
味
で
あ
っ
て
も
生
き
る
意
欲
」
で
あ
る

と
し
て
い
るv

。
こ
の
よ
う
に
八
木
神
学
が
統
合
論
を
中
核
に
据
え
て

い
る
以
上
、「
我-

関
係
」
や
愛
が
語
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
主-

客
直
接
経
験
」
と
「
我-

直
接
経
験
」
は
と
も
に
、「
主

-

客
関
係
ま
た
我-

関
係
を
隔
て
る
壁
、
つ
ま
り
自
我
の
言
語
世
界

の
絶
対
化
を
破
っ
て
、
他
者
と
の
出
会
い
を
開
くw

」 

こ
と
を
示
し
て

お
り
、
直
接
経
験
と
は
、「
言
語
世
界
の
自
己
完
結
性
が
破
れ
、
同

時
に
言
語
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
結
合
が
清
算
さ
れ
て
、
そ
の
虚
構
性
が

哲
学
／
神
学
が
そ
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
思
わ
れ
る
ケ
ア
リ
ン
グ
論

に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
顕
れ
て
く
る
関
係
と

い
う
経
験
も
、「
創
造
的
空
」
へ
の
、「
瞑
想
」
と
は
別
の
道
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

二
、�

統
合
論
と〈
他
者
〉―
対
話
／
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
／�

ケ
ア
リ
ン
グ

統
合
論
と
〈
他
者
〉
と
の
関
わ
り

八
木
氏
は
こ
れ
ま
で
新
約
聖
書
を
三
つ
の
神
学
に
分
類
し
て
き

た
。
共
同
体
性
を
論
じ
て
い
る
類
型
Ａ
、
個
人
性
を
論
じ
て
い
る
類

型
Ｂ
、
そ
し
て
対
人
性
を
論
じ
て
い
る
類
型
Ｃ
で
あ
る
。
そ
し
て
八

木
氏
の
神
学
は
、
類
型
Ａ
と
類
型
Ｂ
の
神
学
の
モ
チ
ー
フ
を
類
型
Ｃ

の
愛
の
神
学
の
立
場
で
再
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
八
木
氏
は
、
そ
こ
で
は
、「
愛
の
究
極
の
主
体
を
神
に
み
て

い
る
。
信
徒
は
神
に
愛
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
他

者
を
愛
す
る
も
の
な
の
だ
。
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
と
は
、
人
が
愛
し

合
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
神
の
愛
は
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
立
て
る
の
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-

客
」
よ
り
も
複
雑
な
問
題
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
の
も
確
か
で

あ
ろ
う
。
八
木
氏
も
言
う
よ
う
に
、「
本
人
み
ず
か
ら
が
自
分
自
身

を
自
分
の
社
会
的
意
味
に
解
消
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
せ
っ

か
く
そ
れ
に
解
消
さ
れ
な
い
『
他
者
』
が
語
り
出
て
い
る
の
に
、
応

答
す
る
側
に
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
場
合
も
あ
るA

」 

だ
ろ
う
。し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
問
題
が
あ
り
な
が
ら
も
、や
は
り
筆
者
に
は
、「
主-

客
」

よ
り
も
「
我-

」
の
方
に
直
接
経
験
に
近
づ
き
や
す
い
可
能
性
を
見

出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
い
は
、
次
の

八
木
氏
の
言
葉
に
よ
っ
て
よ
り
強
い
も
の
と
な
る
。

あ
る
人
が
自
分
の
社
会
的
意
味
に
規
定
さ
れ
た
―
―
つ
ま
り
、

自
分
の
社
会
的
意
味
に
沿
っ
た
―
―
言
葉
を
語
っ
て
い
る
場

合
、
た
と
え
ば
も
っ
ぱ
ら
仕
事
上
、
役
割
上
の
発
語
を
し
て
い

る
場
合
で
も
、
そ
れ
に
「
意
味
」
を
破
っ
た
深
み
か
ら
の
語
り

か
け
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。仕
事
の
上
の
か
か
わ
り
も
、

も
と
も
と
「
単
な
る
自
我
」
で
は
な
い
、「
自
己
・
自
我
」
の

事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
意
味
の
世
界
に
浸
り

き
っ
た
自
我
、
つ
ま
り
単
な
る
意
味
の
世
界
の
住
人
に
は
、
聞

直
観
的
に
明
ら
か
と
な
る
経
験x

」 

で
あ
る
と
も
八
木
氏
は
言
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、「
我-

」の
出
来
事
も
、「
主-

客
」直
接
経
験
と
同
様
に
、

言
語
の
問
題
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
破
れ
る
出
来
事
で

あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
八
木
氏
は
、「『
主-

客
間
の
直

接
経
験
』
は
言
語
化
以
前
の
現
前
で
あ
り
、『
我-

間
の
直
接
経
験
』

の
場
合
で
も
『
』
は
『
言
語
化
さ
れ
た
社
会
関
係
、
対
人
関
係
』
を

破
る
他
者
と
し
て
現
前
す
るy

」 
と
も
言
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、「
主-

客
」
と
「
我-

」
で
は
異
な
る
点
も
あ
る
。
そ
の
「
」

の
他
者
性
が
、「
が
我
に
『
語
り
か
け
』、
我
が
そ
れ
に
『
応
答
す
る
』

局
面
、つ
ま
り
『
語
り
か
け
と
応
答
』
と
い
う
言
語
使
用
の
局
面
で
、

よ
り
深
く
経
験
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、「
こ
の
局
面
は

言
語
以
前
で
は
な
く
、
言
語
使
用
の
局
面
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、

言
語
を
用
い
る
『
他
者
』
が
社
会
や
個
人
に
よ
る
意
味
づ
け
を
破
っ

て
語
り
出
るz

」 

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の「
我-

」に
お
け
る
特
徴
は
、

わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
中
で
直
接
経
験
に
近
づ
き
う
る
可
能
性
と
い
う

点
で
、
看
過
し
て
は
い
け
な
い
と
て
も
重
要
な
点
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
使
用
の
局
面
で
あ
る
と
い
う
点
で
、「
主
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教
と
対
話
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
彷
彿
さ
せ
る
。
八
木
氏
が
推
進

し
て
き
た
宗
教
間
対
話
と
は
、
ま
さ
に
以
上
の
関
係
を
顕
在
化
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
そ

の
あ
り
様
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

統
合
論
と
対
話

八
木
氏
は
、
浅
見
洋
氏
も
言
う
よ
う
に
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思

想
の
圏
内
で
宗
教
間
対
話
の
最
も
力
強
い
推
進
者
」
と
し
て
、
ま
た

そ
の
「
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
」
に
深
く
仏
教
と
の
対
話
に
取
り
組

みD

、
仏
教
哲
学
者
（
久
松
真
一
氏
、
西
谷
啓
治
氏
、
秋
月
龍
珉
氏
、

上
田
閑
照
氏
な
ど
）
と
の
対
話
を
通
し
て
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
宗
教
間
対
話
の
可
能
性
も
拓
い
て
き
た
。

上
田
氏
と
の
対
談
の
書
『
対
談
評
釈 

イ
エ
ス
の
言
葉
／
禅
の
言

葉
』
に
お
い
て
、
八
木
氏
は
、
仏
教
と
の
比
較
と
対
話
を
、「
宗
教

の
本
質
だ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る

道E

」
で
も
あ
る
と
し
、
対
話
を
通
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
、

も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
、
全
く
別
だ
と
い
う
も
の
で
も
な

く
、
相
互
了
解
が
で
き
る
と
い
う
確
信
を
強
めF

」
た
と
述
懐
し
て
い

き
と
れ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
語
り
か
け
て
い
る

方
は
、
相
手
を
「
単
な
る
自
我
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
実
は
対
話
す
る
当
人
同
士
に
は
気
づ
か
れ
て
い
な
く

て
も
、
人
格
に
は
単
な
る
意
味
性
の
奥
が
、
深
み
が
、
あ
る
。

だ
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
「
奥
、
深
み
」
に
気
づ
い
た
人
間
は
、

そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
相
手
に
も
同
じ
「
奥
、
深
み
」
を
見

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
、
単
な
る
意
味
性
を
超
え
た
人

格
の
尊
厳
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
るA

。

わ
れ
わ
れ
は
、「
私
」
と
し
て
、
た
だ
独
り
で
存
在
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、他
者
と
共
に
い
る
。わ
れ
わ
れ
は
関
わ
り
の
中
で
、「
孤

立
し
た
存
在
で
は
な
く
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
定
義
さ
れ
る『
交

わ
り
』、『
相
互
関
係
』
の
な
か
に
あ
り
、
そ
の
な
か
で
成
り
立C

」
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
神
と
人
と
の
関
係
の
最
深

層
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
垂
直
方
向
の
は
た
ら
き
に
支
え
ら
れ
た
水

平
方
向
の
関
わ
り
は
、
八
木
氏
が
そ
の
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
新
約

思
想
の
成
立
』
か
ら
イ
エ
ス
が
見
つ
け
た
泉
を
探
究
す
る
た
め
に
仏
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明
ら
か
で
あ
ろ
うI

。

更
に
、
八
木
氏
は
『
対
談
評
釈
』
の
「
対
話
を
終
え
て
」
で
、
対

話
に
お
け
る
三
つ
の
層
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
るJ

。

第
一
、 

互
い
に
相
手
の
こ
と
を
知
り
合
う
た
め
の
情
報
の
交
換

第
二
、
相
互
理
解
の
試
み

第
三
、
相
手
を
理
解
す
る
た
め
に
自
己
理
解
を
深
め
る

八
木
氏
は
、
以
上
の
三
つ
の
層
が
併
存
し
て
い
る
対
話
と
は
、「
自

分
た
ち
の
伝
統
に
含
ま
れ
な
が
ら
展
開
さ
れ
な
い
で
い
た
も
の
に
気

づ
い
て
、
そ
れ
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
自
己
理

解
の
新
し
い
地
平
を
拓
く
こ
と
に
通
じ
るK

」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
八
木
氏
は
秋
月
龍
珉
氏
と
の
対
談
で
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
自
分
の
相
対
性
を
自
覚
し
て
い
く
べ
き
で

あ
っ
て
。
そ
う
す
る
と
各
宗
教
が
「
極
」
の
意
味
を
も
っ
て
き

て
、
は
じ
め
て
全
体
と
し
て
「
極
」
同
士
の
「
統
合
体
」
と
い

う
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
人
類
の
全
体

が
「
統
合
」
さ
れ
て
く
る
と
い
う
の
が
歴
史
の
ひ
と
つ
の
方
向

る
。
ま
た
、
対
談
相
手
で
あ
る
上
田
氏
も
、「
互
い
の
違
い
も
は
っ

き
り
し
て
い
て
、
し
か
も
共
通
性
と
い
う
以
上
に
、
核
心
を
一
つ
に

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
核
心
は
同
じ
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ

だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
っ
ち
は
こ
っ
ち
、
あ
っ

ち
は
あ
っ
ちG

」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
両
氏
に
と

っ
て
の
宗
教
間
対
話
と
は
、た
だ
二
つ
の
宗
教
の
共
通
性
を
見
出
し
、

結
局
は
同
じ
も
の
な
の
だ
と
い
う
結
論
に
達
す
る
た
め
の
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
両
者
が
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
向
き
合
う
こ
と
の
で
き
る
、
対
話

す
る
こ
と
の
で
き
る
地
平
を
共
有
し
つ
つ
、
各
々
が
各
々
と
し
て
現

れ
出
て
、
深
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
長
町
裕
司
氏
が
両
氏
の
対

談
の
書
『
対
談
評
釈
』
に
お
い
て
注
目
し
て
い
る
箇
所
の
一
つ
で
あ

る
「
個
の
成
立
」
を
巡
っ
て
の
対
話
で
語
ら
れ
て
い
る
西
田
幾
多
郎

氏
の
い
わ
ゆ
る
「
個
は
個
に
対
し
て
の
個
」
と
い
う
こ
と
と
も
関
係

し
て
く
る
で
あ
ろ
うH

。
そ
れ
は
、
上
田
氏
が
同
書
で
、
キ
リ
ス
ト
教

と
仏
教
の
対
話
と
、
一
人
と
一
人
、
個
人
と
個
人
と
の
触
れ
合
い
と

い
う
も
の
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
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次
節
で
は
、
そ
う
し
た
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
、
よ
り
身
近
な
例

を
用
い
て
い
て
八
木
洋
一
氏
が
フ
ロ
ン
ト
構
造
論
を
展
開
し
て
い
る

論
文
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
を
よ
り
わ
れ
わ

れ
に
身
近
な
も
の
と
し
て
、「
わ
れ-

わ
れ
」
の
あ
り
様
と
し
て
捉

え
て
い
け
る
よ
う
に
し
よ
う
と
思
う
。

フ
ロ
ン
ト
構
造
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

八
木
洋
一
氏
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
語
源
と
そ
の
原
像N

」

と
い
う
論
文
で
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
根
本

か
ら
再
検
討
し
、
そ
こ
に
人
間
に
と
っ
て
の
根
源
語
の
一
つ
を
捉
え

た
上
で
、
宗
教
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
し
か
も
そ
の
深

層
と
し
て
捉
え
直
え
そ
う
と
試
み
て
い
るO

。
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
の
原
意
を
解
明
す
る
鍵
と
し
て
八
木
氏
の
「
フ

ロ
ン
ト
構
造
」
論
を
援
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
、「
一
人

の
少
女
が
、
慕
い
を
よ
せ
る
少
年
に
手
作
り
の
セ
ー
タ
ー
を
編
ん
で

彼
の
誕
生
日
に
贈
る
」
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
具
体
例
と
し
て
挙

げ
て
い
るP

。
少
女
が
少
年
に
慕
い
を
よ
せ
る
際
、
少
女
は
そ
こ
で
少

女
自
身
を
構
成
す
る
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
少
年
を
自
身
の
中
に
見
も
す

性
と
し
て
あ
る
の
だ
と
思
うL

。

「
宗
教
」
は
他
の
「
宗
教
」
と
共
に
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
あ
る
。

そ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
「
神
の
支
配
」
の
上
に
成
り
立
つ
第
二
の

層
「
文
化
」
に
お
い
て
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
も
各
「
宗
教
」

が
己
だ
け
で
自
身
を
立
て
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
私
は

私
で
あ
っ
て
、
私
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
私
の
み
に
よ
っ
て

私
で
あ
る
」
と
い
う
閉
鎖
性
に
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
捕
ら
わ
れ
て
し

ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
既
に
多
く
の
宗
教
が
並
び
立
っ

て
い
る
世
界
に
お
い
て
、
各
々
の
「
宗
教
」
は
他
の
「
宗
教
」
と

の
関
わ
り
合
い
の
中
で
、
そ
の
「
宗
教
」
と
し
て
あ
る
。
そ
う
し

た
中
で
、
各
「
宗
教
」
は
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
に
お
い
て
個
と
し
て

で
は
な
く
極
と
し
て
あ
る
た
め
に
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
を
成
す
た
め

に
、
そ
し
て
深
層
に
触
れ
る
た
め
に
も
―
―
「
た
め
に
」
と
い
う

言
い
方
は
問
題
で
は
あ
ろ
う
が
―
―
、
互
い
に
対
話
を
す
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
対
話
に
よ
っ
て
こ
そ
、
よ
り
開
か
れ
た
地
平
も
拓
か
れ
て
く
る

の
で
は
な
か
ろ
う
かM

。
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け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
少
年
が

セ
ー
タ
ー
を
受
け
取
っ
た
上
で
少
年
が
少
女
に
お
礼
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
で
織
り
重
な
っ
た
フ
ロ
ン
ト
を
含
ん
だ
少
年
の

フ
ロ
ン
ト
が
、ま
た
少
女
の
フ
ロ
ン
ト
と
も
な
る
。
そ
し
て
今
度
は
、

少
年
が
少
女
の
誕
生
日
に
贈
物
を
し
て
…
。
八
木
洋
一
氏
は
、
こ
う

し
た
少
女
⇄
贈
物
⇄
少
年
（「
フ
ロ
ン
ト
授
与
」
→
「『
フ
ロ
ン
ト

変
容
』
→
『
フ
ロ
ン
ト
同
化
』」
→
「
フ
ロ
ン
ト
返
還
（
授
与
）」
→

…
）
と
い
う
互
い
に
極
と
な
り
、
互
い
を
構
成
し
合
っ
て
い
く
重
層

的
な
フ
ロ
ン
ト
交
換
の
円
環
的
働
き
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
に
、

「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
〈
生
命
の
活
動
〉」
を
見
て
い
るR

。

そ
の
上
で
八
木
洋
一
氏
は
、
こ
う
し
た
重
層
的
な
「
フ
ロ
ン
ト
交

換
」
の
円
環
の
動
き
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
が
成
り
立
つ
の
は
、

そ
う
し
た
水
平
面
の
生
命
活
動
と
し
て
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
化
の
働
き

を
支
え
、
働
か
せ
て
い
る
超
越
へ
と
開
か
れ
て
い
る
垂
直
方
向
の
フ

ロ
ン
ト
構
造
化
の
働
き
に
よ
っ
て
い
る
と
し
、
宗
教
と
は
そ
う
し
た

フ
ロ
ン
ト
構
造
化
の
働
き
そ
の
も
の
の
実
現
と
し
て
の
〈
開
け
〉
と

し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
言
うS

。
こ
れ
は
―
―
八
木
洋
一
氏
が
八

る
し
、
少
年
を
構
成
す
る
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
少
女
自
身
を
少
年
の
中

に
見
も
す
る
。
そ
し
て
、
少
女
が
少
年
へ
の
慕
い
を
籠
め
て
セ
ー
タ

ー
を
編
む
際
、
そ
の
セ
ー
タ
ー
は
少
女
の
慕
い
が
籠
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
少
女
の
フ
ロ
ン
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
少
女
の
編
む

と
い
う
仕
事
の
成
果
と
し
て
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
少
女

の
フ
ロ
ン
ト
で
あ
る
。
贈
物
と
し
て
の
手
編
み
の
セ
ー
タ
ー
は
、
こ

う
し
て
少
女
を
表
出
す
る
フ
ロ
ン
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
プ
レ
ゼ

ン
ト
（
贈
物
）
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
は
、
ま
ず
そ
れ
が
贈
主
の
フ

ロ
ン
ト
と
し
て
、
そ
の
な
か
に
贈
主
自
身
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
（
＝
そ
こ

に
顕
わ
に
な
っ
て
存
在
す
る
）
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
るQ

」。
そ
し

て
贈
物
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
宿
っ
て
い
る
贈
主
を

受
け
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
贈
物
は
相
手
が
い
な
け
れ
ば

贈
物
た
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、そ
れ
が
贈
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

相
手
を
も
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
贈
物
は
相
手
に
受
け
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
贈
物
と

し
て
成
立
す
る
。少
年
が
少
女
の
贈
物
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
は
、

少
女
の
フ
ロ
ン
ト
を
少
年
が
自
身
を
構
成
す
る
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
受
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る
先
駆
的
研
究
者
で
あ
る
ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン

グ
論
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
互
い
を
ケ
ア
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
を
認
め
な
が
ら
、
自
ら
を

も
ケ
ア
し
て
い
く
。
そ
の
上
で
更
な
る
ケ
ア
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。

メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
は
、
ケ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
概
念
は
「
私
た
ち
自
身
の

生
を
も
っ
と
よ
く
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
」
と
言
っ
て
い
るT

。
本
稿

最
後
と
な
る
次
節
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
に
お
け
る
経
験
で
あ
り

な
が
ら
、
宗
教
的
現
実
に
つ
い
て
も
触
れ
う
る
と
こ
ろ
を
示
唆
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
を
取
り
あ
げ

て
、
八
木
氏
の
統
合
論
と
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者

の
可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
うU

。

ケ
ア
リ
ン
グ

V

論
と
統
合
論

W

「
ケ
ア
リ
ン
グ
／
ケ
ア
」
が
最
初
に
学
問
的
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
に
よ
る1965

年
の
論
文
「O

n 

C
aring

」（
邦
題
：
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」）
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
メ
イ

ヤ
ロ
フ
氏
は
そ
の
六
年
後
に
、
著
書
『O

n C
aring

』（
邦
題
：
『
ケ

ア
に
つ
い
て
』）
を
出
し
て
い
る
。

木
氏
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
論
を
用
い
て
い
る
か
ら
当
然
と
言
え
ば
そ
う

な
の
だ
が
―
―
、
先
に
挙
げ
た
八
木
氏
の
神
と
人
と
の
関
係
の
三
層

の
最
深
層
に
よ
り
中
間
層
と
最
上
層
が
支
え
ら
れ
て
い
る
（
包
ま
れ

て
い
る
）
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
く
る
。

ま
た
、
八
木
洋
一
氏
の
少
女
と
少
年
の
例
は
、
水
平
面
の
重
層
性

と
い
う
重
要
な
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
行
為
と
そ
こ
に
籠
め

ら
れ
た〈
想
い
〉は
互
い
の
構
成
要
素
と
な
り
、次
の
行
為
は
そ
の〈
想

い
〉
を
前
提
に
為
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。〈
想
い
〉
は
以
前

の
〈
想
い
〉
に
織
り
重
な
っ
て
い
き
、
行
為
は
そ
う
し
て
織
り
重
な

っ
て
い
く
〈
想
い
〉
に
導
か
れ
て
為
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
は
、「
場
」
に
お
い
て
あ
る
少
女
と
少
年
の
二
人
の
〈
想
い
〉
に

よ
っ
て
関
係
性
が
紡
が
れ
、
二
人
の
「
場
所
」
が
織
り
成
さ
れ
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
人
に
と
っ
て

「
場
」
は
「
場
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
「
場
所
」
が
織
り
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
関
わ
り

合
い
／
出
来
事
を
経
験
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
の
様
な
関
係
は
、「
ケ
ア
リ
ン
グ
／
ケ
ア
」
に
関
す
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る
の
か
、
そ
の
生
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
生
が
ど
の

よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
生
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は

何
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
は
、
ケ
ア
す
る
と
は
、「
最
も
深
い
意
味
で
、
そ

の
人
が
成
長
す
る
こ
と
、
自
己
実
現
す
る
こ
と
を
た
す
け
る
こ
と
で

あ
る,

」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ケ
ア
す
る
者
は
ケ
ア
さ
れ
る
者
に
専

心
的
に
応
答
し
つ
つ
、「
他
者
へ
の
ケ
ア
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま

た
他
者
を
他
者
た
ら
し
め
る
べ
く
た
す
け
る
こ
と
に
よ.

」
っ
て
存
在

し
て
い
る
と
も
言
う
。
ま
た
、
ケ
ア
に
お
い
て
ケ
ア
す
る
者
は
、
そ

の
ケ
ア
さ
れ
る
者
を
自
分
自
身
の
延
長
と
し
て
相
手
と
一
体
で
あ
る

と
感
じ
る/

と
同
時
に
、
掛
け
替
え
の
な
い
価
値
を
持
っ
て
い
る
独
立

し
た
も
の
と
感
じ
る
。
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
差
異
の
中

の
同
一
性
」
が
意
識
さ
れ
つ
つ
、「
私
た
ち
を
一
緒
に
包
ん
で
く
れ

て
い
る
何
も
の
か
に
、
私
た
ち
双
方
が
共
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い

う
感
覚
が
あ
る
」
と
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
は
言
う!

。
さ
ら
に
メ
イ
ヤ
ロ
フ

氏
は
、「
他
者
の
自
己
実
現
は
私
た
ち
の
生
活
の
方
向
づ
け
、
私
た

ち
に
何
が
適
切
で
何
が
不
適
切
か
の
感
覚
を
提
示
し
て
く
れ
る@

」 

と

メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
が
一
九
六
五
年
の
論
文
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」
の
段

階
で
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
は
、「
単
に
三
つ
の
要
素（
ケ
ア
す
る
人
、

ケ
ア
の
間
柄
、
ケ
ア
さ
れ
る
人
）
を
加
え
た
だ
け
の
も
の
と
い
う
の

で
は
な
く
て
、
こ
の
三
つ
の
要
素
が
一
応
識
別
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
な
、
よ
り
包
括
的
な
対
象
に
あ
る
」
と
述
べ
、「
ケ
ア
と
は
、

ケ
ア
す
る
人
、
ケ
ア
さ
れ
る
人
に
生
じ
る
変
化
と
と
も
に
成
長
発
展

を
と
げ
る
関
係
」
で
あ
る
と
し
て
い
るX

。
し
か
し
、
論
文
の
最
後
の

項
目
で
あ
る
「
広
義
の
意
味
の
ケ
ア
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
項

目
で
は
ケ
ア
を
た
だ
あ
る
特
定
の
生
き
方
と
し
て
捉
え
て
考
察
し
て

き
た
と
し
た
上
で
、
あ
る
人
の
人
生
と
い
う
よ
り
大
き
な
文
脈
に
お

け
る
「
場
」
に
つ
い
て
触
れY

、「
こ
の
包
括
的
秩
序
づ
け
と
い
う
も

の
の
特
徴
は
、
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
こ
の
世
界
で
“
場
の
中
に
い

る
”（in place

）
と
い
う
こ
と
で
あ
るZ

」 

と
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
は
述
べ

て
い
る
。

そ
し
て
一
九
七
一
年
の
著
書
『
ケ
ア
に
つ
い
て
』
で
は
、「
ケ
ア

リ
ン
グ
（C

aring

）」
と
「
場
の
中
に
い
る
（“In-Place”

）」
と
い
う

二
つ
の
鍵
概
念
を
用
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
が
ど
の
よ
う
に
あ
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分
自
身
の
存
在
の
と
る
に
足
ら
な
さ
と
か
け
が
え
の
な
さ
、「
存
在

の
持
つ
は
か
り
知
れ
な
い
性
格
」、「
存
在
の
持
つ
神
秘
そ
の
も
の
」、

「
そ
も
そ
も
森
羅
万
象
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
壮
大
な
神

秘
、
驚
異
」
に
気
づ
く
と
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
は
言
う\

。
そ
れ
故
に
ケ
ア

す
る
者
は
、
そ
の
よ
う
な
“
場
の
中
に
い
る
”
こ
と
に
お
い
て
、
そ

し
て
そ
の
場
の
中
に
お
い
て
具
体
的
な
対
象
を
ケ
ア
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
然
と
「
感
謝
」
を
表
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
と
メ
イ

ヤ
ロ
フ
氏
は
言
う
の
で
あ
る]

。

こ
う
し
た
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る
ケ
ア
リ
ン

グ
の
関
係
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
ガ
・
ク
ー
ゼ
氏
は
、
看
護
師
と
患
者
の

出
会
い
の
あ
り
方
と
し
て
は
深
淵
で
親
密
す
ぎ
る
と
批
判
し
て
い

る^

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
ク
ー
ゼ
氏
の
批
判
に
対
し
て
、
西
田
絵
美

氏
は
看
護
師
に
と
っ
て
ケ
ア
リ
ン
グ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

か
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る_

。
西
田
氏
は
、
看
護
実
践
の
経
験

に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
〈
実
践
知
〉
は
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
看

護
師
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
経
験
を
積
め
ば
誰
も
が

作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
重
要
な
の
は
、

も
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
ケ
ア
が
生
活
の
全
体
を
統
合
す
る
ほ
ど
に

十
分
に
包
括
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
ケ
ア
す
る
者
は
そ
の
ケ
ア
に
よ

っ
て
自
身
の
生
を
秩
序
立
て
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
世
界
で
「
場

の
中
に
い
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る#

。「
場
の
中
に
い
る
」
ケ

ア
す
る
者
は
、
ケ
ア
す
る
対
象
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ケ

ア
す
る
者
は
ケ
ア
す
る
対
象
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
事

実
か
ら
く
る
帰
属
感
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
す
る
者
は
世
界
に
根
を
下
ろ

し
た
状
態
と
し
て
安
定
す
る
の
で
あ
る$

。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て

築
か
れ
た
関
係
は
、
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
範

囲
を
拡
げ
、
他
の
も
の
と
結
び
つ
き
、
世
界
を
織
り
成
し
て
い
く
。

そ
う
し
た
「
場
」
は
、
ケ
ア
の
対
象
で
あ
る
他
者
の
要
求
に
応
答
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
絶
え
ず
新
し
く
な
っ
て
い
き
、
再
確

認
さ
れ
る%

。
そ
し
て
ケ
ア
す
る
者
は
、ケ
ア
す
る
対
象
に
よ
っ
て“
場

の
中
に
い
る
”
と
い
う
気
づ
き
を
与
え
ら
れ
、「
こ
の
私
が
い
っ
た

い
何
者
で
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
理
解
」
す
る
だ
け
で

な
く
、「
ケ
ア
こ
そ
人
間
の
あ
り
方
の
中
で
中
心
的
な
も
の
と
認
識

す
る
に
い
た
るĎ

」。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
ケ
ア
す
る
者
は
、
自
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〈
ケ
ア
リ
ン
グ
〉
は
ケ
ア
の
道
具
や
手
段
で
は
な
い
し
、
単
な

る
知
識
で
も
な
け
れ
ば
技
術
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、「
他
者
へ

の
願
い
や
思
い
」
を
看
護
実
践
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
「
願
い
や
思
い
」
は
、
相
手
に
対
し
て
自
分
が
ど
う

あ
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
相
手
に
向
き
合
う
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
自
ず
と
自
己
の
生
き
方
や

生
き
様
が
映
し
出
さ
れ
る
。
や
り
方
で
は
な
く
あ
り
方
な
の
で

あ
るÖ

。

こ
の
よ
う
に
西
田
氏
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
専
門
職
で
あ
る
看

護
師
に
限
ら
ず
、
他
者
と
関
わ
る
わ
れ
わ
れ
全
て
に
と
っ
て
重
要
な

こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
ケ
ア
リ
ン
グ
論
を
教
育
学
の
分
野
な
ど
で
展
開
し
て
い
る

ネ
ル
・
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
氏
は
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
は

「
ケ
ア
す
る
者
」
の
視
点
に
重
点
が
置
か
れ
す
ぎ
て
い
る
と
批
判
し

て
い
るĐ

。
そ
れ
に
対
し
て
安
井
絢
子
氏
は
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア

リ
ン
グ
論
は
確
か
に
「
ケ
ア
す
る
者
の
視
点
」
に
重
き
が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、「
差
異
の
中
の
同
一
性
」
と
そ
の
差

一
つ
ひ
と
つ
の
看
護
実
践
を
振
り
返
り
考
え
る
と
い
う
思
考
で
あ

り
、
そ
れ
は
自
己
の
看
護
実
践
を
注
意
深
く
観
察
す
る
こ
と
か
ら
は

じ
ま
る
「
洞
察
」
と
、
自
己
の
あ
り
方
を
思
慮
し
省
み
る
「
内
省
」

で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
洞
察
」
や
「
内
省
」
に
看
護
師
を
向
か
わ
せ

る
の
は
、
相
手
を
〈
身
に
感
じ
と
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
と
向
き

合
う
中
で
湧
き
上
が
っ
て
く
る
「
相
手
に
寄
り
添
い
た
い
、
寄
り
添

わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ケ
ア
リ
ン
グ
の
根
底
に
あ
る
思
い
か
ら

で
あ
る
と
西
田
氏
は
言
う
。
ま
た
、
実
践
の
中
で
考
え
続
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
相
手
に
応
じ
て
自
己
の
応
答
内
容
を
変
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
看
護
師

の
事
象
や
現
象
の
見
方
は
変
容
し
て
い
き
、
看
護
技
術
も
創
造
的
な

も
の
に
変
わ
っ
て
い
き
、「
実
践
知
」
が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
と

西
田
氏
は
述
べ
て
い
るß

。さ
ら
に
西
田
氏
は
、「
寄
り
添
う
」と
は
、「
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
相
手
に
寄
り
添
え
る
の
か
と
い
っ
た
方
法
や
手
段

で
は
な
く
、
相
手
に
寄
り
添
う
に
は
自
分
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
意

味
す
るŐ

」 

と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
を
ど

う
捉
え
る
の
が
妥
当
か
と
自
問
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
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ら
れ
な
い
よ
う
に
、
い
つ
も
ケ
ア
す
る
人
と
ケ
ア
さ
れ
る
人
の

存
在
が
前
提
と
さ
れ
、
人
間
は
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を

思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
人
間
の
相
互
依
存
状
態
を
恵

み
、
喜
び
と
し
て
感
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
彼
の
ケ
ア
論

か
ら
自
然
に
生
ま
れ
て
く
る
結
論
で
あ
るŮ

。

ま
た
後
藤
氏
は
、
ケ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ

れ
の
あ
り
方
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
メ
イ

ヤ
ロ
フ
が
ケ
ア
リ
ン
グ
の
考
察
を
終
え
る
と
き
に
は
、
全
く
宗
教
的

な
境
地
に
私
た
ち
を
導
い
て
い
くÚ

」 

と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
ま

た
後
藤
氏
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

他
者
と
の
結
び
つ
き
、
依
存
関
係
、
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
の

で
き
る
居
場
所
、
そ
れ
ら
は
当
然
自
分
か
ら
要
求
し
て
与
え
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
恵
み
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
認
め
る
。
喜
び
と
感
謝
を
も
っ
て
。
そ
し
て
自
分
が

恵
み
を
受
け
て
い
る
と
い
う
「
感
謝
（gratitude

）」
の
念
か

ら
関
係
あ
る
人
へ
の
ケ
ア
へ
と
向
か
う
の
で
あ
るŰ

。

メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン
グ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
生
活
に

異
を
持
っ
た
他
者
へ
の
「
献
身
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
そ
の
視
点
の
中
に
は
「
ケ
ア
さ
れ
る
対
象
」
が
含
ま
れ
て
い

る
と
言
うŘ

。
確
か
に
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
メ
イ

ヤ
ロ
フ
氏
の
語
り
は
「
ケ
ア
す
る
者
」
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、

安
井
氏
が
言
う
よ
う
に
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
視
点
の
中
に
は
「
ケ
ア

さ
れ
る
対
象
」
も
含
ま
れ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
の
二
つ
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
関
心
は 

一
九
六
五
年
の
論
文
に
お
い

て
既
に
「
包
括
的
な
対
象
」
に
向
い
て
お
り
、
ケ
ア
を
「
成
長
発
展

を
と
げ
る
関
係
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
視
点
の
立
脚

点
は
「
ケ
ア
す
る
者
」
も
「
ケ
ア
さ
れ
る
者
」
も
含
ん
だ
「
関
係
＝

包
括
的
な
場
」
に
あ
り
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
は
そ
こ
に
お
け
る
「
ケ
ア

す
る
者
」
の
視
点
を
通
し
て
ケ
ア
リ
ン
グ
を
描
い
て
い
る
と
言
っ
た

方
が
正
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
後
藤
恭
子
氏
は
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

ケ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
た
っ
た
一
人
の
孤
独
な
人
間
は
考
え
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ア
す
る
者
は
、
そ
こ
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
を
受
け
、
自
ら
の
あ
り

方
を
省
察
し
、「
場
」
を
統
合
し
な
が
ら
ケ
ア
へ
と
向
か
っ
て
い
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
詳
論
は
で
き

な
い
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
同
じ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
シ
モ
ー
ヌ
・
ロ
ー
チ
氏
や
ト
マ
ス
・
デ
ュ
ベ
イ
氏
か
ら
も
窺

え
る
。
そ
う
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ケ
ア
リ
ン
グ
に
日
常

生
活
に
お
け
る
「
場
／
場
所
」
か
ら
宗
教
の
「
場
」、
そ
し
て
更
に

そ
の
底
の
「
場
」
に
触
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
木
氏
は
、「
私
は
自
我
の
限
界

を
内
省
的
に
自
覚
し
、
さ
ら
に
自
己
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
宗
教
的
現

実
に
つ
い
て
―
―
ま
ず
は
経
験
的
で
は
な
く
て
も
―
―
知
ら
さ
れ
、

知
る
こ
と
が
漸
進
的
な
回
心
へ
の
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

るÝ

」 

と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ケ
ア
リ
ン
グ
に
お
い

て
「
他
者
へ
の
願
い
や
思
い
」
を
意
識
し
省
察
し
て
い
く
こ
と
も
、

劇
的
な
「
目
覚
め
」
に
は
い
た
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
わ
れ
わ
れ
の
、

そ
の
日
常
に
お
け
る
「
気
づ
き
」
を
「
自
覚
」
へ
と
ゆ
る
や
か
に
導

い
て
く
れ
る
、「
創
造
的
空
」
へ
の
道
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ

座
を
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
で
語
ら

れ
て
い
る
「
場
」
も
、
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
ケ
ア
す
る
者
と
ケ

ア
さ
れ
る
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
て
い
る
「
場
」
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
八
木
氏
の
神
と
人
と
の
関
係
の
三
つ
の
層

で
言
う
な
ら
ば
、
人
が
織
り
成
し
、
作
り
出
す
文
化
や
社
会
が
あ
り
、

倫
理
が
あ
り
、
善
悪
が
あ
り
、
賞
罰
が
あ
る
、
価
値
と
反
価
値
（
無

価
値
）
と
が
分
か
れ
る
最
表
層
と
し
て
の
日
常
の
レ
ベ
ル
で
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
故
、メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
に
お
け
る「
場

（place

）」
は
、
八
木
氏
の
統
合
論
に
お
け
る
「
場
（field

）」
と
は

異
な
っ
て
は
い
るÜ

。
し
か
し
、
そ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
に
は
、
八
木
洋
一

氏
の
少
女
と
少
年
の
例
か
ら
見
て
取
ら
れ
た
織
り
重
な
っ
た
「
場

所
／
場
」
に
お
い
て
の
関
係
や
、
ま
た
先
に
挙
げ
た
八
木
氏
が
推
進

し
て
き
た
宗
教
間
対
話
と
同
様
の
構
造
や
は
た
ら
き
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
の
ケ
ア
リ
ン

グ
に
お
け
る
「
場
」
へ
の
感
謝
の
念
は
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
に
向
け

ら
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
「
場
」
か
ら
開
か
れ
て
、
よ
り
深
い
と

こ
ろ
に
ま
で
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ケ
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て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
八
木
先
生
の
お
は
た
ら
き
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
八
木
先
生
ご
自
身
に
よ
る
新
た
な
論
の
展
開
を
期
待
し
つ

つ
、
本
稿
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

参
考
文
献
Ⅰ

八
木
誠
一
『
新
約
思
想
の
成
立
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
三
年
。

八
木
誠
一
『
新
約
思
想
の
成
立
［
増
補
版
］』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
。

八
木
誠
一
『
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
と
実
存
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
七
年
。

八
木
誠
一
『
イ
エ
ス
』
清
水
書
院
、
一
九
六
八
年
。

八
木
誠
一
『
キ
リ
ス
ト
と
イ
エ
ス
』
講
談
社
、
一
九
六
九
年
。

八
木
誠
一
『
キ
リ
ス
ト
教
は
信
じ
う
る
か
―
―
本
質
の
探
究
』、
講
談
社
、

一
九
七
〇
年
。

八
木
誠
一
『
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
―
―
新
約
聖
書
の
証
し
す
る
も
の
』
精

神
開
発
叢
書
17
、
富
山
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
一
年
（
非
売
品
）。

八
木
誠
一
『
新
約
思
想
の
探
求
』
新
教
出
版
社
、
一
九
七
二
年
。

八
木
誠
一
『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
』
法
蔵
館
、
一
九
七
五
年
。

八
木
誠
一
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
探
求
―
愛
と
は
何
か
・
生
き
る
と
は
何
か
』

産
報
、
一
九
七
六
年
。

ろ
う
か
。お

わ
り
に

八
木
誠
一
先
生
は
、
新
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
』
で
、
主
に
「
主

-

客
直
接
経
験
」
に
重
点
を
置
い
て
「
創
造
的
空
」
へ
と
い
た
る
道

に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
、「
我-

直
接
経
験
」
に
つ
い
て
は
表
立

っ
て
は
あ
ま
り
論
じ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、そ
う
し
た「
我

-

直
接
経
験
」
か
ら
「
創
造
的
空
」
へ
と
い
た
る
道
を
模
索
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
試
論
で
あ
っ
た
。ま
た
、そ
の「
直
接
経
験
」も
、「
劇

的
な
目
覚
め
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
別
の
あ
り
様
を
模
索
す

る
試
論
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
八
木
先
生
の
場
所

論
的
神
学
の
統
合
論
に
お
け
る「
対
話
」と「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

に
着
目
し
て
論
じ
、
そ
こ
か
ら
メ
イ
ヤ
ロ
フ
氏
な
ど
の
ケ
ア
リ
ン
グ

論
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
日
常
の
出
会
い
／
対
話
／
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
／
ケ
ア
リ
ン
グ

に
お
け
る
劇
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い「
自
覚
」と「
省
察
」も
、「
創

造
的
空
」
へ
の
道
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
望
み
が
見
え
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八
木
誠
一
『
場
所
論
と
し
て
の
宗
教
哲
学
―
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
交
点
に

立
っ
て
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
六
年
。

八
木
誠
一
『
イ
エ
ス
の
宗
教
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

八
木
誠
一
『〈
は
た
ら
く
神
〉
の
神
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
。

八
木
誠
一
『
回
心 

イ
エ
ス
が
見
つ
け
た
泉
へ
』
ぷ
ね
う
ま
舎
、二
〇
一
六
年
。

八
木
誠
一
『
創
造
的
空
へ
の
道　

統
合
・
信
・
瞑
想
』
ぷ
ね
う
ま
舎
、

二
〇
一
八
年
。

滝
沢
克
己
、
八
木
誠
一
編
／
秋
月
龍
珉
、
中
村
悦
也
著
『
神
は
ど
こ
で
見
出

さ
れ
る
か
』
三
一
書
房
、
一
九
七
七
年
。

八
木
誠
一
編『
現
代
に
と
っ
て
宗
教
と
は
』日
本
経
済
新
聞
社
、一
九
七
九
年
。

（
対
談
相
手
：
野
呂
芳
男
、高
木
幹
太
、深
津
文
雄
、井
上
洋
治
、久
松
真
一
、

秋
月
龍
珉
、
石
田
慶
和
、
武
内
義
範
、
久
山
康
）

久
松
真
一
・
八
木
誠
一
『
覚
の
宗
教
』
春
風
社
、
一
九
八
〇
年
。

八
木
誠
一
、
阿
部
正
雄
編
著
／
秋
月
龍
珉
、
本
多
正
昭
共
著
『
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
―
―
滝
沢
克
己
と
の
対
話
を
求
め
て
』
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
。

岸
田
秀
、
八
木
誠
一
『
自
我
の
行
方
』
春
秋
社
、
一
九
八
二
年
。

八
木
誠
一
編
『
キ
リ
ス
ト
教
の
根
拠
と
本
質
』
理
想
社
、
一
九
八
二
年
。（
対

談
相
手
：
楢
崎
成
直
、
菊
田
義
孝
、
Ｗ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
、
八
木
洋
一
、
玉

城
康
四
郎
、
井
上
忠
、
加
賀
乙
彦
）

八
木
誠
一
、
秋
月
龍
珉
『
歴
史
の
イ
エ
ス
を
語
る
―
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の

八
木
誠
一
『
愛
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
。

八
木
誠
一
『
イ
エ
ス
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
青
土
社
、
一
九
七
九
年
。

八
木
誠
一
『
パ
ウ
ロ
』
清
水
書
院
、
一
九
八
〇
年
。

八
木
誠
一
『
パ
ウ
ロ
・
親
鸞
＊
イ
エ
ス
・
禅
』
法
藏
館
、
一
九
八
三
年
。

八
木
誠
一
『
自
我
の
虚
構
と
宗
教
』
春
秋
社
、
一
九
八
四
年
。

八
木
誠
一
『
ほ
ん
と
う
の
生
き
方
を
求
め
て
―
共
存
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
』
講

談
社
、
一
九
八
五
年
。

八
木
誠
一
『
イ
エ
ス
と
現
代
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
六
年
。

八
木
誠
一
『
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
―
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相
互
理
解
の

た
め
に
』
法
藏
館
、
一
九
八
八
年
。

八
木
誠
一
『
宗
教
と
言
語 

宗
教
の
言
語
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、

一
九
九
五
年
。

八
木
誠
一
『
宗
教
と
は
何
か
―
―
現
代
思
想
か
ら
宗
教
へ
』
法
藏
館
、

一
九
九
八
年
。

八
木
誠
一
『［
増
補
新
版
］
パ
ウ
ロ
・
親
鸞
＊
イ
エ
ス
・
禅
』
法
藏
館
、

二
〇
〇
〇
年
。

八
木
誠
一
『
新
約
思
想
の
構
造
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

八
木
誠
一
『
ふ
く
ろ
う
の
つ
ぶ
や
き
～
思
想
の
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
～
』

久
美
出
版
、
二
〇
〇
五
年
。

八
木
誠
一
『［
増
補
］
イ
エ
ス
と
現
代
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
。
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八
木
誠
一
、
得
永
幸
子
『
終
を
み
つ
め
て 

往
復
書
簡 

風
の
よ
う
に
』
ぷ
ね

う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
。

八
木
誠
一
「
コ
ミ
ュ
ニ
カ
ン
ト
と
し
て
の
介
護
者　

介
護
の
豊
か
さ
に
つ
い

て
」
増
田
樹
郎
・
山
本
誠
編
『
解
く 

介
護
の
思
想
―
―
な
ぜ
人
は
介
護

す
る
の
か
』（
シ
リ
ー
ズ
〈
介
護
の
世
界
〉
第
一
巻
）
久
美
、二
〇
〇
四
年
、

一
～
一
三
頁
。

参
考
文
献
Ⅱ

浅
見
洋
『
新
版 

西
田
幾
多
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
』
朝
文
社
、
二
〇
〇
九

年
（
初
版
：
二
〇
〇
〇
年
）。

浅
見
洋
『
西
田
幾
多
郎
―
生
命
と
宗
教
に
深
ま
り
ゆ
く
思
索
』
春
風
社
、

二
〇
〇
九
年
。

鎌
野
育
代
「
家
庭
科
に
お
け
る
『
ケ
ア
リ
ン
グ
』
の
教
育
実
践
の
検
討
」『
千

葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
六
一
巻
、
二
二
七
～
二
三
二
頁
。

後
藤
恭
子
「
教
育
に
お
け
る
ケ
ア
リ
ン
グ
再
考
―
―
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ

ン
グ
論
を
中
心
に
」
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
学
会
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
研

究
』
二
六
号
、
二
〇
〇
九
年
、
三
九
～
五
二
頁
。

品
川
哲
彦
『
正
義
と
境
を
接
す
る
も
の
―
―
責
任
と
い
う
原
理
と
ケ
ア
の
倫

理
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。

対
話
の
た
め
に
―
』
春
秋
社
、
一
九
八
四
年
。

八
木
誠
一
、
秋
月
龍
珉
『「
般
若
心
経
」
を
解
く
―
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対

話
―
』
講
談
社
、
一
九
八
五
年
。

八
木
誠
一
、
秋
月
龍
珉
『
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
』
青
土
社
、
一
九
八
五
年
。

岸
田
秀
、
八
木
誠
一
『［
増
補
］
自
我
の
行
方
』
春
風
社
、
一
九
八
五
年
。

久
松
真
一
、八
木
誠
一
『
覚
の
宗
教
〈
増
補
版
〉』
春
秋
社
、
一
九
八
六
年
。

Seiichi Yagi/ Leonard Sw
idler, Front-Struktur als Brücke von buddhisti-

schen zum
 christlichen D

enken, C
hr. K

aiser M
ünchen, 1988. (Seiichi 

Yagi/Leonard Sw
idler, A

 Bridge to Buddhist-Christian D
ialogue, Paulist 

Press, 1990).

西
谷
啓
治
、
八
木
誠
一
『
直
接
経
験
―
―
西
洋
精
神
史
と
宗
教
』
春
秋
社
、

一
九
八
九
年
。

八
木
誠
一
、
秋
月
龍
珉
『
親
鸞
と
パ
ウ
ロ
』
青
土
社
、
一
九
八
九
年
。

八
木
誠
一
、秋
月
龍
珉
『
禅
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
青
土
社
、一
九
八
九
年
。

八
木
誠
一
、
秋
月
龍
珉
『
ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る
と
き
―
―
仏
教
と
キ
リ
ス

ト
教
の
宗
教
哲
学
的
対
話
』
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
。

八
木
誠
一
、
秋
月
龍
珉
『
無
心
と
神
の
国
―
―
宗
教
に
お
け
る
〈
自
然
〉』

青
土
社
、
一
九
九
六
年
。

上
田
閑
照
、
八
木
誠
一
『
対
談
評
釈 

イ
エ
ス
の
言
葉
／
禅
の
言
葉
』
岩
波

書
店
、
二
〇
一
〇
年
。
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西
田
絵
美
「
看
護
に
お
け
る
〈
ケ
ア
リ
ン
グ
〉
の
基
底
原
理
へ
の
視
座
：
〈
ケ

ア
リ
ン
グ
〉
と
は
何
か
」
日
本
看
護
学
会
『
日
本
看
護
倫
理
学
会
誌
』
第

一
〇
巻
、
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
、
八
～
一
五
頁
。

西
谷
啓
治
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
三
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
。

藤
原
治
美
「
ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
論
と
看
護
」『
京
都
大
学
医

療
技
術
短
期
大
学
部
紀
要
』
別
冊
、
健
康
人
間
学
二
巻
、
一
九
九
〇
年
、

一
五
～
二
〇
頁
。

八
木
洋
一「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
語
源
と
そ
の
原
像
」『
四
国
学
院
大
学
』

第
九
九
号
、
四
国
学
院
文
化
学
会
、
一
九
九
九
年
、
二
五
～
四
七
頁
。

八
木
洋
一
「
語
り
合
う
身
体
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〉
と
し
て
の
ケ

ア
試
論
」
増
田
樹
郎
・
山
本
誠
編
『
解
く 

介
護
の
思
想
―
な
ぜ
人
は
介
護

す
る
の
か
―
』（
シ
リ
ー
ズ〈
介
護
の
世
界
〉第
一
巻
）久
美
、二
〇
〇
四
年
、

七
一
～
九
一
頁
。

安
井
絢
子
「
ケ
ア
と
は
何
か
―
メ
イ
ヤ
ロ
フ
、
ギ
リ
ガ
ン
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス

に
と
っ
て
の
『
ケ
ア
』」
京
都
大
学
哲
学
論
叢
刊
行
会
『
哲
学
論
叢
』
37

巻
別
冊
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
九
～
一
三
〇
頁
。

D
ubay, Thom

as, Caring: A
 Biblical Theology of Com

m
unity, D

im
ention 

Books, 1973.
H

eidegger, M
artin, Sein und Zeit, M

ax, N
iem

eyer Verlag, 2001 (1927).
Kuhse, H

elga, Caring: N
urses, W

om
en and Ethics, O

xford, Blackw
ell pub-

高
橋
隆
雄
「
メ
イ
ヤ
ロ
フ
：
ケ
ア
論
へ
の
道
」
熊
本
大
学
倫
理
学
研
究
室
『
先

端
倫
理
研
究
』
七
巻
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
一
～
一
二
六
頁
。

永
島
す
み
え
「
人
間
関
係
構
築
に
お
け
る
ケ
ア
リ
ン
グ
の
研
究
―
関
係

性
に
お
け
る
相
互
作
用
の
様
態
―
」（
佛
教
大
学
大
学
院
博
士
論
文
）

二
〇
一
六
年
。

中
野
啓
明
「
メ
イ
ヤ
ロ
フ
と
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
分
岐
点
」『
新
潟
青
陵
女
子

短
期
大
学
研
究
報
告
』
第
二
九
号
、
一
九
九
九
年
、
七
一
～
八
〇
頁
。

中
野
啓
明
「
メ
イ
ヤ
ロ
フ
と
ハ
ル
ト
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
」
中
野
啓
明
、
伊
藤

博
美
、
立
山
善
康
編
『
ケ
ア
リ
ン
グ
の
現
在
―
倫
理
・
教
育
・
看
護
・
福

祉
の
境
界
を
越
え
て
―
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。

長
町
裕
司
編
著
『
ド
イ
ツ
神
秘
思
想
〈
と
〉
京
都
学
派
の
宗
教
哲
学
―

九
十
二
歳
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
る
、
上
田
閑
照
先
生
に
感
謝
を
込
め
て
―
』

教
友
社
、
二
〇
一
八
年
。

中
村
博
武
、
古
荘
匡
義
、
本
多
真
、
岡
崎
秀
麿
『
宗
教
を
開
く
―
宗
教
多
元

主
義
を
越
え
て
』
聖
公
会
出
版
、
二
〇
一
五
年
。

中
山
將
、
高
橋
隆
雄
編
『
ケ
ア
論
の
射
程
（
熊
本
大
学
生
命
倫
理
研
究
会
論

集
二
）』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。

西
田
絵
美
「
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
論
の
構
造
と
本
質
」『
佛
教
大
学

大
学
院
紀
要　

教
育
学
研
究
科
篇
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
五
年
、
三
五
～

五
一
頁
。
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～
一
六
七
頁
）。

2
 

八
木
、
二
〇
一
八
年
、
二
六
三
頁
。

3
 

既
に
前
著
で
あ
る
『
回
心
』
で
「
創
造
的
空
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
扱
い
は
少
な
く
、「
創
造
的
空
」
を
全
面
に
押
し
出

し
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
新
著
に
お
い
て
で
あ
る
。

4
 

八
木
、
二
〇
一
八
年
、
二
六
三
頁
。

5
 

八
木
、
秋
月
、
一
九
八
九
年
、
三
二
六
～
三
二
七
頁
（
傍
点
著
者
）。

6
 

八
木
、
二
〇
一
二
年
、
ⅵ
頁
。

7
 

八
木
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
八
頁
、
八
木
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
二
頁
。

ま
た
、
八
木
、
秋
月
、
一
九
八
四
年
、
一
一
八
、一
五
三
頁
、
八
木
、

秋
月
、
一
九
九
〇
年
、
二
六
六
、二
六
七
、二
九
九
頁
、
八
木
、
秋
月
、

一
九
九
六
年
、
六
六
～
六
七
、一
八
〇
頁
な
ど
で
も
、
す
で
に
最
深
の

層
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

8
 

八
木
、
二
〇
一
六
年
、
一
八
二
頁
。

9
 

八
木
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
二
～
一
四
頁
。

0
 

八
木
、
二
〇
一
六
年
、
三
、二
〇
〇
頁
。

a
 

同
書
、
一
九
〇
頁
。

b
 

八
木
、
二
〇
一
八
年
、
二
頁
。

c
 

同
書
、
二
七
頁
。

d
 

同
書
、
六
五
～
七
二
頁
。

lishers, 1997.

（
ヘ
ル
ガ
・
ク
ー
ゼ
『
ケ
ア
リ
ン
グ
―
看
護
婦
・
女
性
・
倫

理
』
メ
デ
ィ
カ
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。）

M
ayeroff, M

ilton, “O
n C

aring,” International Philosophical Q
uarterly  5 

(1965): pp. 462–74.

（
田
村
真
・
向
野
宣
之
訳
「
付
録
Ⅰ 

ケ
ア
す
る
こ
と
」

『
ケ
ア
の
本
質
―
―
生
き
る
こ
と
の
意
味
』
ゆ
み
る
出
版
、
一
九
八
七
年
、

一
八
三
～
二
一
五
頁
。）

M
ayeroff, M

ilton, O
n Caring, H

arper &
 Row, 1971 (1990). （

田
村
真
・

向
野
宣
之
訳
『
ケ
ア
の
本
質
―
生
き
る
こ
と
の
意
味
』
ゆ
み
る
出
版
、

一
九
八
七
年
。）

N
oddings, N

el, Caring: A
 Fem

inine Approach to Ethics &
 M

oral Educa-
tion, U

niversity of C
alifornia Press, 1984.

Roach, M
. Sim

one, Th
e H

um
an Act of Caring: A

 Blueprint for the H
ealth 

Professions, Revised Edition, C
anadian H

ospital A
ssociation Press, 

1992.

（
鈴
木
智
之
・
操
華
子
・
森
岡
崇
訳
『
ア
ク
ト
・
オ
ブ
・
ケ
ア
リ
ン

グ
―
ケ
ア
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
』
ゆ
み
る
出
版
、
一
九
九
六
年
。）

註

1
 

『
日
本
の
神
学
』
五
八
号
掲
載
の
拙
書
評
を
も
と
に
大
幅
に
加
筆
修
正
。

（
鳥
居
雅
志
「
八
木
誠
一
著
『
創
造
的
空
へ
の
道
―
―
統
合
・
信
・
瞑
想
』」

日
本
基
督
教
学
会
『
日
本
の
神
学
』
五
八
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
六
二
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n
 

同
書
、
一
八
二
頁
。

o
 

こ
の
点
に
注
意
し
て
お
か
な
い
と
、
八
木
氏
の
著
作
を
誤
解
し
な
が
ら

読
む
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
八
木
氏
は
こ
れ
ま
で
の
著
作
で

も
幾
度
も
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

p
 

八
木
、
二
〇
一
八
年
、
二
二
九
頁
。

q
 

同
書
、
二
三
六
頁
。

r
 

同
書
、
二
四
一
頁
。

s
 

八
木
、
二
〇
一
二
年
、
八
一
頁
。

t
 

八
木
、
一
九
七
五
年
、
三
五
四
～
三
五
五
頁
。

u
 

八
木
、
二
〇
〇
六
年
、
ⅵ
～
一
〇
九
頁
。

v
 

八
木
、
二
〇
一
二
年
、
四
五
頁
。

w
 

八
木
、
二
〇
〇
二
年
、
五
五
頁
。

x
 

八
木
、
二
〇
一
二
年
、
六
七
頁
。

y
 

八
木
、
二
〇
〇
二
年
、
四
二
頁
。

z
 

同
書
、
四
二
～
四
三
頁
。

A
 

同
上
。

B
 

同
書
、
四
三
頁
。

C
 

八
木
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
頁
。

D
 

浅
見
、
二
〇
〇
九
年
（
二
〇
〇
〇
年
）、
三
一
〇
頁
。

E
 

上
田
、
八
木
、
二
〇
一
〇
年
、
二
六
九
頁
。

e
 

同
書
、
三
五
頁
。

f
 

同
書
、
八
八
～
八
九
頁
。

g
 

同
書
、
一
五
九
～
一
六
〇
頁
。

h
 

な
お
、『
創
造
的
空
へ
の
道
』
で
は
、「
自
己
・
自
我
直
接
経
験
」
と
「
自

己-

自
我
直
接
経
験
」
と
い
う
二
つ
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、「
単
な
る
自
我
」
を
破
っ
て
「
自
己
」
に
生
か
さ
れ
て
い
る
私

の
あ
り
様
に
関
し
て
は
、「
自
己
」
が
「
自
我
」
に
は
た
ら
き
か
け
る

の
で
あ
る
か
ら
、「
自
己
・
自
我
」（
こ
の
場
合
の
「
・
」
に
は
「
→
」

の
意
味
が
含
ま
れ
る
）
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
、
直
接
経
験
の
場
合
は
、

他
の
二
つ
が
「
主-

客
直
接
経
験
」
と
「
我-
直
接
経
験
」
の
よ
う
に

直
接
経
験
を
経
験
す
る
者
が
左
側
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

『〈
は
た
ら
く
神
〉
の
神
学
』
や
『
回
心
』
な
ど
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た

よ
う
に
、
直
接
経
験
の
場
合
は
「
自
我-

自
己
」
と
い
う
表
記
が
妥
当

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
に
表
記
す
る
こ

と
と
す
る
。

i
 

八
木
、
二
〇
一
八
年
、
一
八
六
頁
。

j
 

同
書
、
二
二
二
頁
。

k
 

同
書
、
一
九
二
頁
。

l
 

同
書
、
二
二
一
頁
。

m
 

同
書
、
二
二
八
～
二
二
九
頁
。



70 

O
 

同
論
文
、
二
五
頁
。

P
 

同
論
文
、
三
四
～
三
九
頁
。

Q
 

同
論
文
、
三
五
頁
。

R
 

同
論
文
、
三
八
頁
。

S
 

同
論
文
、
三
八
～
三
九
頁
。

T
 

M
ayeroff, 1971, pp. 2–3. 

（
一
六
頁
。）

U
 

「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
は
、
西
田
絵
美
氏
が
言
う
よ
う
に
、
看
護
の
世
界
で

一
時
流
行
の
よ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
、
多
く
の
関
係
書
籍
や
研
究
論
文

の
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
や
や
色
褪
せ
て
し
ま
っ

て
い
る
感
は
あ
る
。
し
か
し
西
田
氏
は
、
そ
れ
は
ケ
ア
リ
ン
グ
に
問
題

が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
西
田
氏
が
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま

で
に
日
本
で
報
告
さ
れ
た
一
三
〇
編
の
看
護
の
研
究
論
文
を
通
し
て
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
主
客
二
元
論
的
な
思
考
図
式
が
根
底
に
あ
り
、

そ
こ
か
ら
ケ
ア
リ
ン
グ
の
内
容
を
、「
行
動
・
行
為
」
と
「
心
の
あ
り

よ
う
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
そ
の
二
元
論
的
な
思
考
図

式
を
突
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ケ
ア
リ
ン
グ
の
本
質
的
把
握
に
つ
な
げ

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
西
田
、
二
〇
一
八
年
、
九

～
一
〇
頁
）。

V
 

「
ケ
ア
」
と
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
と
い
う
語
は
様
々
な
分
野
で
用
い
ら
れ

F
 

同
書
、
二
七
〇
頁
。

G
 

同
書
、
二
七
一
頁
。

H
 

同
書
、
一
五
六
～
一
五
七
頁
。
長
町
、
一
七
～
二
〇
頁
。

I
 

上
田
、
八
木
、
二
〇
一
〇
年
、
二
七
一
頁
。

J
 

同
書
、
二
八
九
頁
。

K
 

同
書
、
二
八
九
頁
。

L
 

八
木
、
秋
月
、
一
九
九
〇
年
、
二
九
五
頁
。

M
 

筆
者
も
頻
繁
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
峯
岸
正
典
老
師
主
催
の

宗
教
間
対
話
研
究
所
で
は
、
様
々
な
宗
教
の
専
門
家
と
接
す
る
こ
と
に

よ
り
、
新
た
な
見
識
・
見
解
を
得
る
と
と
も
に
、
自
身
の
宗
教
を
問
い

直
し
つ
つ
深
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
主
旨
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
参
加
者
の
末
席
を
汚
し
て
い
る
だ
け
の
、
宗
教
者
で
も
な
い
筆

者
に
よ
る
烏
滸
が
ま
し
い
物
言
い
と
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
開
か
れ
た
宗

教
間
対
話
の
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
と
は
、
こ

う
し
た
宗
教
者
の
は
た
ら
き
を
、
各
宗
教
教
団
が
ど
の
よ
う
に
汲
み
取

っ
て
い
け
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

N
 

八
木
洋
一
、一
九
九
九
年
三
月
、
二
五
～
四
七
頁
。
尚
、
八
木
誠
一
氏

と
八
木
洋
一
氏
と
の
区
別
を
付
け
る
為
に
、
八
木
誠
一
氏
に
関
し
て
は

姓
の
み
を
記
し
、
八
木
洋
一
氏
に
関
し
て
は
常
に
姓
名
を
記
す
こ
と
と

す
る
。



71 ――― 東西宗教研究　第 19 号・2020 年

.
 

M
ayeroff, 1965, p. 467

（
一
九
六
～
一
九
七
頁
。）

/
 

ibid., p. 464.

（
一
八
七
頁
。）

!
 

ibid.

（
同
上
。）

@
 

ibid., p. 467.

（
一
九
七
頁
。
傍
点
著
者
、
原
文
は
斜
体
。）

#
 

M
ayeroff, 1971, pp. 2–3.

（
一
五
～
一
六
頁
。）

$
 

ibid., p. 85.

（
一
四
三
～
一
四
四
頁
。）

%
 

ibid., pp. 68–69.

（
一
一
五
～
一
一
七
頁
。）

[
 

ibid., p. 92.

（
一
五
六
頁
。
傍
点
著
者
、
原
文
は
斜
体
。）

\
 

ibid., pp. 93–94.

（
一
五
七
～
一
五
九
頁
。）

]
 

M
ayeroff, 1965, p. 473.

（
二
一
三
頁
）;  1971, p. 102

（
一
七
六
頁
）、

p. 103.

（
一
七
九
～
一
八
〇
頁
。）

^
 

Kuhse, p. 148.

（
一
八
七
頁
。）

_
 

西
田
、
二
〇
一
八
年
。

ß
 

同
論
文
、
一
二
～
一
三
頁
。

Ő
 

同
上
。

Ö
 

同
論
文
、
一
四
頁
。

Đ
 

N
ell N

oddings, Caring, 1984, p. 9.

（
一
九
九
七
年
、一
四
～
一
五
頁
。）

Ř
 

安
井
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
一
～
一
二
二
頁
。

Ů
 

後
藤
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
頁
。

Ú
 

同
上
。

て
い
る
が
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
、
永
島
す
み
え
氏
は
、
佛
教
大
学
大

学
院
へ
の
学
位
請
求
論
文
「
人
間
関
係
構
築
に
お
け
る
ケ
ア
リ
ン
グ
の

研
究
―
関
係
性
に
お
け
る
相
互
作
用
の
様
態
―
」
で
、
次
の
よ
う
に
し

て
い
る
。（
永
島
、
二
〇
一
六
年
、
六
六
頁
）。

 
 

ケ
ア
…
案
じ
て
関
心
を
寄
せ
、
愛
情
を
抱
い
て
世
話
を
し
、
責
任
や

義
務
の
下
に
保
護
・
管
理
・
教
育
す
る
者
と
し
て
の
一
人
称
の
視
点
か

ら
の
行
為

 
 

ケ
ア
リ
ン
グ
…
被
ケ
ア
者
が
ど
の
よ
う
に
ケ
ア
者
の
ケ
ア
行
為
を
判

断
す
る
か
を
包
含
す
る
「
思
い
や
り
の
あ
る
」
や
「
理
解
力
の
あ
る
」

と
い
っ
た
、
ケ
ア
者
へ
の
評
価
ま
で
を
も
意
識
す
る
二
人
称
の
視
点
が

加
え
ら
れ
、
被
ケ
ア
者
と
ケ
ア
者
、
相
互
の
思
い
や
判
断
を
考
慮
に
入

れ
る
職
業
上
の
継
続
す
る
行
為
。

W
 

以
下
の
論
述
は
、『
比
較
思
想
研
究
』
四
四
号
掲
載
の
拙
論
文
や
、『
キ

リ
ス
ト
教
教
育
研
究
』
三
五
号
掲
載
の
拙
論
文
、
二
〇
一
六
年
度
の
日

本
基
督
教
学
会
関
東
支
部
会
で
の
拙
発
表
原
稿
、
二
〇
一
九
年
二
月
に

行
っ
た
宗
教
間
対
話
研
究
所
で
の
拙
発
表
な
ど
を
も
と
に
し
て
い
る
。

X
 

M
ayeroff, 1965, p. 463

（
一
八
五
頁
。）
傍
点
引
用
者
。

Y
 

ibid., p. 473.

（
二
一
一
～
二
一
三
頁
。）

Z
 

ibid.

（
二
一
三
頁
。）

,
 

M
ayeroff, 1971, p. 1 （

一
三
頁
。）



72 

Ű
 

同
上
。

Ü
 

八
木
氏
は
「
場
」
の
こ
と
を
、『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
』
の

四
八
頁
で
は
「
場
（
フ
ィ
ー
ル
ド
・
作
用
の
場
）」
と
、
一
七
三
頁
で

は
「
場
」（
作
用
の
場
、field

）
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
田
氏
と

の
対
談
の
書
『
対
談
評
釈
』
の
一
三
四
頁
で
は
、「
プ
レ
イ
ス
」
で
は

何
か
平
面
的
な
広
が
り
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、「
場
」
に
は
立

体
的
で
か
つ
広
い
と
い
う
語
幹
が
あ
る
た
め
、「
プ
レ
イ
ス
」
で
は
な

く
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
と
い
う
言
葉
が
し
っ
く
り
と
く
る
と
言
っ
て
い
る
。

で
は
、「
場
所
」
は
何
と
訳
す
か
。「
プ
レ
イ
ス
」
と
訳
す
と
い
う
の
も

一
案
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ý
 

八
木
、
二
〇
一
六
年
、
一
九
〇
頁
。

と
り
い
・
ま
さ
し 

立
教
大
学
大
学
院
兼
任
講
師

鶴
岡�

大
変
充
実
し
た
ご
発
表
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
は

司
会
に
徹
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
一
応
ち
ょ
っ
と

だ
け
、
非
常
に
豊
か
な
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
触
れ
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
振
り
返
っ
て
み

ま
す
。
ま
ず
、
お
配
り
い
た
だ
い
た
読
み
上
げ
原
稿
の
最

後
に
、
八
木
先
生
の
著
作
目
録
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
も
、

八
木
先
生
の
本
は
そ
れ
な
り
に
持
っ
て
い
て
、
ず
い
ぶ
ん

読
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
、
読
ん
で
な
い
も
の
も
た
く
さ
ん

あ
っ
て
、
こ
れ
は
わ
た
し
に
は
大
変
助
か
り
ま
す
。
鳥
居

さ
ん
は
、
こ
れ
を
全
部
丁
寧
に
読
ま
れ
て
、
八
木
先
生
の

お
仕
事
を
本
当
に
広
く
、
よ
く
理
解
さ
れ
て
る
と
い
う
印

象
を
持
ち
ま
し
た
。

討
議
Ⅱ 

応
答
者
・
司 

会　

鶴
岡
賀
雄
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教
と
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
実
践
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
伝
統
的
に
伝
わ
っ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
、
あ

る
い
は
仏
教
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
も
、
も
う

通
じ
な
い
場
所
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
現
代

と
捉
え
た
上
で
、
瞑
想
と
は
別
の
実
践
の
形
と
し
て
、
ケ

ア
と
い
う
、
人
が
人
と
ふ
つ
う
に
か
か
わ
る
と
い
う
現
場

に
注
目
し
て
、
着
目
し
て
、
そ
の
場
所
か
ら
鳥
居
さ
ん
な

り
の
八
木
宗
教
哲
学
理
解
を
語
ら
れ
た
も
の
と
承
り
ま
し

た
。
そ
れ
自
体
、
非
常
に
意
欲
的
で
可
能
性
が
あ
る
し
、

共
感
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
感
じ
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
質
疑
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
、

や
は
り
八
木
先
生
に
、
ご
自
身
の
お
仕
事
に
つ
い
て
の
鳥

居
さ
ん
な
り
の
理
解
で
、
こ
こ
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
あ

れ
ば
、
ま
ず
言
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

な
い
と
何
か
、
空
を
打
っ
て
る
よ
う
な
議
論
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
せ
ん
か
ら
。
あ
る
い
は
何
か
補
っ
て
い
た
だ
い
て

も
、
そ
れ
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
鳥
居
さ
ん
が
論
じ
ら
れ
た

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
八
木
先
生
の
や
ら
れ
て
る
こ
と
を

ち
ょ
っ
と
だ
け
確
認
し
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
八
木
先
生

自
身
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
、
き
ょ
う
の
レ
ジ
ュ
メ
の

一
ペ
ー
ジ
の
一
番
上
に
あ
り
ま
す
。
①
新
約
聖
書
は
何
を

語
り
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
②
そ
れ
を
現
代
の
言
葉

で
言
い
直
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
③
そ
こ
に
い
た
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
れ
を
、
鳥
居
さ
ん
な
り
に
正

面
か
ら
受
け
と
め
て
、
特
に
②
と
③
で
す
ね
。
現
代
の
言

葉
で
新
約
聖
書
の
使
信
と
い
う
か
、
イ
エ
ス
の
宗
教
と
い

う
か
、
そ
れ
を
語
る
と
き
に
、
思
い
切
っ
て
、
ケ
ア
の
現

場
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
通
用
す
る

言
葉
な
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
う
い
う
形

で
、
八
木
先
生
の
宗
教
哲
学
な
り
、
神
学
を
鳥
居
さ
ん
な

り
に
引
き
継
ご
う
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
承
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
は
、
だ
か
ら
、
イ
エ
ス
の
教
え
の
実
践
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
も
、
瞑
想
と
い
う
、
所
謂
宗
教
的
な
実
践

も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
も
し
か
し
た
ら
、
も
う
宗
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祉
の
人
た
ち
は
僕
の
理
論
を
生
か
し
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
も
う
、
専
ら
社
会
福
祉
の
人
に
向

け
て
書
こ
う
か
な
と
思
っ
た
り
も
す
る
ん
で
す
が
。

今
、
鳥
居
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、

我-

汝
直
接
経
験
っ
て
、
実
は
書
こ
う
と
思
っ
た
ん
だ
け

ど
、
複
雑
に
な
り
過
ぎ
る
か
ら
。
お
ま
け
に
、「
我-

汝
関

係
」
は
極
と
極
の
関
係
に
含
め
ち
ゃ
っ
た
も
の
で
す
か
ら

ね
。
特
に
は
書
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
撤
回
し

た
わ
け
じ
ゃ
全
然
な
い
の
で
。
我
と
汝
関
係
と
い
う
の
は
、

ほ
か
の
関
係
と
違
っ
た
特
別
性
が
あ
り
ま
す
の
で
ね
。
た

と
え
ば
、
そ
こ
で
は
相
手
が
す
べ
て
に
な
る
瞬
間
が
あ
っ

た
り
す
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
永
続
的
に
や
っ
ち
ゃ
い
け

な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
相
手
の
絶
対
化
に
な
る
か
ら
。
そ

れ
が
あ
る
し
。
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
特
に
こ
う
い
う

こ
と
は
言
え
ま
す
よ
ね
。
共
同
体
が
キ
リ
ス
ト
の
体
に
な

る
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
け
れ
ど
も
、
対
人
関
係
の

ほ
う
が
易
し
い
で
す
ね
、
た
と
え
ば
パ
ウ
ロ
が
、
何
で
も

ケ
ア
の
現
場
、
あ
る
い
は
我-

汝
関
係
の
直
接
経
験
の
可
能

性
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
創
造
的
空
に
ま
で
至
る
経
路
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
に
関
し
て
、
既
に
お
書
き
に
な
っ
て

い
る
こ
と
も
含
め
て
、
何
か
ご
説
明
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

八
木�

じ
ゃ
あ
、
簡
単
に
一
つ
。
妙
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
ね
。

四
国
学
院
に
行
っ
た
と
き
、
集
中
講
義
で
行
っ
た
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
授
業
は
文
学
部
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
実
際
に

来
た
人
た
ち
は
社
会
福
祉
学
部
の
人
が
多
い
ん
で
す
。
そ

れ
以
来
、
八
木
洋
一
君
も
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
僕
の

本
に
共
感
し
て
く
れ
る
の
は
社
会
福
祉
関
係
の
人
な
ん
で

す
よ
。
そ
れ
で
、
最
近
も
、
社
会
福
祉
原
論
も
書
く
け
れ

ど
も
、
統
合
論
を
基
礎
論
に
据
え
る
か
ら
、
詳
し
い
話
を

聞
か
せ
て
く
れ
っ
て
来
た
方
が
あ
っ
た
り
し
ま
し
て
ね
。

と
こ
ろ
が
、
哲
学
と
か
神
学
関
係
の
人
た
ち
は
、
ま
ず
け

ち
を
つ
け
る
な
。
ま
ず
、
部
分
に
け
ち
つ
け
て
、
全
体
を

排
除
し
よ
う
と
す
る
人
が
結
構
い
る
ん
だ
け
ど
、
社
会
福
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言
わ
な
い
。プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
割
と
や
ら
な
い
。し
か
し
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
愛
し
合
う
と
い
う
こ
と

が
事
実
上
の
修
行
に
な
る
は
ず
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
よ

く
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
。
鳥
居
さ
ん
は
そ
こ
に

着
目
し
て
、
そ
こ
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
僕

は
非
常
に
共
感
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
そ
う
い
う
問
題
と
、
社
会
福
祉
と
い
う
、
一
つ

の
制
度
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
の
間
に
ギ
ャ
ッ

プ
が
生
じ
る
の
で
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
ど
う
な
の
か
な
と
。

こ
れ
は
気
に
な
っ
て
る
と
こ
ろ
で
す
。

鶴
岡�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
あ
と
一
五
分
ぐ
ら

い
は
時
間
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
な
た
で
も
。

鳥
居�

過
分
な
ご
評
価
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
で
す
ね
。

制
度
、
看
護
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
、
ケ
ア
リ
ン
グ

の
中
に
そ
う
い
っ
た
宗
教
的
な
関
係
と
い
っ
た
も
の
を
見

る
と
い
う
の
は
、
今
回
の
発
表
で
も
簡
単
に
触
れ
た
、
ク

ー
ゼ
さ
ん
で
す
ね
。
こ
の
人
は
、
や
は
り
看
護
師
に
と
っ

あ
り
だ
と
。
何
を
や
っ
て
も
い
い
け
ど
、
す
べ
て
が
役
に

立
つ
わ
け
じ
ゃ
な
い
（
１
コ
リ
ン
ト
一
〇
・
二
三
）
と
い
っ

た
場
合
に
は
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
が
働
く
こ
と
が
大
切
だ

と
言
い
た
い
ん
で
す
な
。
対
人
関
係
で
そ
れ
が
成
り
立
ち

易
い
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
教
会

全
体
が
キ
リ
ス
ト
の
働
き
の
場
に
な
る
と
い
う
の
は
、
実

際
上
は
非
常
に
困
難
で
。
と
こ
ろ
が
、
我-

汝
関
係
の
ほ
う

が
あ
り
得
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
、
た
だ
の
、
た
と
え

ば
恋
愛
関
係
と
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
あ
る
い

は
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
が
働
く
と

い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
実
際
、そ
う
い
う
場
所
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
場
所
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
に
目
を
開

く
道
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、

わ
た
し
、
昔
か
ら
言
っ
て
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
書

い
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
修
行
で
す
よ
ね
。
仏
教
の

人
は
修
行
を
一
生
懸
命
や
っ
て
る
。
悪
い
と
は
も
ち
ろ
ん
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も
そ
こ
で
生
か
さ
れ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
、
我-

汝
直
接
経
験

な
り
、
我-

汝
関
係
と
い
っ
た
こ
と
は
、
か
な
り
、
現
場
に

お
い
て
働
く
方
々
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
発
表
で
も
申
し

上
げ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
看
護
師
と
患
者
の
関
係
だ
け
で

は
な
く
て
、
日
常
生
活
で
の
わ
た
し
た
ち
の
か
か
わ
り
と

い
っ
た
こ
と
に
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
大
学
一
年
生
の
授
業
で
、
僕
は
二
百
人
ぐ

ら
い
の
学
生
と
や
り
と
り
し
て
る
と
き
に
、
自
殺
に
つ
い

て
扱
っ
た
り
す
る
と
、
や
は
り
、
一
割
ぐ
ら
い
の
方
々
が
、

死
に
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、
消
え
た
い
と
思

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
も
そ
う
思
っ
て
る
と
い
う
方
々
が

い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
。
そ
う
い
う
方
が
か
か
わ
る
と
き
に
も
、

や
は
り
そ
う
い
っ
た
根
底
の
も
の
が
あ
っ
た
り
と
か
、
ど

の
よ
う
に
人
と
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が

伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
か

て
の
ケ
ア
と
は
何
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
す
ご
く
重
点
を
置

い
て
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
く
の
は
不
可
能

だ
と
。
わ
た
し
た
ち
は
忙
し
い
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
批

判
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
は
い
え
、
や
は
り
根
底
と

い
っ
た
も
の
に
は
目
を
向
け
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
て
。
だ
か
ら
こ
そ
、
看
護
学
校
と

か
で
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
僕
は
授
業
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
そ
れ
に
看
護
学
生
た
ち
も
か
な

り
共
感
し
て
い
た
だ
い
た
り
と
か
。
フ
ロ
ン
ト
構
造
に
も

か
な
り
共
感
を
し
て
い
た
だ
け
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
な

の
で
。

そ
う
い
っ
た
ケ
ア
の
現
場
で
、
し
っ
か
り
と
考
え
る
か

ど
う
か
と
い
う
の
は
別
問
題
と
し
て
、
根
底
を
踏
ま
え
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
患
者
さ
ん
と
向
き
合
っ
た
と
き
に
、

そ
う
い
っ
た
根
底
に
触
れ
て
い
っ
た
り
と
か
、
か
か
わ
っ

て
い
く
と
き
に
、
そ
う
い
っ
た
根
底
か
ら
の
働
き
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
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げ
て
み
た
ら
。

鶴
岡�

今
回
の
学
会
は
ち
ょ
っ
と
複
雑
で
し
て
、
質
問
が
鳥
居
さ

ん
に
向
か
う
の
か
、
八
木
先
生
に
向
か
う
の
か
。
し
か
し

ど
ち
ら
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

の
看
護
論
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
ま
で
説
明
し
て
、
お

答
え
い
た
だ
け
れ
ば
。

鳥
居�

そ
う
で
す
ね
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
を
特
別
に
き
ち
ん
と
研

究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
僕
も
触
れ
た
だ
け
で
は

あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
た
だ
、
や
は
り
向
き
合
う
と
き

に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
を
前
提
に
、
そ
れ
ま
で
の
、

か
か
わ
る
と
か
看
護
と
い
う
の
は
誰
で
も
で
き
る
と
い
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
し
っ
か
り
と
し
た

と
こ
ろ
に
根
ざ
し
て
か
か
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い

う
と
こ
ろ
。
ま
た
、
環
境
と
い
っ
た
も
の
も
整
え
る
必
要

が
あ
る
と
い
っ
て
、
看
護
と
い
う
も
の
を
一
新
し
た
の
が

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
さ
ん
な
ん
で
す
が
。
か
か
わ
る
と
い
う

こ
と
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
て
、
色
々
著
作
を
書
い
て
い

な
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
技
術
的
な
と
こ
ろ
で
は

な
く
て
、
そ
れ
を
支
え
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
目
を
向
け

て
い
く
こ
と
が
、
も
し
か
し
た
ら
重
要
か
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

八
木�

も
う
一
つ
、
一
言
言
い
忘
れ
ま
し
た
の
で
。
フ
ロ
ン
ト
構

造
論
と
い
う
も
の
を
書
き
ま
し
た
け
ど
、
そ
の
読
書
会
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
出
て
い
た
女
性
が
、
や
は
り
社
会
福
祉

の
方
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
看
護
論

に
は
宗
教
性
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
場
所
論
だ
」
と

い
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
場
所
論
だ
と
い
う
こ
と
を
、
僕

の
記
号
化
を
使
っ
て
証
明
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
放
送
大

学
の
修
士
論
文
だ
か
ら
、
審
査
し
た
人
が
困
っ
ち
ゃ
っ
て
、

ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
で
、
副
査
の
八
木
洋
一
に
委

ね
た
と
い
う
話
も
あ
る
ん
だ
け
ど
。

ど
う
で
す
か
ね
、
鳥
居
さ
ん
。
た
と
え
ば
ナ
イ
チ
ン
ゲ

ー
ル
の
看
護
論
、
こ
れ
は
純
粋
な
場
所
論
だ
、
ふ
つ
う
の

人
格
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
じ
ゃ
な
い
と
い
う
の
を
掘
り
下
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こ
、
つ
ま
り
日
常
の
場
で
、
職
業
と
し
て
看
護
し
て
い
る
。

職
業
と
し
て
看
護
師
で
あ
る
。
そ
こ
で
発
生
す
る
問
題
が

あ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
。
一
般
論
で
言
い
ま
す
と
、
統

合
体
と
、
制
度
と
い
う
言
葉
と
の
関
係
を
、
八
木
先
生
は

ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
ら
れ
る
か
。「
統
合
」
は

と
き
ど
き
「
統
一
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
統
一
体
に
な

る
と
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
極
な
り
個
の
自
由
を
抑
圧

し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
だ
か
ら
宗
教
改
革
が
必
然
に
な

る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
と
い
う
か
、
弁
証
法
み
た
い
な

こ
と
は
、
常
に
歴
史
的
に
も
あ
る
し
、
必
要
だ
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
。

い
す
れ
に
せ
よ
制
度
化
す
る
と
い
う
モ
ー
メ
ン
ト
を
ど

う
考
え
た
ら
い
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
統
合
体
は
、
あ

る
い
は
有
機
体
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、
統
一
体
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
か
ど
う
か
。
そ
こ
を
ど
の
よ
う
に
先
生

は
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
言
葉
で
言

え
ば
、
教
会
論
の
問
題
で
し
ょ
う
司
牧
神
学
と
か
組
織
神

る
。
難
し
い
で
す
ね
。
人
格
主
義
的
な
と
い
う
よ
り
も
、

や
は
り
、
か
か
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
何
が
見
え
て
く
る
の

か
。
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
場
ま
た
は
場
所
と
い
っ
た
と
こ

ろ
を
踏
ま
え
て
看
護
を
捉
え
て
、
そ
こ
か
ら
技
術
的
な
も

の
に
向
か
っ
て
い
っ
た
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に

言
え
る
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

鶴
岡�

わ
た
し
は
看
護
論
を
何
も
知
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に

関
連
さ
せ
て
わ
た
し
の
一
つ
の
問
題
関
心
を
ち
ょ
っ
と
一

般
化
し
て
、
八
木
先
生
に
、
あ
る
い
は
鳥
居
さ
ん
で
も
い

い
ん
で
す
け
ど
お
伺
い
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
番

根
本
的
な
、
創
造
的
空
の
場
み
た
い
な
も
の
が
決
定
的
に

大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
で
あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
の
鳥
居
さ
ん
の
整
理
で

い
え
ば
、
一
番
上
の
表
層
の
と
こ
ろ
の
レ
ベ
ル
で
、
わ
た

し
ど
も
は
日
常
的
に
は
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。

看
護
と
か
ケ
ア
と
か
と
い
う
も
の
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
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い
よ
う
が
な
い
ん
で
、
僕
は
そ
う
し
て
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
。
し
た
が
っ
て
、
統
合
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
は
確
か

に
記
述
で
き
る
面
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
シ
ン
ボ
ル

に
な
り
や
す
い
で
す
。

だ
か
ら
、
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
と
、
イ
エ
ス
の
場

合
は
面
白
い
ん
で
す
。
神
の
国
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
と
宴

会
な
ん
で
す
よ
。
宴
会
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
差
別
が
な
い
で

し
ょ
う
。
み
ん
な
平
等
で
、
そ
れ
で
、
俺
だ
け
た
く
さ
ん

食
っ
て
あ
い
つ
に
は
や
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら

ね
。
そ
う
い
う
格
差
が
な
い
か
ら
。
そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
っ
て
る
場
所
で
す
よ
ね
。
だ
か

ら
、
そ
う
い
う
比
喩
が
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
か

な
と
思
う
し
、
ま
た
、
イ
エ
ス
が
実
際
、
当
時
の
最
下
層

の
人
た
ち
と
よ
く
一
緒
に
お
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う
話
が
書

い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
れ
も
、
イ
エ
ス
が
特
に

最
下
層
の
人
を
集
め
た
の
で
は
な
く
て
、
偉
い
人
た
ち
は

来
な
い
ん
だ
。
来
た
の
は
そ
う
い
う
人
た
ち
で
、
非
常
に

学
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、実
践
神
学
の
場
面
と
思
い
ま
す
。
が
、

そ
の
辺
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
見
通
し
な
り
お
考
え
が
あ

れ
ば
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

八
木�

制
度
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
統
一
が
出
て
く
る
か
ら
、

そ
れ
が
強
す
ぎ
る
と
統
合
が
崩
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
や
っ

ぱ
り
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
看
護
、
ま
た
は
ケ
ア
と
い
う

の
は
、
我-

汝
関
係
、
あ
る
い
は
自
覚
で
も
い
い
で
す
け
ど

ね
。
制
度
と
し
て
よ
り
も
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
宗
教
性
に

達
す
る
に
は
、
た
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

言
う
べ
き
だ
っ
た
の
を
忘
れ
た
の
は
、
私
は
創
造
的
空

と
か
な
ん
と
か
言
い
ま
す
け
ど
、
こ
れ
は
比
喩
で
す
か
ら

ね
。
宗
教
で
は
、
よ
く
神
を
人
格
と
し
て
言
い
表
し
ま
す

よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、人
格
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
比
喩
で
す
。

神
様
は
人
間
じ
ゃ
な
い
し
ね
。
あ
く
ま
で
比
喩
な
ん
で
す

が
、
場
と
い
う
の
も
、
や
は
り
ふ
つ
う
に
使
っ
て
る
「
場
」

を
使
っ
た
比
喩
で
し
て
ね
。
こ
れ
は
比
喩
と
し
て
よ
り
言



80 

開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
現
場
の
当
事
者
た
ち
が

見
捨
て
ら
れ
て
い
く
、
殺
さ
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
が
あ

っ
て
そ
れ
に
対
し
て
、
現
場
で
生
き
た
患
者
さ
ん
た
ち
と

向
き
合
っ
て
る
人
た
ち
は
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
影
響

さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
け
れ
ど
も
、
で
も
、
そ
う
で
は
な

い
と
い
う
気
づ
き
と
い
っ
た
こ
と
が
常
に
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
常
に
忘
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
恐

ら
く
、
つ
く
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
も
の
を
少
し
ず

つ
変
え
て
い
く
と
い
う
働
き
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
な
と
思
っ
て
、
看
護
学
生
さ
ん
た
ち
と
僕
は
か
か

わ
っ
て
い
ま
す
。

鶴
岡�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
う
少
し
時
間
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ど
な
た
で
も
。
で
き
れ
ば
、
特
に
鳥
居
先
生
が

広
げ
て
く
れ
た
問
題
領
域
に
か
か
わ
る
よ
う
な
こ
と
を
。

岩
谷�

岩
谷
と
申
し
ま
す
。
現
在
、
短
大
で
、
教
育
学
に
携
わ
っ

て
い
る
者
で
す
。
特
に
、
ケ
ア
の
問
題
と
の
関
係
で
質
問

さ
せ
て
い
た
だ
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
最
初
に
八
木
先
生

居
心
地
が
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
だ
か
ら
、

統
合
っ
て
一
体
何
だ
、
一
体
、
八
木
の
統
合
っ
て
、
シ
ン

ボ
ル
は
宴
会
か
、
飲
み
会
か
っ
て
言
わ
れ
る
と
、
ち
ょ
っ

と
ま
た
、
そ
れ
も
抵
抗
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
。

今
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
統
合
体
と
い
う
の
は
、
や

は
り
シ
ン
ボ
ル
で
表
す
の
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
す
。
比
喩
で
す
。

菅
原�

よ
う
や
く
わ
か
り
ま
し
た
。
よ
う
や
く
統
合
の
意
味
が
わ

か
り
ま
し
た
。
飲
み
会
ね
。（
一
同
笑
）

鳥
居�

飲
み
会
で
。

八
木�

宴
会
。
働
い
て
作
り
出
す
面
が
抜
け
る
か
ら
一
面
的
で
は

あ
る
け
れ
ど
。

鳥
居�

僕
か
ら
も
、
で
す
が
。
た
と
え
ば
医
療
倫
理
と
か
生
命
倫

理
だ
と
、
や
は
り
、
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
の
た
め
に
形

成
さ
れ
て
い
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
そ

う
い
う
人
た
ち
を
置
い
て
き
ぼ
り
に
し
て
、
論
だ
け
が
展
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学
か
ら
人
格
神
、
ま
た
は
そ
う
い
っ
た
人
格
神
を
生
み
出

し
て
い
く
わ
た
し
た
ち
の
、
と
い
う
か
、
キ
リ
ス
ト
教
の

伝
統
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
踏
ま
え
た
と
こ
ろ
で
、

あ
る
意
味
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
神
と
い
っ
た
も
の
を
も
持

っ
て
く
る
必
要
が
あ
る
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
は
汝
の
中
に
イ
エ
ス-

キ
リ
ス
ト
を
見
出
す
こ
と
が
あ
る

の
か
な
と
。

キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
て
、
恐
ら
く
イ
エ
ス-

キ
リ
ス
ト
を

見
出
す
と
い
う
こ
と
が
、
多
く
の
人
が
行
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
キ
リ
ス
ト
の
体
へ

の
集
約
性
と
い
う
か
、
集
約
力
と
い
っ
た
も
の
を
見
出
し

て
い
け
る
。
そ
の
祈
り
の
対
象
が
、
恐
ら
く
イ
エ
ス-

キ
リ

ス
ト
、聖
書
に
書
い
て
る
イ
エ
ス-

キ
リ
ス
ト
の
姿
で
あ
り
、

そ
の
イ
エ
ス-

キ
リ
ス
ト
を
支
え
て
る
神
へ
の
祈
り
と
な
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
な
と
僕
は
思
っ
て
い
ま

す
。

が
、
瞑
想
と
対
の
よ
う
な
形
で
、
祈
り
の
問
題
に
、
こ
の

発
表
の
中
で
は
触
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
の
今
後
の
展
開
を
、

す
ご
く
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
な
導
入
の
お
話
を
さ
れ
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
意
味
で
そ
れ
が
、
特
に
鳥
居

さ
ん
の
今
後
の
研
究
と
の
関
連
で
つ
な
が
っ
て
く
る
の
か

と
か
、
あ
る
い
は
ケ
ア
と
の
関
連
で
祈
り
と
い
う
部
分
が

ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
か
、
も
う
少
し
、
何

か
八
木
先
生
と
、
議
論
の
先
取
り
的
な
、
何
か
鳥
居
先
生

自
身
の
構
想
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
の
で
、
質
問
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
以
上
で
す
。

鳥
居�

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
創
造
的
空
へ
の
道
へ

の
批
判
と
い
う
か
、
次
へ
の
要
望
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す

ね
。
恐
ら
く
場
所
論
的
神
学
は
、
人
格
神
に
つ
い
て
も
語

れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
ち
ょ
っ
と
思
っ
て
い
て
、
実
は
、

書
評
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
は
、
恐
ら
く
我-

汝
直
接
経
験
と
い
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
語
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
所
論
的
神
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で
す
け
ど
。

岩
谷�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
も
う
一
つ
、
ケ
ア
と

の
関
連
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ま
た
今
後
学
ば
せ
て
も
ら
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

鳥
居�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

鶴
岡�

大
体
、
予
定
し
て
い
た
時
間
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ

少
し
質
疑
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、
あ
す
も
あ
り
ま
す
の
で
。
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

鳥
居�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
お
い
て
言
え
ば
、
や

は
り
、
イ
エ
ス
の
あ
り
方
と
い
っ
た
こ
と
に
か
な
り
注
目

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
祈
り
の
形
も
変
わ
っ
て
い
く

よ
う
に
思
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
八
木
先
生
が
批
判
さ
れ
て

い
る
、
人
格
主
義
的
な
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
向
き

合
い
方
で
は
な
い
あ
り
方
。
結
構
、
高
校
と
か
で
の
聖
書

の
時
間
で
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ん
だ
方
々
が
大
学
に
来
て
、

授
業
で
の
感
想
で
、
キ
リ
ス
ト
教
っ
て
そ
う
い
う
面
も
あ

っ
た
の
か
と
い
う
。
負
の
面
を
一
切
見
な
い
し
、
イ
エ
ス

が
語
っ
て
い
た
こ
と
っ
て
実
際
何
だ
っ
た
の
か
を
余
り
理

解
し
て
な
く
て
、
よ
き
話
と
し
て
だ
け
捉
え
て
い
る
方
々

が
多
い
の
で
、
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
一
回
潜
っ
て
、

改
め
て
わ
た
し
た
ち
と
い
う
か
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
持
っ

て
い
る
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
も
の
を
つ
く
り
直

し
て
向
き
合
っ
て
い
く
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
新
た
な
方
向

性
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

お
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ち
ょ
っ
と
怪
し
い


