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理
解
の
浅
さ
が
表
白
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
え
て
発

表
す
る
背
景
に
は
、
自
分
の
理
解
の
間
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
十
全

に
学
び
き
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
ご
指
摘
、
ご
指
導
い
た
だ
け
れ
ば

と
い
う
願
い
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
は
じ
め
に
論
者
の
問
題
意
識
に
少
し
触
れ
て
お
き
た

い
。
論
者
は
曹
洞
宗
の
寺
院
で
育
っ
た
の
で
、
仏
教
の
人
が
「
仏
教

が
一
番
正
し
い
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
で
き
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
他
の
宗
教
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
人
も
仏
教
が

一
番
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
想
像
す
る
に
、
や
は
り
キ

リ
ス
ト
教
の
人
は
「
キ
リ
ス
ト
教
が
一
番
正
し
い
」
と
思
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
人
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
世
の
中

宗
教
間
対
話
へ
の
関
心
か
ら

第
一
回
東
西
霊
性
交
流1

に
参
加
し
た
白
川
栄
造2

は
自
ら
の
体
験
を

一
冊
の
本
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
『
開
か
れ
た
扉3

』
の
「
序
の
辞

と
し
て
」
の
中
で
、
宗
教
学
者
で
も
あ
っ
た
田
澤
康
三
郎4

は
、
東
西

霊
性
交
流
で
「
そ
の
得
た
と
こ
ろ
は
深
浅
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
か

ろ
う
が
、
そ
れ
は
各
自
の
機
根
と
既
得
の
学
殖
の
然
ら
し
む
る
と
こ

ろ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
手
記
を
公
刊
す
る

こ
と
は
む
し
ろ
腸
を
露
出
さ
せ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
冒
険
で
あ
っ

て
、
む
し
ろ
も
の
言
わ
ぬ
が
華
か
も
知
れ
な
い5

。」
と
述
べ
て
い
る
。

本
論
述
の
な
か
に
も
同
様
に
「
も
の
言
わ
ぬ
が
華
か
も
知
れ
な
い
」

仏
教
の
立
場
か
ら
「
自
己
と
自
然
」

『
回
勅 

ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
触
発
さ
れ
て

峯
岸
正
典
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に
「
一
番
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
が
い
く
つ
も
あ
る
の
か
、
あ
る
い

は
ど
ち
ら
か
が
正
し
く
て
、
他
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
く

は
一
つ
の
も
の
を
異
な
っ
た
角
度
か
ら
見
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
、
自
分
な
り
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
、
上
智
大
学
の

哲
学
科
に
学
び
、
そ
の
後
、
禅
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
交
流
を
縁
と
し
て

始
ま
っ
た
先
述
の
東
西
霊
性
交
流
に
関
わ
る
。
ま
た
、
聖
オ
ッ
テ
リ

エ
ン
大
修
道
院
と
い
う
南
ド
イ
ツ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
院
に
二

年
間
、僧
侶
と
し
て
滞
在
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。

し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
友
人
、
恩
師
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
人
が
お

り
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
人
の
深
い
信
仰
生
活
を
心
か
ら
尊
敬
し
て

い
る
が
、
同
時
に
そ
の
教
義
に
は
若
干
、
分
か
り
づ
ら
い
と
思
う
と

こ
ろ
も
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
他
の
宗
教
の
信
者
を
「
匿
名
の
（
無
名
の
）
キ
リ
ス

ト
者“A

nonym
ous C

hristian”

」
と
表
し
て
有
名
な
カ
ー
ル
・
ラ
ー

ナ
ー
（K

arl R
ahner, 1904–1984

）
の
場
合
、「
自
由
と
し
て
の
恩

寵6

」
と
い
う
論
考
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
一
な
る
も
の
と
し
て
そ
の
う

ち
で
キ
リ
ス
ト
者
も
非
キ
リ
ス
ト
者
も
同
じ
状
況
の
中
で
生
き
、
互

い
に
対
話
し
な
が
ら
向
か
い
合
っ
て
い
る
よ
う
な
一
な
る
世
界
史
の

新
た
な
る
局
面
が
到
来
し
て
い
る7

」
そ
し
て
、「
非
キ
リ
ス
ト
教
的

宗
教
は
、
原
罪
を
負
い
、
人
間
の
堕
落
に
汚
染
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、

自
然
的
神
認
識
の
諸
要
素
を
含
ん
で
お
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
恩
寵

に
よ
る
超
自
然
的
諸
契
機
を
も
そ
の
う
ち
に
担
っ
て
お
り
、
そ
の
よ

う
に
し
て
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
は
、
た
と
え
種
々
の
段
階
が
あ
る
に
し

て
も
、
正
当
に
宗
教
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る8

」。

し
か
し
、
上
述
と
真
逆
な
表
現
も
同
時
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
キ
リ
ス
ト
教
は
み
ず
か
ら
を
、
す
べ
て
の
人
間
に
定
め
ら
れ
た
絶

対
的
宗
教
と
し
て
理
解
し
、
い
か
な
る
他
の
宗
教
を
も
、
同
等
に
是

と
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
み
ず
か
ら
と
並
び
立
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
宗
教
で
あ
る9

」
と
。

こ
の
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
陳
述
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
①
旧

約
で
の
約
束
が
新
約
で
果
た
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
ま
た
②
私
た
ち

の
こ
の
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
神
の
受
肉
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お

い
て
、
ま
さ
し
く
他
の
宗
教
と
明
白
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
あ
り
、「
真
理
」
が
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。

論
者
が
前
々
か
ら
抱
え
て
い
た
課
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

信
仰
が
他
の
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
信
仰
を
持
つ
宗
教
と
、
そ
の
宗
教

の
信
仰
を
落
と
し
め
る
こ
と
な
く
共
存
で
き
る
場
を
設
定
で
き
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
同
時
に
、

仏
教
も
イ
ス
ラ
ー
ム
も
そ
し
て
神
道
に
お
い
て
も
、
他
の
宗
教
を
自

己
の
宗
教
と
全
く
同
じ
よ
う
に
承
認
で
き
る
余
地
が
あ
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
検
討
課
題
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
、
そ
う
し

た
こ
と
を
根
底
に
意
識
し
な
が
ら
、『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
と
い
う

回
勅
を
手
が
か
り
に
「
自
己
」
と
「
自
然
」
の
問
題
に
考
察
を
進
め

て
い
き
た
い
。

序
論
―
―
①
提
題
で
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と

こ
こ
で
、
論
者
が
本
論
で
も
と
も
と
発
表
し
よ
う
と
し
て
い
た

提
題
、「『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
関
す
る
仏
教
的
共
感
―
―
若

い
、
と
受
け
止
め
ら
れ
る0

。
つ
ま
り
、
受
肉
と
い
う
形
で
神
が
歴
史

に
介
入
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
こ
と
を
真
実
と
し
て
受
け

入
れ
て
い
る
人
に
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
じ
て
神
へ
の
信
仰
は
絶
対
的

な
も
の
と
な
り
、
他
の
宗
教
の
信
仰
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
事
実
を
正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
も
の
と
な

る
、
と
推
定
さ
れ
るa
。

「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
」（
一
九
六
二
～
一
九
六
五
）
に
お
い
て

は
、「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い

て
の
宣
言b

」
に
お
い
て
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
こ
れ
ら
の
宗
教

の
中
に
あ
る
真
実
に
し
て
神
聖
な
も
の
を
何
も
拒
絶
す
る
こ
と
は
な

い
。
そ
の
行
動
様
式
や
生
活
様
式
も
、
そ
の
戒
律
や
教
理
も
、
心
か

ら
敬
意
を
持
っ
て
考
慮
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
教
会
が
保
持
し
提
示
す

る
も
の
と
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
人
を

照
ら
す
あ
の
真
理
そ
の
も
の
の
光
を
反
映
す
る
こ
と
も
決
し
て
ま
れ

で
は
な
い
か
ら
で
あ
るc

。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
教
会
の
外
に
救

い
な
しd

」
と
言
わ
れ
て
き
た
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
な
変
化
で
あ

る
が
、
仏
教
徒
の
論
者
に
は
、「
宣
言
」
に
は
、
ま
だ
、
前
提
と
し
て
、
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場
に
お
い
て
、
素
晴
ら
し
い
回
勅
だ
、
と
い
う
だ
け
で
は
意
味
が
な

い
の
で
「
若
干
の
問
題
提
起
も
含
め
て
」
と
し
た
。

だ
が
、
口
頭
発
表
の
原
稿
に
お
い
て
も
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
本

回
勅
全
体
に
わ
た
っ
て
の
記
述
で
は
な
く
、
ま
た
主
題
（
大
会
テ
ー

マ
）
が
「
東
西
の
自
然
理
解
―
―
環
境
・
生
命
・
倫
理
」
で
あ
る
こ

と
に
よ
り
、
標
記
の
よ
う
な
、「
仏
教
の
立
場
か
ら
『
自
己
と
自
然
』

―
―
『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
触
発
さ
れ
て
」
と
い
う
題
に
変

更
し
た
。序

論
―
―
②
本
回
勅
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
視
点

ま
ず
『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ　

と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
』

と
い
う
標
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

先
述
の
よ
う
に
、
回
勅
と
し
て
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、

も
と
も
と
は
司
教
に
宛
て
ら
れ
た
重
要
な
手
紙
と
い
う
こ
と
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
重
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

く
わ
え
て
「
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
、 

ミ
・
シ
ニ
ョ
ー
レ
」（
わ
た
し

干
の
問
題
提
起
も
含
め
て
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
図
に
つ
い
て
、

説
明
し
て
お
き
た
い
。
口
頭
発
表
の
副
題
に
「
若
干
の
問
題
提
起
も

含
め
て
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
不
可
謬
性
に
異
論

を
唱
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
回
勅
の
場
合
、
教
義
を
決
定

す
る
も
の
で
は
な
い
と
学
ん
で
い
る
がe

、
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
出
さ
れ

た
回
勅
を
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
批
判
的
（
学
術
的
）
に
取
り
扱
う
こ

と
は
、
以
前
だ
っ
た
ら
、
信
仰
上
、
問
題
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、論
者
は
仏
教
徒
で
あ
る
の
で
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
自
体
、

差
し
障
り
が
な
い
と
考
え
た
。

さ
ら
に
は
、『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』（
以
下
、
本
回
勅
と
略
記
）

の
所
論
、
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
た
ち
の
ね
ら
い
は
、（
略
）
痛
み
を

も
っ
て
気
づ
く
こ
と
、
世
界
に
起
き
て
い
る
事
を
あ
え
て
自
分
自
身

の
個
人
的
な
苦
し
み
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
に

つ
い
て
な
し
う
る
こ
と
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
す
。」〈
19
〉
と
い
う
、

そ
の
目
的
の
方
向
性
に
関
し
て
、
基
本
的
に
、
総
論
と
し
て
は
賛
成

で
あ
る
し
、
仏
教
と
考
え
方
が
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
所
も
多
い
と

受
け
止
め
て
い
る
。
し
か
し
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
と
い
う
学
術
の



8 

え
方
へ
の
、
転
換
を
可
能
と
す
る
背
景
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
中
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コi

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
教
会
を
支
え
た
柱
と
し
て
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

の
名
前
を
知
ら
な
い
者
は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
皆
無
と
思
わ
れ

る
。
既
に
一
九
七
九
年
、
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
時
代
に
、「
環

境
保
護
運
動
の
守
護
聖
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
カ
ト
リ

ッ
ク
の
伝
統
の
中
で
自
然
を
賛
美
し
、
動
植
物
を
愛
お
し
み
、
小
鳥

と
会
話
す
る
と
い
っ
た
人
間
以
外
の
も
の
に
価
値
を
感
じ
る
宗
教
者

が
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
以
外
に
は
い
な
か
っ
たj

と
い
う
こ
と
か
も
知
れ

な
い
。

逆
に
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
な
か
で
は
、
自
然
は
人
間
が
人

間
の
た
め
に
利
用
で
き
る
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
理
性
を
持
つ

も
の
と
し
て
の
人
間
と
比
べ
る
と
、
自
然
は
一
段
と
低
い
存
在
と
し

て
措
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
創
世
記
に
お
い
て
は
そ
の
冒
頭
で
、
人
に
「
す
べ

て
を
支
配
さ
せ
よ
う
」（
一
章
二
八
節
）
あ
る
い
は
「
地
に
満
ち
て

地
を
し
た
が
わ
せ
よ
」（
一
章
二
八
節
）。
ま
た
、
草
木
を
「
す
べ
て

の
主
よ
、
あ
な
た
は
た
た
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
）〈
1
〉
と
い
う
呼

び
か
け
が
回
勅
の
題
名
と
な
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
あ
た
か
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
大
き
な
方
針
転
換
の
象
徴
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
神
の
創
造
の
み
わ
ざ
を
賛
美
し
て
い
る
聖
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
「
太
陽
の
歌
」
の
一
節
を
主
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

るf

。古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
的
影
響
を
受
け
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の

自
己
理
解
、
神
学
の
な
か
で
、
長
い
間
、
肉
体
は
魂
の
牢
獄
で
あ
るg

と
す
る
傾
向
と
、
こ
の
世
の
も
の
を
否
定
し
、
天
上
的
な
も
の
を
希

求
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
論
者
は
教
え
ら
れ
て
き
たh

。

と
こ
ろ
が
、「
世
界
は
〈
略
〉
歓
喜
と
賛
美
を
持
っ
て
観
想
さ
れ

る
べ
き
喜
ば
し
い
神
秘
」〈
12
〉
と
本
回
勅
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
「
こ
の
世
の
も
の
」
と
し
て
の
現
世
、
あ

る
い
は
、
現
世
の
自
然
、
お
よ
び
、
そ
の
環
境
が
、
神
の
創
造
の
み

わ
ざ
の
発
露
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

う
し
た
現
世
を
否
定
的
に
捉
え
る
考
え
方
か
ら
肯
定
的
に
捉
え
る
考
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続
し
て
い
る
認
識
論
上
の
、
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
、
存
在
論
上
の
問

題
に
も
連
な
る
が
、
主
観
と
客
観
と
い
う
、
二
元
論
的
図
式
を
当
て

は
め
て
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
近
世
の
主
流
と
な
る「
神–

人
間–

自
然
の
階
層
秩
序
」

及
び
「
人
間
に
と
っ
て
異
質
な
他
者
」
と
し
て
の
「
自
然
」
観
を
超

え
て
行
く
も
の
と
し
て
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
霊
性
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の

な
か
で
重
い
意
味
を
持
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
が
論
者
の
推
測
で
あ

るm

。
そ
の
結
果
、既
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
一
九
七
九
年
に「
環

境
保
護
運
動
の
守
護
聖
人
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
八
六
年
に
は

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
が
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
聖
地
、
ア
ッ
シ
ジ
で

世
界
の
宗
教
者
を
集
め
、
平
和
の
祈
り
の
集
い
を
開
催
す
る
。

さ
ら
に
二
〇
一
三
年
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
大
司
教
の
ホ
ル
ヘ
・

マ
リ
オ
・
ベ
ル
ゴ
リ
オ
枢
機
卿
が
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
名
を
と
っ

て
「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
と
名
乗
り
、第
二
六
六
代
教
皇
に
就
任
す
る
。

な
ぜ
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ベ
ル
ゴ
リ
オ
枢
機
卿
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
名

乗
っ
た
か
、
そ
れ
は
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
精
神
、
あ
る
い
は
霊
性
を

持
っ
て
現
代
社
会
に
対
応
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
気
込
み
の
発
露
で

あ
な
た
た
ち
に
与
え
よ
う
」（
一
章
二
九
節
）
と
神
が
述
べ
て
お
り
、

そ
う
し
た
こ
と
を
起
点
に
、
人
間
は
大
地
や
動
植
物
を
支
配
す
る
も

の
、
と
受
け
止
め
ら
れ
て
き
たk

。

村
上
陽
一
郎
は
『
西
欧
近
代
科
学
〈
新
版
〉
そ
の
自
然
観
の
歴

史
と
構
造
』
に
お
い
て
「
人
間
は
『
神
の
似
姿
』〈im

ago dei

〉
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
理
性
は
、
神
の
理

性
の
似
姿
で
も
あ
る
。
神
は
、
自
然
の
外
か
ら
、
そ
の
理
性
を
発
揮

し
て
自
然
に
対
し
て
秩
序
あ
ら
し
め
る
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

理
性
に
近
い
似
姿
を
持
っ
た
人
間
も
ま
た
、
自
然
の
外
か
ら
、
神
の

支
配
に
近
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
支
配
と
ま
で
は
い
か

な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
、
神
の
支
配
の
有
様
を
把
握
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、『
眺
め
ら
れ
る
自
然
』
と
『
眺
め
る
人
間
』
の
分
離
で
あ
り
、

こ
の
発
想
は
、そ
の
必
然
的
延
長
上
に
、『
支
配
さ
れ
る
自
然
』
と
『
支

配
す
る
人
間
』
と
の
分
離
を
も
見
透
す
地
点
に
立
っ
て
い
るl

。」
と

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
と
自
然
に
関
し
て
、
創
世
記
に
さ
か

の
ぼ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
発
想
と
結
び
つ
け
て
、
西
欧
に
伝
統
的
に
存
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ち
「
皆
が
と
も
に
暮
ら
す
家
」〈
17
〉
に
今
「
何
が
起
き
て
い
る
か
」

〈
21
〉
と
い
う
の
が
本
章
の
問
い
か
け
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
の
家

で
あ
る
地
球
」〈
21
〉
が
汚
染
と
気
候
変
動
に
さ
ら
さ
れ
、
衛
生
上

安
全
な
水
の
確
保
が
む
ず
か
し
い
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
、
生

物
多
様
性
の
喪
失
、
生
活
の
質
の
低
下
と
社
会
の
崩
壊
、
地
球
規
模

の
不
平
等
に
言
及
し
、
い
わ
ば｢

被
造
界｣

〈
6
〉
の
「
人
間
環
境

と
自
然
環
境
」〈
48
〉
が
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
を
喚
起
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、「
わ
た
し
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
環
境
上
の
課
題

と
そ
の
人
間
的
な
根
源
は
、
わ
た
し
た
ち
皆
に
関
係
し
、
影
響
を
及

ぼ
す
も
の
で
あ
る
」〈
14
〉
と
い
う
こ
と
、「
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
」〈
16
〉、「
す
べ
て
の
被
造
物
は
つ
な
が
っ
て
い
る
」〈
42
〉、「
わ

た
し
た
ち
は
皆
互
い
を
必
要
と
し
て
い
る
被
造
物
」〈
42
〉
で
あ
る

こ
と
に
触
れ
、「
わ
た
し
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
環
境
上
の
課
題
と

そ
の
人
間
的
な
根
源
は
、
わ
た
し
た
ち
皆
に
関
係
し
、
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
含
む
検
討
が
必
要
で
す
。」

〈
14
〉
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
「
世
界
で
起
き
て
い
る
問
題
を
、
そ
れ

は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
五

年
に
本
回
勅
が
発
布
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
本
回
勅
は
、
時
代
が
内
包
す

る
き
わ
め
て
困
難
な
諸
課
題
の
解
決
に
向
け
て
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
る
と
同
時
に
、「
善
意
あ
る
す
べ
て
の
人
に
あ
て
て
認
め
ら
れ

た
こ
の
文
書
」〈
62
〉
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
、
宗
派

を
超
え
て
、
す
べ
て
の
人
々
に
、
現
代
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
鮮
明
に

示
し
た
導
き
の
書
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
前
提

を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
本
回
勅
を
学
ん
で
い
き
た
い
。
具
体
的
に

は
序
論
に
当
た
る
部
分
と
第
一
章
、
第
二
章
を
手
が
か
り
に
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
自
己
と
自
然
の
対
比
に
関
連
し
て
考
察
を
進

め
て
い
くn

。
第�

一
章
標
題
「
と
も
に
暮
ら
す
家
に
起
き
て
い
る
こ
と
」�

に
関
し
て

「
わ
た
し
た
ち
を
そ
の
一
部
と
す
る
こ
の
世
界
」〈
17
〉、
す
な
わ
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と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
、

あ
ら
ゆ
る
地
域
を
想
定
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
思

想
、
信
条
、
宗
教
が
当
然
異
な
っ
て
い
る
人
々
を
含
ん
で
い
る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
開
か
れ
た
態
度
で
語
り
か
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
以
降
の
カ
ト
リ
ッ

ク
の
一
つ
の
立
場
を
見
て
取
る
こ
と
も
可
能
で
、
そ
れ
は
同
時
に
、

現
代
世
界
が
、
よ
り
緊
密
な
相
関
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
る
。

第
二
章
標
題
「
創
造
の
福
音
」
に
関
し
て

「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
哲
学
的
思
索
と
の
対
話
に
開
か
れ
て
い
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
信
仰
と
理
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
綜
合
を
生
み
出
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。社
会
問
題
に
関
す
る
そ
う
し
た
綜
合
の
代
表
が
、

教
会
の
社
会
的
な
教
え
の
発
展
で
あ
り
、
そ
の
教
え
は
、
新
た
な
挑

戦
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
豊
か
な
も
の
と
な
る
よ
う
に

促
さ
れ
て
い
ま
す
。」〈
63
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
第

ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
し
て
分
析
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
」〈
61
〉
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
す
べ
て
の
被
造
物
は
つ
な
が
っ
て
い
る
」〈
42
〉
と
い
っ
た
、
こ

れ
ら
の
叙
述
は
、《
す
べ
て
が
関
係
性
の
内
に
あ
る
》
と
受
け
止
め
、

世
界
と
歴
史
を
因
果
関
係
の
連
鎖
と
見
な
し
て
い
る
仏
教
と
き
わ
め

て
近
い
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
わ
た
し
た
ち
の
ね
ら
い
は
、（
略
）

痛
み
を
も
っ
て
気
づ
く
こ
と
、
世
界
に
起
き
て
い
る
事
を
あ
え
て
自

分
自
身
の
個
人
的
な
苦
し
み
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
一
人
ひ
と
り
が

そ
れ
に
つ
い
て
な
し
う
る
こ
と
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
す
。」〈
19
〉

「
皆
が
と
も
に
暮
ら
す
家
が
著
し
く
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
事
実
へ
の
率
直
な
視
線
だ
け
は
ど
う
し
て
も
必

要
で
す
。」〈
19
〉
と
述
べ
、
一
人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
環
境
の
問
題

に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
るo

。

こ
の
章
の
標
題
の
中
で
も
使
わ
れ
て
い
る
「
皆
が
と
も
に
暮
ら
す

家
」
と
い
う
表
現
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
け
の
世
界

を
考
え
て
何
か
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
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い
う
以
外
の
目
的
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
人
間
の
身
体
は
粘

土
か
ら
作
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
人
間
は
自
然
の
単
な
る
一
部
で
は
な

い
。
人
間
は
神
の
像
を
象
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
の
、
特
に
そ
の
西
方
的
な
形
式
は
、
世
界
が
こ
れ
ま
で
知
っ
て

い
る
な
か
で
も
も
っ
と
も
人
間
中
心
的
な
宗
教
で
あ
るq

。」「
キ
リ
ス

ト
教
は
〈
略
〉
人
と
自
然
の
二
元
論
を
打
ち
立
て
た
だ
け
で
は
な
く
、

人
が
自
分
の
た
め
に
自
然
を
搾
取
す
る
こ
と
が
神
の
意
志
で
あ
る
と

主
張
し
た
の
で
あ
っ
たr

。」「
啓
示
に
よ
っ
て
、神
は
人
間
に
聖
書
を
、

聖
典
の
書
物
を
与
え
た
。
し
か
し
神
は
自
然
も
作
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
自
然
も
ま
た
神
の
知
性
を
啓
示
す
る
は
ず
で
あ
る
。
神
を
よ
り

よ
く
理
解
す
る
た
め
に
自
然
を
宗
教
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
、
自
然

神
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
初
期
の
教
会
で
は
、
そ
し
て
ギ
リ

シ
ア
東
方
教
会
で
は
つ
ね
に
、
自
然
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
神
が
人
間

に
語
り
か
け
る
象
徴
の
体
系
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。（
略
）と
こ
ろ
が
、

一
三
世
紀
初
期
ま
で
に
ラ
テ
ン
西
方
圏
で
自
然
神
学
は
ひ
じ
ょ
う
に

大
き
な
屈
曲
を
経
過
し
た
。（
略
）
神
の
創
造
が
い
か
に
行
わ
れ
た

か
を
発
見
す
る
こ
と
で
神
の
心
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
な
っ

二
章
は
、
環
境
問
題
に
関
連
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
へ
の

反
論
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。

「
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
が
時
に
聖
書
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
の

は
事
実
で
す
が
、
今
日
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
神
に
か
た
ど
っ
て
創

造
さ
れ
大
地
へ
の
支
配
権
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
他
の
被
造
物
へ
の

専
横
な
抑
圧
的
支
配
を
正
当
化
す
る
と
の
見
解
は
、
断
固
退
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」〈
67
〉
と
強
調
さ
れ
、

「
聖
書
は
、
他
の
被
造
物
の
こ
と
を
気
に
も
か
け
な
い
専
制
君

主
的
な
人
間
中
心
主
義
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
は
な
り
ま
せ
ん
。」

〈
68
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
環
境
と
宗
教
に
関
連
し
て
問
題
提
起
を
し
た
一
人
、

リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
主
張
を
紹
介
し
た
い
。Science 

M
agazine 

一
九
六
七
年
三
月
一
九
日
号
に
発
表
さ
れ
た
「
生
態
学

的
危
機
の
歴
史
的
根
源
（“The H

istorical Roots of our Ecologic 

C
risis p”

）」
に
お
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
は
生
態
学
上
の
危
機
の
根
源
が

キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
、
と
主
張
す
る
。（
神
の
）「
物
理
的
創
造
の
う

ち
の
ど
の
一
項
目
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
間
の
た
め
に
仕
え
る
と
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る
。し

か
し
、
同
時
に
ま
た
、「
我
々
が
生
態
に
つ
い
て
何
を
な
す
か

は
、
我
々
が
人
間
・
自
然
の
関
係
に
つ
い
て
も
つ
考
え
に
依
存
し
て

い
る
。
さ
ら
に
多
く
の
科
学
も
、
さ
ら
に
多
く
の
技
術
も
、
我
々
が

新
し
い
宗
教
を
み
つ
け
る
か
古
い
宗
教
に
つ
い
て
考
え
直
す
ま
で

は
、
今
の
生
態
学
上
の
危
機
か
ら
我
々
を
救
い
出
し
て
く
れ
そ
う
に

な
いw

。」
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関

り
方
の
根
底
に
は
宗
教
的
な
基
層
が
あ
る
の
で
、
科
学
や
技
術
を
い

く
ら
進
展
さ
せ
て
も
、
そ
の
基
層
へ
降
り
て
い
か
な
い
限
り
環
境
問

題
の
真
の
解
決
は
な
いx

」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ホ
ワ
イ
ト
の｢

我
々
の
苦
し
み
の
根
が
深
く
宗
教
的
で
あ
る
以

上
、
そ
れ
を
そ
う
よ
ぶ
に
し
ろ
よ
ば
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
救
済
手
段

も
ま
た
本
質
的
に
宗
教
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
略
）
わ
た
く

し
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
生
態
学
者
の
聖
人
に
押
し
た
いy

。」
と
い

う
発
言
は
、
預
言
的
で
も
あ
っ
た
。

ホ
ワ
イ
ト
が
述
べ
る
に
は
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
「
彼
が
自
然

お
よ
び
自
然
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
別
の
キ
リ
ス

た
の
で
あ
る
。（
略
）
一
三
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
至
る
ま
で
、
す

べ
て
の
大
科
学
者
は
結
局
、
自
分
の
研
究
を
宗
教
的
な
こ
と
に
動
機

を
求
め
て
説
明
し
て
い
るs

。」「
科
学
者
の
仕
事
の
報
い
と
は
『
神
に

な
ら
っ
て
神
の
考
え
を
追
う
こ
と
で
あ
る
』
と
い
い
続
け
て
き
た
た

め
、
こ
れ
が
科
学
者
た
ち
の
本
当
の
動
機
で
あ
る
と
信
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
近
代
的
な
西

欧
科
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
母
体
の
な
か
で
鋳
造
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
の
教
理
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ

た
宗
教
的
献
身
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
、
そ
れ
に
は
ず
み
を
与
え
た

の
で
あ
るt

」。
さ
ら
に
「
い
ま
か
ら
一
世
紀
ち
ょ
っ
と
以
前
に
、
そ

れ
ま
で
ま
っ
た
く
離
れ
て
い
た
活
動
で
あ
っ
た
科
学
と
技
術
が
一
緒

に
な
り
、
多
く
の
生
態
学
上
の
結
果
か
ら
判
断
し
て
、
抑
制
の
き
か

な
く
な
る
力
を
人
類
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
う
な
ら
、
キ

リ
ス
ト
教
は
と
て
つ
も
な
い
罪
の
重
荷
を
負
う
て
い
る
の
で
あ
るu

。」

そ
し
て
、「
自
然
は
人
間
に
仕
え
る
以
外
に
な
ん
ら
の
存
在
理
由
も

な
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
公
理
が
斥
け
ら
れ
る
ま
で
、
生
態
学
上

の
危
機
は
い
っ
そ
う
深
め
つ
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
うv

。」
と
言
い
き
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に
関
し
て
月
本
昭
男
の
所
論D

を
参
照
し
な
が
ら
論
旨
を
進
め
て
い
き

た
い
。

以
下
、
月
本
の
所
論
を
引
用
す
る
。「
天
地
万
物
が
造
ら
れ
、
人

間
が
造
ら
れ
た
と
き
、
神
は
人
間
に
自
然
を
『
支
配
せ
よ
』
と
命
じ

た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
人
間
を
自
然
の
支
配
者
と
し
て
位
置
づ
け

る
思
想
が
顔
を
覗
か
せ
る
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
引
き
継
が
れ
、

人
間
中
心
主
義
を
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
だ

が
、
そ
れ
は
人
間
と
自
然
と
の
関
わ
り
の
一
面
を
映
し
出
し
た
に

す
ぎ
な
い
。（
略
）
人
間
が
大
地
に
属
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
ヘ
ブ

ラ
イ
語
表
現
に
象
徴
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
土
』
は
ア
ダ
マ

ー
、『
大
地
』
と
も
訳
さ
れ
る
。『
人
間
』
は
ア
ダ
ム
で
あ
る
。
ア
ダ

ム( ādām
)

は
文
字
通
り
ア
ダ
マ
ー( ādām

āh)

か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。

ア
ダ
ム
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
単
語
と
し
て
は
特
殊
で
あ
る
。
他
の
単
語

と
異
な
り
、
複
数
形
も
女
性
形
も
な
い
。『
人
類
』
を
意
味
す
る
と

同
時
に
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
ひ
と
り
一
人
の
人
間
を
指
し
う
る
。

こ
の
ア
ダ
ム
を
神
が
『
大
地
の
塵
』
か
ら
形
作
っ
た
目
的
は
『
地
を

耕
す
』
た
め
で
あ
っ
た
。（『
創
世
記
』
二
章
五
、十
五
節
）。
し
か
も
、

ト
教
的
見
解
と
考
え
て
い
た
も
の
を
提
案
し
た
。
彼
は
、
人
間
が
無

際
限
に
被
造
物
を
支
配
す
る
と
い
う
考
え
に
か
え
て
、
人
間
を
も
含

む
す
べ
て
の
被
造
物
の
平
等
性
と
い
う
考
え
を
お
こ
う
と
試
み
たz

。」

と
し
た
上
で
、「
彼
は
失
敗
し
たA

。」と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
理
解
す
る
鍵
は
、
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
類
と

し
て
の
人
間
に
対
す
る
謙
遜
の
徳
へ
の
信
念
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
は
人
間
の
被
造
物
に
対
す
る
そ
の
専
制
君
主
の
地
位
を
廃
位

し
、
神
の
す
べ
て
の
被
造
物
の
民
主
主
義
を
築
こ
う
と
し
たB

。」
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
が

継
続
し
え
な
か
っ
た
と
論
者
に
は
解
さ
れ
る
。

創
世
記
の
受
け
止
め
方

リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
に
せ
よ
、
日
本
に
お
け
る
伊
東
俊
太
郎C
や
村
上

陽
一
郎
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
根
源
に
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
が
伝

統
的
に
創
世
記
を
ど
う
読
ん
で
き
た
か
、
そ
の
解
釈
に
端
を
発
す
る

と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
問
題
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神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
大
地
へ
の
支
配
権
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

が
他
の
被
造
物
へ
の
専
横
な
抑
圧
的
支
配
を
正
当
化
す
る
と
の
見
解

は
、
断
固
退
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
聖
書
が
世
界
と
い
う
園
を

『
耕
し
守
る
』
よ
う
告
げ
て
い
る
（
創
世
記
二
章
一
五
節
参
照
）
こ

と
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
そ
の
本
文
を
文
脈
に
沿
い
適
切
な
解

釈
法
を
も
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。『
耕
す
』
は
培
う
こ

と
、
鋤
く
こ
と
、
働
き
か
け
る
こ
と
を
、『
守
る
』
は
世
話
し
、
保

護
し
、
見
守
り
、
保
存
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。」〈
67
〉
と
述
べ

ら
れ
、
さ
ら
に
、「
被
造
界
は
愛
の
秩
序
に
あ
す
か
っ
て
い
る
の
で

す
。」〈
77
〉
と
強
調
さ
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
、「
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
の
考
え
は
、
自
然
を
非
神
格
化
し
ま
す
。」〈
78
〉「
自
然
を

神
聖
な
も
の
と
は
見
ま
せ
ん
。」〈
78
〉
と
も
表
白
さ
れ
て
い
る
。

再
び
、
月
本
の
所
論
に
戻
り
た
い
。「
新
約
聖
書
が
成
立
す
る
二

世
紀
ほ
ど
前
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
は
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。

こ
の
『
七
十
人
訳
』
と
呼
ば
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
に
お
い
て
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ル
ー
ア
ハ( rûah) 

に
プ
ネ
ウ
マG

が
、
ネ
フ
ェ
シ
ュ

( nepheš)
に
プ
シ
ュ
ケ
ーH

が
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
ア
ハ
は

ほ
ぼ
す
べ
て
の
翻
訳
聖
書
で
『
耕
す
』
と
訳
さ
れ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
動

詞
ア
ー
バ
ド
（ābad

）
は
『
仕
え
る
』
を
原
義
と
す
る
。
そ
の
派
生

名
詞
エ
ベ
ド( ᾿ebed)

は
主
人
に
仕
え
る
『
僕(

し
も
べ)

、
奴
隷
』

を
表
す
。
人
間
は
大
地
に
属
し
、
地
に
仕
え
る
『
僕
』
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
聖
書
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
冒
頭
に
掲
げ

た
二
つ
の
物
語
に
お
い
てE

 
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
二
面
か
ら

見
据
え
て
い
る
。
人
間
は
、地
と
地
の
生
き
物
と
の
支
配
者
で
あ
る
。

同
時
に
、
大
地
に
属
し
、
大
地
に
仕
え
る
『
僕
』
で
あ
る
。
後
者
の

人
間
観
は
、
動
詞
ア
ー
バ
ド
が
『
耕
す
』
と
訳
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
伝
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
総
じ
て
西
欧
キ

リ
ス
ト
教
は
、
人
間
を
自
然
の
支
配
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
前
者
の

人
間
観
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
るF

。」 

こ
う
し
た
聖
書
の
両
義
性
は
本
回
勅
の
表
現
の
な
か
に
も
反
映
さ

れ
て
お
り
、「
わ
た
し
た
ち
は
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
地
は
、
わ

た
し
た
ち
よ
り
前
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ

た
も
の
で
す
。」〈
67
〉「
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
が
時
に
聖
書
を

誤
っ
て
解
釈
し
た
の
は
事
実
で
す
が
、
今
日
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
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と
の
関
連
で
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
ニ
シ
ュ
マ
ト
・
ハ
イ

イ
ー
ム
『
生
命
の
息
吹
』
で
あ
る
。『
創
世
記
』
に
よ
れ
ば
、
神
は

土
の
塵
か
ら
ア
ダ
ム
『
人
間
』
を
形
作
り
、そ
の
鼻
に
ニ
シ
ュ
マ
ト
・

ハ
イ
イ
ー
ム
を
吹
き
入
れ
た
の
で
、人
間
は
生
き
る
も
の
と
な
っ
た
、

と
い
う
（『
創
世
記
』
二
章
七
節
）。
こ
の
ニ
シ
ュ
マ
ト
・
ハ
イ
イ
ー

ム
は
、
後
に
、
神
が
人
間
だ
け
に
与
え
た
『
霊
魂
』
と
し
て
誤
解
さ

れ
も
す
る
が
、
元
来
、
土
か
ら
造
ら
れ
、
土
に
帰
る
人
間
を
生
か
す

生
命
の
は
た
ら
き
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
人
間
以
外
の
生
き
物
に
も
付

与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
（『
創
世
記
』
八
七
章
二
二
節
他
）。

こ
の
よ
う
に
聖
書
は
『
霊
魂
と
肉
体
』
と
い
う
二
元
論
的
枠
組
み
で

人
間
を
見
て
は
い
な
い
。『
霊
』（
ル
ー
ア
ハ
、プ
ネ
ウ
マ
）も『
魂
』（
ネ

フ
ェ
シ
ュ
、
プ
シ
ュ
ケ
ー
）
も
肉
体
と
対
立
す
る
人
間
の
構
成
要
素

で
は
な
い
。『
霊
』
は
神
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
る
特
別
な
能
力
の

源
泉
で
あ
り
、『
魂
』
は
土
か
ら
造
ら
れ
た
生
命
体
に
は
た
ら
く
『
生

命
の
息
吹
』、
人
間
を
人
間
と
し
て
生
か
す
『
い
の
ち
』
の
は
た
ら

き
で
あ
る
。
後
者
は
サ
テ
ィ
シ
ュ
・
ク
マ
ー
ルI

が
引
く
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
ア
ー
ト
マ
ンJ

『
魂
』
に
限
り
な
く
近
づ
く
だ
ろ
う
。
ネ
フ
ェ

プ
ネ
ウ
マ
と
同
じ
く
、も
と
も
と
空
気
の
動
き
を
指
し
、『
風
』や『
息
』

を
意
味
し
た
。
そ
れ
が
目
に
見
え
な
い
仕
方
で
事
物
を
動
か
す
力
を

表
す
場
合
、『
霊
』
と
訳
さ
れ
る
。
旧
約
聖
書
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ

も
天
地
万
物
の
創
造
は
『
神
の
霊
』
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
た
の
で
あ

り
、『
霊
』
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
特
別
な
能
力
（
知
識
、
知
恵
、

技
能
、
等
）
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
神
か
ら
モ
ー
セ
や
預

言
者
の
よ
う
な
特
別
な
存
在
に
授
け
ら
れ
、
さ
ら
に
人
々
に
分
与
さ

れ
た（『
民
数
記
』十
一
章
十
七
節
、『
列
王
記
下
』二
章
九
節
他
）。（
略
）

も
う
一
方
の
ネ
フ
ェ
シ
ュ『
魂
』の
意
味
範
囲
は『
霊
』よ
り
も
広
い
。

『
喉
』
を
語
源
と
し
（『
詩
編
』
六
九
篇
二
節
『
洪
水
は
わ
が
喉
も
と

に
及
び
』）、喉
を
通
る
『
気
息
』
を
指
し
、『
気
息
』
が
象
徴
す
る
『
い

の
ち
』を
表
し
、さ
ら
に『
欲
求
、欲
望
』へ
と
意
味
は
広
が
っ
た
。（
略
）

要
す
る
に
、
ネ
フ
ェ
シ
ュ
『
魂
』
は
い
ま
こ
こ
に
生
き
る
人
間
存
在

を
指
し
、
身
体
的
欲
求
、
感
情
の
は
た
ら
き
、
思
考
を
め
ぐ
ら
す
こ

と
な
ど
、
生
命
体
で
あ
る
人
間
の
営
為
の
す
べ
て
が
『
魂
』
に
発
す

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
プ
シ
ュ
ケ
ー

が
あ
て
ら
れ
、
新
約
聖
書
に
引
き
継
が
れ
た
。（
略
）
ネ
フ
ェ
シ
ュ
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古
い
経
典
で
あ
る
ダ
ン
マ
パ
ダ
（『
法
句
経
』）
で
は

二
七
七　

 「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
」
諸
行
無

常
と
明
ら
か
な
知
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ
と

は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が

清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

二
七
八　

 「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
苦
し
み
で
あ
る
」
一
切

皆
苦
と
明
ら
か
な
知
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ

と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人

が
清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

二
七
九　

 「
一
切
の
事
物
は
我
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
諸
法
非

我
と
明
ら
か
な
知
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ
と

は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が

清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
るK

。」

と
説
か
れ
て
い
る
。

整
理
し
て
み
れ
ば
、
一
切
皆
苦
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
が
思
う
よ

う
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
現
実
認
識
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
苦
は
、

諸
々
の
も
の
が
移
り
変
わ
り
ゆ
く
諸
行
無
常
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移

シ
ュ
と
ア
ー
ト
マ
ン
は
『
気
息
』
を
原
意
と
す
る
点
で
も
共
通
す
る
。

こ
の
両
者
を
思
想
的
に
分
か
つ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
創
造
信
仰

の
有
無
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ブ
ラ
イ
の
霊
魂
観
の
背
後
に
は
、
宇
宙
万
物

を
唯
一
神
に
よ
る
被
造
物
と
み
る
創
造
信
仰
が
横
た
わ
る
。『
霊
』

は
そ
の
神
の
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、『
魂
』
は
人
間
が
被
造
物

と
し
て
生
き
生
か
さ
れ
る
『
い
の
ち
』
だ
か
ら
で
あ
る
。

ア
ー
ト
マ
ン
と
仏
教

月
本
の
導
き
は
、
ネ
フ
ェ
シ
ュ
と
ア
ー
ト
マ
ン
を
め
ぐ
っ
て
ヘ
ブ

ラ
イ
の
思
想
と
イ
ン
ド
の
思
想
の
近
接
点
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
仏
教
の
考
え
方
に
少
し
触
れ
て
い
き
た
い
。

仏
教
は
周
知
の
通
り
イ
ン
ド
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
の
伝

統
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
（「
実
我
」）
と
い
う
考
え
方
と
は
異
な
っ
た
立

場
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る「
無
我
」あ
る
い
は「
非

我
」（
パ
ー
リ
語
：
ア
ナ
ッ
タ
ーanattā

。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
：

ア
ナ
ー
ト
マ
ンanātm

an

）
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
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常
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
「
苦
」
が
成
立
す
る
、
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
自
己
と
外
界
（
世
界
）
は
ど
う
い
う
成
り
立
ち
の
関

係
を
持
つ
の
か
と
い
う
と
、
自
己
と
外
界
（
世
界
）
は
相
互
補
完
的

で
あ
り
、
自
己
は
外
界
（
世
界
）
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
そ
し

て
同
時
に
外
界
（
世
界
）
は
自
己
の
一
部
で
あ
り
、
自
己
の
な
か
に

す
べ
て
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

仏
教
に
お
け
る
「
自
然
」

要
す
る
に
、
本
回
勅
の
主
体
で
あ
る
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
、
神
と
人
間
と
人
間
以
外
の
被
造
物
の
間
に
あ
る
対
立
、
あ
る

い
は
、
あ
る
種
の
緊
張
関
係
が
、
仏
教
に
は
な
い
と
論
者
に
は
う
か

が
え
る
。
ま
た
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
使
わ
れ
て
い
る
「
自
然
」

と
い
う
言
葉
が
、
日
本
の
仏
教
界
で
通
常
使
わ
れ
て
い
る
「
自
然
」

と
い
う
言
葉
と
同
義
で
使
用
で
き
る
と
は
当
然
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
仏
教
の
立
場
か
ら
、
環
境
と
共
生
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て

り
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ

る
。
自
分
自
身
も
含
め
て
、
す
べ
て
は
自
分
の
も
の
で
は
な
い
し
、

常
住
不
変
で
は
な
い
の
で
、そ
の
こ
と
に
目
覚
め
る
こ
と
に
お
い
て
、

身
心
と
も
に
安
ら
か
に
な
る
と
い
う
仏
教
の
指
標
が
集
約
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
イ
ン
ド
古
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
に
お
い
て
は
、
自
己

の
本
体
と
し
て
の
「
実
我
」
が
存
在
し
，
そ
れ
が
業
の
担
い
手
と
な

っ
て
生
死
輪
廻
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
仏
教
で
は
す

べ
て
に
お
い
て
、
実
体
的
我
（
実
我
）
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。

長
い
歴
史
の
中
で
、
こ
の
「
非
我
」、「
無
我
」
の
説
明
は
、
で

は
倫
理
的
責
任
の
主
体
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
を
受

け
や
す
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
倫

理
的
責
任
の
主
体
は
当
然
存
立
す
る
が
、
そ
の
「
個
」
と
し
て
の
枠

組
み
は
固
定
的
不
変
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

自
己
も
世
界
も
、
た
ま
た
ま
仮
に
そ
の
構
成
要
素
が
関
係
し
合
っ
て

（
仮
和
合
）
存
立
し
て
い
る
の
で
、
恒
常
的
で
は
な
い
。
そ
れ
を
恒
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不
思
議
）

⑦ 

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
関
係
し
、

他
を
自
己
と
し
て
い
る
。（
具
中
道
）

要
約
す
れ
ば
、「
自
己
と
環
境
を
超
え
た
心
の
中
に
、
自
己
と
環

境
と
が
包
ま
れ
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
自
己
と
環
境
と

は
切
り
離
せ
ず
、
あ
る
い
は
本
性
上
一
つ
で
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
や
は
り
天
台
教
学
の
中
に
あ

っ
て
も
、
自
己
は
、
身
体
と
そ
の
中
に
潜
む
心
の
全
体
と
し
て
の
自

己
だ
け
に
閉
じ
ら
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
るP

。」 

と
竹
村

は
ま
と
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
道
元
の
「
自
然
」
の
考
え
方
に
進
ん
で
い
く
。
以
下
、

竹
村
の
思
索
の
歩
み
に
添
っ
て
、
道
元
の
自
然
観
に
つ
い
て
言
及
し

た
い
。
竹
村
は
ま
ず
次
の
偈
を
引
用
す
る
。
道
元
は『
正
法
眼
蔵
』「
渓

声
山
色
」
に
お
い
て
蘇
東
坡
が
覚
り
を
開
い
た
と
き
に
呈
し
た
と
さ

れ
る
詩
を
引
用
し
て
い
る
。

「
渓
声
便
ち
是
れ
広
長
舌　
（
渓
の
響
き
は
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
の

説
法
）、

い
る
竹
村
牧
男
の
『
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
―
―
共
生
・
環

境
・
い
の
ち
の
思
想L

』
を
手
が
か
り
に
、
自
己
と
自
然
の
関
係
に
つ

い
て
学
ん
で
み
た
い
。

竹
村
は
日
本
天
台
宗
の
「
忠
尋
（
一
〇
六
五
～
一
一
三
八
）
作

と
伝
え
ら
れ
る
『
漢
光
類
聚
』（
実
際
は
一
二
五
〇
年
頃
の
成
立
かM

）」

か
ら
「
天
台
宗
に
お
い
て
自
己
と
自
然
の
関
係
、
ひ
い
て
は
自
己
と

い
う
存
在
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
かN

」、
次
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い
るO

。

①
自
己
の
完
成
と
自
然
の
関
係
は
連
動
し
て
い
る
。（
諸
仏
観
見
）

② 

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、
自
己
と
自
然
を
超
え
る
究
極
の
い

の
ち
に
貫
か
れ
て
い
る
。（
具
法
性
理
）

③
自
己
と
自
然
は
不
二
で
あ
り
、切
り
離
せ
な
い
。（
依
正
不
二
）

④ 

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
絶
対
的
な
価

値
を
有
し
て
い
る
。(

当
体
自
性)

⑤ 

自
然
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
も
と
よ
り
霊
性
的
表
現
を
持
っ
て

い
る
。(

本
具
三
身)

⑥ 

本
当
の
自
然
お
よ
び
自
己
は
、
言
葉
を
離
れ
て
い
る
。（
法
性
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そ
し
て
、
そ
の
と
き
香
厳
禅
師
と
い
う
主
体
に
は
、
小
石
の
音
が
仏

の
教
え
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
自
然
の
事
象
が
、
関
わ

る
主
体
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
音
で
あ
っ
た
り
、
仏
の
教
え

を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
り
と
異
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
自
然
と
向

き
あ
う
主
体
の
在
り
方
が
自
然
を
規
定
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

竹
村
の
所
論
を
要
約
す
れ
ば
、

①   「
脱
落
」
す
な
わ
ち
、
道
元
に
お
け
る
覚
り
と
は
、
自
己
と
自

然
、
主
観
と
客
観
と
の
二
元
分
裂
し
た
枠
組
み
を
透
脱
す
る

こ
と
で
あ
る
。

②  

脱
落
し
た
と
き
、
直
ち
に
主
客
未
分
の
一
真
実
が
自
覚
さ
れ

る
。

③  

こ
の
時
、
自
己
と
世
界
と
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ

れ
の
い
の
ち
の
本
来
の
姿
で
あ
る
。

④  

山
水
が
法
を
説
く
（
無
情
説
法
）
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
に

対
す
る
自
然
が
自
己
に
対
し
て
真
理
を
表
現
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
と
自
然
と
い
う
二
元
対
立
が
超
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
真
実
の
自
己
が
あ
り
、
か
つ
真
実
の
存

山
色
清
浄
身
に
非
ざ
る
こ
と
無
し　
（
山
の
姿
は
仏
の
清
ら
か

な
姿
に
変
わ
る
こ
と
な
し
）

夜
来
八
万
四
千
の
偈　
（
昨
夜
か
ら
ず
っ
と
数
え
切
れ
な
い
仏

の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
）、

他
日
如
何
が
人
に
挙
似
せ
ん 

（
い
つ
の
日
か
誰
に
こ
の
こ
と
を
話
そ
う
かQ

）」

論
者
な
り
に
要
約
す
れ
ば
、
渓
の
声
、
山
の
姿
、
す
な
わ
ち
、
自

然
が
仏
の
教
え
を
説
い
て
い
る
と
読
め
る
が
、
自
然
そ
の
も
の
が
仏

な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
竹
村
も
引
き
続
き
紹
介
し
て
い
る
が
、
道

元
は
晩
年
の
永
平
寺
で
の
説
法
に
お
い
て
も
「
春
は
則
ち
霊
雲
、
桃

華
を
見
て
大
事
を
明
ら
め
、
秋
は
則
ち
香
厳
、
翠
竹
を
聞
い
て
大
事

を
明
ら
む
」
と
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
雲
禅
師
が
桃
の
華
を

見
た
と
き
に
覚
り
、
香
厳
禅
師
は
掃
除
の
時
、
箒
で
飛
ん
だ
小
石
が

竹
に
当
た
っ
て
音
が
し
た
瞬
間
、
大
悟
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

小
石
が
竹
に
当
た
っ
た
音
そ
れ
自
体
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
仏
の
教

え
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
音
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
香

厳
禅
師
と
い
う
主
体
に
「
目
覚
め
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一
つ
の
質
問
と
し
て

さ
て
、
竹
村
に
即
し
て
仏
教
、
特
に
日
本
仏
教
の
自
然
観
を
見
て

い
く
中
で
、
自
己
と
世
界
、
自
己
と
環
境
、
あ
る
い
は
自
己
と
外
界

と
い
っ
た
区
分
け
に
お
い
て
、
自
己
の
在
り
方
に
お
い
て
世
界
、
環

境
も
し
く
は
外
界
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

を
見
て
き
た
。
そ
う
し
た
受
け
止
め
方
か
ら
す
る
と
、本
回
勅
の「
大

地
は
、
わ
た
し
た
ち
よ
り
前
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
に

与
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。」〈
67
〉
と
い
う
説
明
は
、「
大
地
」
と
「
私

た
ち
」
が
対
立
的
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
仏
教
徒
と
し
て
は

理
解
が
む
ず
か
し
い
叙
述
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
「
被
造
界

は
愛
の
秩
序
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
」〈
77
〉
け
れ
ど
も
、「
自
然
を
神

聖
な
も
の
と
は
見
ま
せ
ん
。」〈
78
〉と
言
わ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、「
三

位
一
体
の
一
つ
の
位
格
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
が
創
造
さ
れ
た
宇
宙
世
界
に

入
り
込
み
、
十
字
架
に
至
る
ま
で
、
運
命
を
と
も
に
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
世
の
始
ま
り
か
ら
、
と
り
わ
け
受
肉
を
通
し
て
、
キ
リ
ス

ト
の
神
秘
が
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
自
然
界
に
お
い
て
、
そ
の
自

在
が
あ
っ
て
、
そ
の
自
己
自
身
が
現
成
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。

⑤  

そ
こ
に
お
い
て
は
自
己
即
世
界
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

⑥  

自
己
と
い
う
存
在
は
、
個
々
に
は
か
け
が
え
の
な
い
主
体
で

あ
る
と
同
時
に
、
存
在
と
し
て
は
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。

⑦  

以
上
に
は
、
自
己
の
了
解
の
根
本
的
な
転
換
、
自
己
の
世
界

へ
の
開
放
が
あ
る
。

⑧  

世
界
と
自
己
と
は
別
で
は
な
く
、
不
二
一
体
で
あ
る
。
そ
の

構
造
に
お
い
て
、
山
水
も
心
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
仏
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

⑨  

道
元
に
と
っ
て
は
、
主
客
の
枠
組
み
を
超
え
た
地
平
に
お
い

て
、
本
来
の
い
の
ち
が
は
た
ら
く
と
こ
ろ
が
、
仏
性
な
の
で

あ
る
。
そ
の
仏
性
が
草
木
国
土
即
衆
生
を
支
え
る
心
に
お
い

て
は
た
ら
い
て
い
る
。

⑩  

道
元
に
お
い
て
は
、
世
界
と
一
体
の
自
己
の
自
覚
が
、
そ
の

覚
り
の
禅
体
験
に
基
づ
い
て
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
た
。
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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は
た
ら
き
続
け
て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
限

の
昔
か
ら
仏
陀
が
教
化
し
続
け
て
い
る
と
い
う「
久
遠
実
成
の
仏
陀
」

（
法
華
経
、
如
来
寿
量
品
第
十
六
）
と
い
う
考
え
方
も
、
こ
う
し
た

法
の
は
た
ら
き
を
前
提
と
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
似
て
い
る
と
い
え
ど
も
、
交
差
し
え
な
い
側
面
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
主
体
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
重

な
っ
て
成
立
す
る
実
体
の
な
い
も
の
、「
無
」
と
受
け
止
め
る
仏

教
と
実
体
的
な
も
の
と
受
け
止
め
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
自
己
」
に

つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
。
も
う
一
つ
は
因
果
関
係
と
法
が
二

つ
に
分
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仏
教
の
側
面
で

あ
る
。
仮
に
十
二
支
縁
起
を
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
が
解
脱
で

あ
るS

と
措
定
す
る
な
ら
ば
、
十
二
支
縁
起
そ
れ
自
体
は
あ
る
種

の
因
果
関
係
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
そ
う

し
た
因
果
関
係
の
自
覚
が
解
脱
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
解
脱
を

得
法
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と

き
の
因
果
関
係
は
自
己
の
内
外
を
問
わ
ず
普
遍
的
に
妥
当
す
る

も
の
で
あ
り
、
科
学
に
お
け
る
因
果
関
係
と
対
立
す
る
も
の
で

立
性
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
隠
れ
た
仕
方
で
働
き
続
け
て
い
ま
す
。」

〈
99
〉
と
さ
れ
て
も
い
る
。

こ
こ
で
「
自
然
界
に
お
い
て
、そ
の
自
立
性
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
」

と
い
う
文
節
を
、自
然
界
に
お
け
る
因
果
関
係
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、

と
解
釈
し
、「
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
が
、（
略
）
隠
れ
た
仕
方
で
働
き
続

け
て
い
ま
す
。」
と
い
う
と
こ
ろ
を
聖
霊
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
読

ん
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
読
ん
で
よ
い
と
す
る
の
な
ら
、

西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
大
地
」
に
は
二
重
の
は
た
ら
き
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
に
お
け
る
因
果
関
係
（
こ

れ
は
科
学
で
解
析
さ
れ
る
対
象
）
と
聖
霊
の
は
た
ら
き
と
い
う
二
重

性
で
あ
るR

。

そ
こ
で
、
も
し
も
仏
教
に
お
け
る
法
の
は
た
ら
き
を
聖
霊
の
は
た

ら
き
と
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
仏
教
に
も
キ
リ

ス
ト
教
に
似
た
よ
う
な
二
重
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、仏
陀
は
覚
っ
て
仏
陀
と
な
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
仏
陀
を
仏
陀
た
ら
し
め
た
、
す
な
わ
ち
、
覚
ら
し
め
た
も
の
が

法
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
法
は
無
始
無
終
の
、
時
の
展
開
を
超
え
て
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雨
や
風
、
水
や
火
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
ら
し
て
仏
教
の
教
え
に
添

う
よ
う
に
し
て
い
く
の
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
発
心
と
い
う
こ
と
で

あ
るX

。」
と
解
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
日
本
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
自
己
に
お
い
て
有
情
も

非
情
も
、
同
時
に
成
道
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
己
の
中
に
す
べ
て

が
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
自
己
と
外
界
（
世
界
）
が
一
つ
、
さ

ら
に
は
、
自
己
は
外
界
（
世
界
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
あ
り
方
に
お
い
て
自
然
の
意
味
が
変
わ

っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、

神
と
被
造
界
と
そ
の
中
に
お
け
る
自
己
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
存
在

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
一
つ
に
な
る
と
い
っ
た
次
元
が
想
定
さ
れ
に

く
い
。
ま
た
、
自
然
と
感
応
し
て
覚
り
、
つ
ま
り
救
い
へ
の
契
機
を

え
る
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
と
見
な
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
両
者
が

異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
本
回
勅
の
序
論
に
当
た
る
部
分
、
ま
た
第
一
章
と
第
二

章
を
手
が
か
り
に
拙
論
を
進
め
て
き
た
が
、
論
旨
に
関
し
て
は
多
く

の
不
備
、
読
解
に
関
し
て
は
、
理
解
不
足
、
誤
読
等
、
至
ら
な
い
点

は
な
い
、
と
規
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
るT

。

次
な
る
質
問
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
発
菩
提
心
」
の
巻
に
出
て
く
る
、

「
釈
迦
牟
尼
仏
言
、『
明
星
出
現
時
、
我
与
大
地
有
情
、
同
時
成
道
』」

と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
の
問
題
で
あ
る
。

道
元
は
続
い
て
「
し
か
あ
れ
ば
、
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
は
、

同
時
の
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
な
る
べ
し
。
仏
道
の
身
心
は
草

木
瓦
礫
な
り
、
風
雨
水
火
な
り
。
こ
れ
を
め
ぐ
ら
し
て
仏
道
な
ら
し

む
る
、
す
な
は
ち
発
心
な
り
（
後
略U
）」
と
説
示
し
て
い
る
。
こ
の

説
示
に
つ
い
て
、
由
木
祖
元V

に
し
た
が
え
ば
、「
明
け
の
明
星
が
東

の
空
に
現
れ
た
と
き
、
私
と
大
地W

、
有
情
が
同
時
に
〈
さ
と
り
〉
を

開
き
、
仏
に
成
っ
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
〈
さ
と
り
〉
を
求
め
よ
う
と

い
う
志
を
起
こ
し
（
発
心
）、正
し
い
修
行
生
活
を
実
践
し
（
修
行
）、

〈
さ
と
り
〉
を
開
き
（
菩
提
）、
大
安
楽
の
境
地
に
住
す
る
（
涅
槃
）

こ
と
を
、
始
ま
り
も
な
く
終
わ
り
も
な
い
一
つ
の
環
の
よ
う
に
絶
え

間
な
く
循
環
し
続
け
る
と
き
、
同
時
に
、
現
象
界
一
切
の
有
情
も
非

情
も
、
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
し
続
け
る
は
ず
で
あ
る
。
仏
道

（
仏
教
の
教
え
）
で
い
う
身
心
は
、
草
や
木
、
瓦
や
小
石
で
あ
り
、
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5
 

同
書
、
七
頁
。

6
 

武
藤
一
雄
・
片
柳
栄
一
訳
、「
自
由
と
し
て
の
恩
寵
（
抄
）」 ( G

nade als 

Freiheit- Kleine theologishe Beitraege, 1968) 

『
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想

叢
書
』
第
十
三
巻
、
白
水
社
、
一
九
七
四
年
、
所
収
。

7
 

同
、
一
六
八
頁
。

8
 

同
、
一
六
八
頁
。

9
 

同
、
一
六
七
頁
。

0
 

「
啓
示
」
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
で
も
表
白
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

の
で
、
他
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
分
け
る
基
準
に
は
な
ら
な
い
と
思

わ
れ
る
。

a
 

キ
リ
ス
ト
教
と
他
の
宗
教
を
分
け
る
分
岐
点
は
「
イ
エ
ズ
ス
が
救
世
主

（
キ
リ
ス
ト
）で
あ
る
か
否
か
」に
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
立
場
も
あ
る
。

（
宗
教
間
対
話
研
究
所
、
第
百
十
一
回
例
会
に
お
け
る
深
井
智
朗
の
発

言
）

b
 

N
ostra aetate, 

一
九
六
五
年
十
月
二
十
八
日
。

c
 

第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
公
文
書
、
改
訂
公
式
訳
、
八
五
七
頁
。

d
 

Sallus extra ecclesiam
 non est 

北
ア
フ
リ
カ
出
身
の
カ
ル
タ
ゴ
の
司

教
、
キ
プ
リ
ア
ヌ
スC

yprianus

（
三
世
紀
）
の
言
葉
。

e
 

回
勅
と
は
、「
ロ
ー
マ
教
皇
が
全
世
界
の
カ
ト
リ
ッ
ク
者
に
あ
て
、
信

仰
ま
た
は
道
徳
の
問
題
に
関
し
権
威
あ
る
指
針
を
表
明
す
る
際
の
書

が
多
々
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
識
者
の
貴
重
な
時
間
を
浪
費
さ
せ

た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
対
し
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

同
時
に
辛
抱
し
て
こ
こ
ま
で
つ
き
あ
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
心
よ
り

感
謝
す
る
。
ご
教
導
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
、
一
旦
の
閣
筆
と
し

た
い
。

註

＊ 

凡
例
：
山
括
弧
内
の
数
字
は
『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
の
パ
ラ
グ
ラ

フ
番
号
。
本
論
の
底
本
は 

瀬
本
正
之, 
吉
川
ま
み
訳
『
回
勅 

ラ
ウ
ダ

ー
ト
・
シ　

と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、

二
〇
一
六
年
。

1
 

峯
岸
正
典
「
宗
教
間
対
話
と
し
て
の
東
西
霊
性
交
流
」、『
宗
教
研
究
』

日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
〇
八
年
。
八
一
巻
四
号
九
五
九
～
九
六
〇
頁
参

照
。

2
 

青
森
に
本
拠
を
置
く
松
緑
神
道
大
和
山
よ
り
派
遣
。

3
 

白
川
栄
造
『
開
か
れ
た
扉
』
大
和
山
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
。

4
 

東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
科
助
手
を
経
て
、松
緑
神
道
大
和
山
教
主（
当

時
）。
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「
い
と
高
き　

全
能
の
善
き
主
、

賛
美
と
誉
れ　

栄
光
と
祝
福
は

皆　

あ
な
た
の
も
の
。

そ
れ
ら
は

い
と
高
き　

あ
な
た
に
こ
そ　

ふ
さ
わ
し
く
、

だ
れ
も　

よ
く　

そ
の
ま
こ
と
を

語
る
も
の
は
な
い
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

あ
な
た
か
ら
造
ら
れ
た
も
の

わ
け
て
も　

貴
き
兄
弟　

太
陽
に
よ
っ
て
。

彼
は
昼
を
造
り
、

主
は　

彼
に
よ
り　

我
ら
を
照
ら
す
。

彼
は
大
い
な
る
光
に
よ
っ
て

美
し
く
照
り
輝
き
、

い
と
高
き　

あ
な
た
の

み
姿
を
映
す
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

姉
妹
な
る
月
と　

あ
ま
た
の
星
に
よ
っ
て
。

あ
な
た
は　

そ
れ
を　

大
空
に
ち
り
ば
め

美
し
く　

貴
く　

き
ら
め
か
す
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

簡
の
形
式
を
い
う
」 

わ
け
で
。「
回
勅
は
、
一
般
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
の
信
仰
と
道
徳
を
守
り
、
そ
の
一
致
を
保
持
す
る
た
め
の
重
要

な
媒
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。〈
略
〉
今
日
で
は
回
勅
の
権
威
を
一
般

化
す
る
よ
り
は
個
々
の
理
非
曲
直
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
て
」 
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
し
て

も
、
比
較
的
自
由
に
内
容
を
吟
味
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
検
討
の
対
象
と
し
て
も
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
一
九
五
〇
年
に
ピ
ウ
ス
十
二
世
が
出
し
た
『
フ
マ
ニ
・
ジ

ェ
ネ
リ
ス
』H

um
ani generis

で
、
教
皇
は
、「
論
議
中
の
問
題
に
回

勅
が
あ
る
指
針
を
与
え
た
場
合
、
も
は
や
神
学
者
は
自
由
に
議
論
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
付
け
加
え
た
。
し
か
し
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会

議
（
一
九
六
五
）
は
最
終
草
案
か
ら
こ
の
文
面
を
削
除
し
た
。
二
つ

目
は
、
人
工
的
避
妊
方
法
を
反
自
然
と
し
て
退
け
た
パ
ウ
ル
ス
六
世

の
『
フ
マ
ー
ネ
・
ビ
テ
』H

um
anae vitae

（
一
九
六
八
）
に
関
し
、
今

日
で
は
回
勅
の
権
威
を
一
般
化
す
る
よ
り
は
個
々
の
理
非
曲
直
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。［
越
前
喜
六
］（
小

学
館　

日
本
大
百
科
全
書(

ニ
ッ
ポ
ニ
カ) https://kotobank.jp/

w
ord/%

E5%
9B%

9E%
E5%

8B%
85-42684.

f
 

石
井
健
吾
編
訳
「
太
陽
の
讃
歌
」。
本
回
勅
〈
87
〉
で
は
以
下
、
カ
ギ

括
弧
の
部
分
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。



26 

ひ
と
を
赦
し　

病
を
忍
び

苦
し
み
に　

耐
え
る
も
の
ら
に
よ
っ
て
。

幸
い
な
る
か
な
、

心
安
ら
か
に　

忍
ぶ
も
の
。

彼
は　

い
と
高
き
あ
な
た
の

と
わ
の
冠
に　

ふ
さ
わ
し
い
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

我
ら
の
姉
妹　

肉
体
の
死
に
よ
っ
て
。

生
け
る
も
の
は　

だ
れ
も

そ
の
手
か
ら　

逃
れ
る
こ
と
が
な
い
。

禍
（
わ
ざ
わ
い
）
な
る
か
な
、

神
に
背
い
て
死
の
時
を
待
つ
も
の
！

幸
い
な
る
か
な
、

あ
な
た
の
聖
旨
（
み
む
ね
）
を　

生
き
る
も
の

二
度
の
死
も　

彼
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
。

我
が
主
を
た
た
え　

こ
と
ほ
ぎ
、

深
き　

へ
り
く
だ
り
と
と
も
に

感
謝
の
う
ち
に　

彼
に
仕
え
よ
。

https://am
eblo.jp/pikm

in18/entry-12193534363.htm
l.

g
 

例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
対
話
篇
の
な
か
で
「
肉
体
は
魂
の
牢
獄
で

あ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
ー
マ
・
セ
ー
マ
説
」
に
た
び
た
び
言

兄
弟
な
る
風　

大
気
や
雲

さ
ま
変
わ
る　

天
の
事
象
に
よ
っ
て
。

あ
な
た
は　

そ
れ
に
よ
り

造
ら
れ
た　

す
べ
て
を
支
え
ら
れ
る
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

姉
妹
な
る
水
に
よ
っ
て
。

そ
れ
は　

皆
を
生
か
し
、

お
ご
る
こ
と
な
く　

貴
く

ま
た
清
ら
か
に
澄
む
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

あ
な
た
は
兄
弟
に
な
る
火
に
よ
っ
て

夜
の
闇
を
照
ら
す
。

彼
は
美
し
く　

心
地
よ
く

た
く
ま
し
く　

力
あ
ふ
れ
る
。」

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

我
ら
の
母　

姉
妹
な
る
大
地
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は　

我
ら
を　

は
ぐ
く
み
、

草
花
を　

と
り
ど
り
に
染
め

く
さ
ぐ
さ
の
実
を　

結
ば
せ
る
。

た
た
え
ら
れ
よ　

我
が
主
、

あ
な
た
へ
の　

愛
の
た
め
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二
四
二
～
二
四
三
頁
参
照
。

l
 

村
上
陽
一
郎
『
西
欧
近
代
科
学
〈
新
版
〉
そ
の
自
然
観
の
歴
史
と
構
造
』

新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
。
三
二
～
三
三
頁
。

m
 

後
述
す
る
が
、
す
で
に
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
が
『
機
械
と
人
間
―
―
生
態

学
的
危
機
の
歴
史
的
根
源
』
青
木
靖
三
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二

年
。〔
原
著
は
一
九
六
八
年
、
該
当
す
る
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は

一
九
六
七
年
。〕
の
な
か
で
ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
精
神
に
戻
れ

と
指
摘
し
て
い
る
。

n
 

本
回
勅
の
中
心
と
な
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
問
題
、
貧
困
か
ら
生
ま
れ
る
環

境
問
題
と
弱
者
救
済
と
い
う
宗
教
の
社
会
性
に
関
わ
る
問
題
等
の
検
討

に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

o
 

仏
教
で
は
、
曇
り
な
き
眼
で
現
実
の
有
り
様
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
問

題
解
決
の
立
脚
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

p
 

後
にLynn W

hite, M
achina ex D

eo: Essays in the D
ynam

ism
 of 

W
estern Culture”,The M

IT Press, C
am

brige, M
ass.,1968

に
収
録
さ

れ
、
日
本
で
は
一
九
七
二
年
に
、
み
す
ず
書
房
か
ら
『
機
械
と
人
間
―

―
生
態
学
的
危
機
の
歴
史
的
根
源
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

q
 

前
掲
書
、
八
七
頁
。

r
 

同
、
八
八
頁
。

s
 

同
、
八
九
～
九
〇
頁
。

及
し
て
い
る
。

h
 

例
え
ば
、
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
（Thom

as à K
em

pis

）『
キ
リ
ス

ト
に
な
ら
い
て
』（D

e im
itatione Christi

）
参
照
。
論
者
は
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
大
学
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
基
礎
神
学
の
講
座
で
仏
教
を
取
り
扱
う
授

業
に
出
て
い
た
が
、
担
当
教
授
は
本
書
の
厭
世
的
側
面
を
仏
教
と
似
て

い
る
と
評
し
て
い
た
。
因
み
に
本
書
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
主
流
で
は

な
い
と
い
う
立
場
も
あ
る
。

i
 

聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
お
よ
び
「
太
陽
の
歌
」
に
関
し
て
は
、
Ｒ
・
Ｄ
・ 

ソ

レ
ル
著
、
金
田 

俊
郎
訳
『
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
自
然
―

―
自
然
環
境
に
対
す
る
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
の
伝
統
と
革
新
』
教

文
館 

、
二
〇
一
五
年
、
参
照
。

j
 

「
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
深
く
自
然
を
愛
で
、
親
し
み
、

そ
の
中
に
神
の
力
を
感
じ
取
り
、
率
直
に
心
情
を
吐
露
し
た
人
は
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
が
最
初
で
あ
ろ
う
。」（
川
下
勝
『
太
陽
の
歌　

ア
シ
ジ
の
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
』
聖
母
の
騎
士
社
、一
九
九
三
年
。
一
九
六
～
一
九
七
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
以
降
も
自
然
を
賛
美
す
る
聖
人

は
見
つ
け
に
く
い
。

k
 

月
本
昭
男
「
共
感　

転
換
へ
の
意
思
―
―
聖
書
の
世
界
か
ら
」
サ
テ
ィ

シ
ュ
・
ク
マ
ー
ル
『
人
類
は
ど
こ
へ
い
く
の
か　

本
当
の
転
換
の
た
め

の
三
つ
の
Ｓ
〈
土
・
魂
・
社
会
〉』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
、
所
収
、
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と
の
あ
い
だ
に
は
架
け
る
べ
き
橋
が
な
く
な
り
、
自
然
は
人
間
に
と
っ

て
異
質
な
他
者
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
自
然
は
も
は
や

同
質
者
と
し
て
内
か
ら
直
感
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
実

験
と
い
う
拷
問
を
か
け
て
、
そ
れ
を
操
作
す
る
も
の
と
な
る
わ
け
で

す
。」 「
つ
ま
り
そ
こ
で
は
自
然
は
、
神
が
人
間
と
全
然
違
っ
た
も
の
と

し
て
つ
く
っ
た
。
人
間
と
は
異
質
な
第
三
者
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

重
要
な
こ
と
で
す
。
し
か
も
理
性
的
存
在
と
い
う
の
は
、
神
と
人
間
し

か
い
な
い
（
略
）。
そ
う
な
る
と
、（
略
）
第
一
に
自
然
の
非
人
間
化
と

い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
。」 

、「
つ
ま
り
、
人
間
と
何
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

も
許
さ
れ
な
い
、
そ
れ
自
身
独
立
な
、
気
心
の
知
れ
な
い
他
者
と
し
て

の
自
然
」 

を
「
目
的
も
な
く
意
識
も
な
く
、
生
命
も
な
い
、
一
切
の
質

を
欠
い
た
単
な
る
一
様
な
幾
何
学
的
延
長
と
し
て
見
」 

、「『
形
』、『
大

き
さ
』、」『
運
動
』
と
い
う
幾
何
学
的
な
量
的
関
係
だ
け
で
も
っ
て
自

然
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
こ
と
」 

に
な
っ
た
。「
で
す
か
ら
、
近
代
科

学
と
い
う
の
は
、（
略
）
キ
リ
ス
ト
教
的
な
自
然
観
と
い
う
も
の
の
な

か
に
潜
在
し
て
い
た
も
の
を
は
っ
き
り
と
取
り
出
し
」  

た
も
の
で
あ

る
と
規
定
し
て
い
る
。

D
 

月
本
昭
男
「
共
感　

転
換
へ
の
意
思
―
―
聖
書
の
世
界
か
ら
」、
サ
テ

ィ
シ
ュ
・
ク
マ
ー
ル
『
人
類
は
ど
こ
へ
い
く
の
か　

本
当
の
転
換
の
た

め
の
三
つ
の
Ｓ
〈
土
・
魂
・
社
会
〉』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
、

t
 

同
、
九
一
頁
。

u
 

同
、
九
一
頁
。

v
 

同
、
九
五
頁
。

w
 

同
、
九
二
～
九
三
頁
。

x
 

本
回
勅
の
訳
者
の
ひ
と
り
瀬
本
正
之
、上
智
大
学
神
学
部
教
授
の
発
言
。

https://blogs.yahoo.co.jp/kyom
utekisonzairon/M

Y
BLO

G
/yblog.

htm
l?m

=lc&
sv=%

A
5%

A
D

%
A

5%
EA

%
A

5%
B9%

A
5%

C
8%

B6%
B5&

sk=0.

y
 

同
、
九
六
頁
。

z
 

同
、
九
五
～
九
六
頁
。

A
 

同
、
九
六
頁
。

B
 

同
、
九
三
頁
。

C
 

『
改
訂
新
版 

思
想
史
の
な
か
科
学
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
。）
と
い

う
書
籍
の
な
か
で
は
伊
東
俊
太
郎
、
広
重
徹
、
村
上
陽
一
郎
と
い
っ

た
科
学
史
の
専
門
家
た
ち
が
、
近
代
科
学
が
生
ま
れ
て
く
る
背
景
と
な

る
、
創
世
記
に
由
来
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、「
神–

人
間–
自
然
の

階
層
秩
序
が
で
き
、
人
間
は
神
の
た
め
に
あ
る
し
、
自
然
は
人
間
の
た

め
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
人
間
は
自
然
と
一
体
で
は
な
く
、
そ

れ
を
支
配
す
る
も
の
と
な
る
素
地
が
出
て
く
る
」  

と
言
及
し
、「
神
が

人
間
と
自
然
を
独
立
に
つ
く
り
あ
げ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
人
間
と
自
然
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Q
 

丸
か
っ
こ
内
の
和
文
は
筆
者
の
訳

R
 

こ
う
し
た
二
重
性
が
な
い
限
り
、「
奇
跡
」
は
起
こ
り
え
な
い
は
ず
で

あ
る
。

S
 

馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
八
年
、
一
八
八~

一
九
一
頁
参
照
。

T
 

但
し
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
日
本
の
よ
う
な
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と

い
っ
た
思
想
は
な
い
。
馬
場
紀
寿
、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
参
照
。

U
 

岩
波
文
庫
『
正
法
眼
蔵
（
三
）』、
三
三
一
頁
。

V
 

東
京
都
町
田
市
、
東
雲
寺
住
職
。

W
 

大
地
は
非
情
と
も
置
き
換
え
ら
れ
る
。
非
情
と
は
草
木
、
山
川
、
瓦
礫

な
ど
心
を
も
た
な
い
も
の
を
指
す
。
有
情
と
は
人
間
や
動
物
な
ど
心
、

感
情
、
意
識
を
も
つ
も
の
。
有
情
と
非
情
と
を
合
わ
せ
て
現
象
界
一
切

の
こ
と
を
い
う
。

X
 

http://touunji.jugem
.jp/?eid=227.

み
ね
ぎ
し
・
し
ょ
う
て
ん

曹
洞
宗
長
楽
寺
住
職

所
収
。

E
 

天
地
創
造
物
語
と
「
エ
デ
ン
の
園
」
の
物
語
。

F
 

月
本
昭
男
、
前
掲
書
、
二
四
二
～
二
四
三
頁
。

G
 

pneũm
a.

H
 

psychē.

I
 

Satish Kum
ar. 

イ
ン
ド
出
身
の
思
想
家
。
元
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
修
行
僧
。

サ
テ
ィ
シ
ュ
・
ク
マ
ー
ル
『
人
類
は
ど
こ
へ
い
く
の
か　

本
当
の
転
換

の
た
め
の
三
つ
の
Ｓ
〈
土
・
魂
・
社
会
〉』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
、

参
照
。

J
 

ātm
an

K
 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
・
感
興
の
こ
と
ば
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
、
参
照
。

L
 

竹
村
牧
男
『『
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
―
―
共
生
・
環
境
・
い

の
ち
の
思
想
』
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
六
年
。
本
書
に
関
し
て
は
月
本

昭
男
も
紹
介
し
て
い
る
。
月
本
昭
男
、
前
掲
書
、
二
五
八
～
二
五
九
頁

参
照
。

M
 

竹
村
牧
男
、
前
掲
書
一
四
八
頁
。

N
 

同
、
一
四
九
頁
。

O
 

同
、
一
五
八
頁
参
照
。

P
 

同
、
一
六
〇
頁
。


