
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
。
こ
の
間
い
に
た
い
し
て
カ
ン
ト
は
『
啓
蒙
と
は
何
か
－
そ
の
間
い
の
答
え
』
（
哲
§
ぎ
Q
き
遺
詠
ヽ
音
‥
璽
訂
註
A
息
話
⊇
薦
～
）
と
い
う
論
 
 

文
を
執
筆
し
、
こ
れ
を
冒
頭
に
引
用
し
た
印
象
的
な
表
現
で
始
め
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
答
え
は
啓
蒙
と
い
う
一
つ
の
時
代
あ
る
い
は
一
個
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
自
 
 

己
理
解
を
み
ご
と
に
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
知
る
勇
気
を
も
て
」
（
s
a
p
e
r
e
a
u
d
e
ニ
（
≦
I
i
u
豊
と
い
う
啓
蒙
の
標
語
は
、
他
者
の
権
威
と
庇
 
 

護
に
依
存
し
た
状
態
か
ら
抜
け
だ
し
、
「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」
（
S
e
】
b
s
t
d
e
詩
e
n
）
、
「
自
立
的
思
考
」
（
s
e
－
b
s
t
許
d
i
g
e
s
D
e
n
k
e
n
）
 
へ
と
呼
び
か
け
る
言
葉
と
し
て
、
 
 

今
日
で
も
な
お
新
鮮
な
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

し
か
し
、
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
を
道
徳
的
な
文
脈
で
い
わ
ば
「
自
立
的
思
考
の
ス
ス
メ
」
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
小
さ
な
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
意
味
を
 
 

不
当
に
狭
め
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
歪
め
る
）
 
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
未
熟
さ
〔
＝
未
成
年
状
態
〕
」
 
 

（
亡
n
m
旨
d
i
g
k
e
i
t
）
 
の
原
因
が
「
決
意
と
勇
気
の
欠
如
」
す
な
わ
ち
「
怠
慢
と
臆
病
」
（
≦
H
u
盟
 
に
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
「
自
己
責
任
」
（
s
e
－
b
s
才
e
r
s
c
h
已
d
e
t
）
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

「
啓
蒙
と
は
人
間
が
自
己
責
任
に
よ
る
未
熟
さ
か
ら
脱
け
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
未
熟
さ
と
は
、
他
人
に
指
導
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
自
分
の
知
性
を
使
用
で
き
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

な
い
と
い
う
無
力
さ
の
こ
と
で
あ
る
。
自
己
責
任
に
よ
る
の
は
、
そ
の
未
熟
さ
の
原
因
が
、
知
性
の
欠
如
に
で
は
な
く
、
他
人
の
指
導
な
し
に
自
分
の
知
性
を
 
 

■
1
、
 
使
用
し
よ
う
と
い
う
決
意
と
勇
気
の
欠
如
に
あ
る
場
合
で
あ
る
」
 
（
く
目
l
∽
豊
 
 

啓
蒙
と
愛
国
－
カ
ン
ト
啓
蒙
論
を
め
ぐ
る
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
－
 
 

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
三
号
 
 
 

千
 
葉
 
 



だ
と
い
う
発
言
だ
け
を
取
り
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
ハ
ー
マ
ン
の
非
難
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
自
立
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
的
弱
者
を
切
り
捨
て
、
 
 

・
」
 
 

し
か
も
そ
う
し
た
社
会
的
弱
者
を
つ
く
り
だ
し
た
原
因
で
あ
る
「
政
治
」
を
批
判
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
政
府
の
未
熟
な
「
後
見
人
た
ち
の
後
見
人
」
 
 

叫
3
、
 
 

た
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
に
は
政
治
に
た
い
す
る
批
判
的
視
座
が
欠
落
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
う
し
た
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
が
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
と
い
う
「
問
い
」
に
た
い
す
る
一
つ
の
「
答
え
」
で
あ
る
と
い
う
、
 
 

】
■
、
り
】
 
 

当
た
り
前
で
は
あ
る
が
か
え
っ
て
日
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
実
に
立
ち
か
え
っ
て
み
た
ぃ
。
こ
の
間
い
は
、
ピ
ー
ス
ダ
ー
と
デ
ー
デ
ィ
ケ
が
編
集
す
る
『
ベ
 
 

ル
リ
ン
月
報
』
 
（
哲
註
鼓
c
ぎ
泰
喜
打
払
C
討
怠
）
に
掲
載
さ
れ
た
ツ
エ
ル
ナ
ー
の
論
文
の
注
の
な
か
で
は
じ
め
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
文
自
体
、
 
 

E
．
≠
K
．
と
い
う
匿
名
の
著
者
（
編
者
の
ピ
ー
ス
タ
ー
自
身
だ
と
推
測
さ
れ
る
た
め
以
下
で
は
便
宜
的
に
ピ
ー
ス
タ
ー
と
表
記
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
論
文
に
反
論
す
 
 

る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
も
つ
。
こ
の
両
者
の
論
争
は
「
婚
姻
の
成
立
に
聖
職
者
〔
牧
師
〕
が
関
与
す
べ
き
か
ど
う
か
」
と
い
う
今
日
で
は
あ
ま
り
興
 
 

味
を
引
き
そ
う
に
な
い
問
題
を
め
ぐ
つ
て
展
開
さ
れ
た
「
U
し
か
し
両
者
の
議
論
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
い
は
け
っ
し
て
過
去
の
遺
物
に
す
ぎ
な
 
 

い
の
で
は
な
く
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
も
継
承
さ
れ
る
べ
き
過
度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
い
 
 

本
論
文
で
は
、
ま
ず
二
）
ピ
ー
ス
タ
ー
の
議
論
と
（
二
）
 
ツ
エ
ル
ナ
ー
の
反
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
な
ぜ
啓
蒙
が
問
題
な
の
か
」
を
確
認
す
る
。
そ
 
 

れ
に
も
と
づ
い
て
 
；
一
）
 
カ
ン
ト
の
論
文
が
こ
の
間
い
に
た
い
す
る
ど
の
よ
う
な
回
答
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
、
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
の
も
つ
意
味
を
再
考
し
 
 
 

て
み
た
い
。
 
 

一
七
八
三
年
九
月
の
 
『
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
箪
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
婚
姻
の
成
立
に
さ
い
し
て
聖
職
者
を
も
は
や
煩
わ
せ
な
い
こ
と
の
提
案
」
と
い
う
論
文
は
、
 
 

当
時
さ
ま
ぎ
ま
な
領
邦
で
進
展
L
て
い
た
近
代
的
な
制
度
改
革
の
流
れ
に
組
L
、
「
人
間
愛
を
も
つ
世
界
市
民
」
（
e
i
n
m
e
n
s
c
h
e
n
訂
b
e
n
d
e
r
穿
－
t
b
斉
鷲
r
）
 
 

こ
「
ご
 
 

諒
M
講
）
の
立
場
か
ら
、
婚
姻
の
制
度
改
革
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
じ
 
完
ル
リ
ン
月
報
』
 
の
編
者
の
ピ
ー
ス
ダ
ー
と
日
さ
れ
る
論
文
の
著
者
は
、
「
こ
の
提
案
が
 
 

有
力
者
や
立
法
者
の
耳
に
直
接
に
は
届
か
な
い
だ
ろ
う
」
へ
B
M
誤
）
こ
と
を
予
想
し
っ
つ
も
、
雑
誌
を
通
じ
て
公
衆
へ
と
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
 
 

政
治
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
い
え
る
い
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ま
ず
ピ
ー
ス
ク
ー
は
婚
姻
を
「
契
約
」
（
e
i
n
K
O
n
t
r
a
k
t
）
と
し
て
捉
え
る
。
「
婚
姻
の
杵
と
は
一
つ
の
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
こ
 
 

と
は
、
お
そ
ら
く
理
性
的
な
ひ
と
な
ら
誰
も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
 
（
B
M
拐
）
。
そ
し
て
婚
姻
契
約
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
人
間
に
 
 

は
た
し
か
に
「
抱
い
た
女
性
を
愛
し
、
生
ん
だ
子
供
を
愛
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
自
然
衝
動
」
（
B
M
誤
）
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
自
然
衝
動
は
永
遠
に
続
く
と
は
か
ぎ
 
 

ら
ず
、
「
抑
圧
さ
れ
た
り
、
誤
っ
た
方
に
向
け
ら
れ
た
り
、
克
服
さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
（
B
M
誤
）
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
「
個
々
 
 

人
の
み
な
ら
ず
国
家
に
と
っ
て
も
そ
の
苦
し
み
は
あ
ま
り
に
多
大
で
あ
っ
た
」
（
B
M
誤
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
夫
婦
関
係
や
親
子
関
係
は
自
然
の
ま
ま
の
「
内
面
的
な
黙
 
 

約
」
（
B
M
謡
）
に
留
ま
っ
て
い
て
は
な
ら
ず
、
「
公
的
で
外
的
な
周
知
の
（
一
般
に
知
ら
れ
た
）
も
の
」
（
B
M
宗
）
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
婚
の
リ
ス
ク
を
縮
 
 

減
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
婚
姻
の
契
約
そ
れ
自
体
の
必
要
性
は
、
理
性
的
な
啓
蒙
さ
れ
た
人
に
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
婚
姻
に
は
あ
る
種
の
「
儀
礼
」
（
謬
i
e
r
－
i
c
h
k
e
i
t
e
n
）
が
つ
き
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
も
し
儀
礼
が
な
け
れ
ば
、
「
か
な
り
 
 

多
く
の
人
が
、
自
分
が
何
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
な
い
」
（
B
M
浣
）
こ
と
に
な
り
、
契
約
の
効
力
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
 
 

彼
は
別
の
箇
所
で
は
「
啓
蒙
さ
れ
た
人
々
に
は
あ
ら
ゆ
る
儀
式
（
S
e
蒜
m
O
n
i
e
n
）
は
必
要
な
い
だ
ろ
う
」
（
B
M
諾
）
と
述
べ
て
お
り
、
儀
式
は
あ
く
ま
で
も
「
啓
蒙
 
 

さ
れ
て
い
な
い
人
々
」
の
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
本
来
は
必
要
の
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
ピ
ー
ス
タ
ー
は
個
人
の
幸
福
と
国
家
の
福
祉
と
い
う
観
点
か
ら
婚
姻
契
約
の
必
要
性
を
認
め
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
聖
職
者
が
関
わ
る
こ
と
は
必
 
 

要
で
は
な
い
し
、
ま
た
有
害
で
さ
え
あ
り
う
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
楯
姻
の
契
約
に
聖
職
者
が
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ピ
ー
ス
 
 

タ
ー
は
二
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
「
こ
の
契
約
を
神
聖
で
強
固
な
か
な
り
名
誉
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
善
意
に
発
す
る
が
十
分
考
え
 
 

抜
か
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
意
図
か
ら
」
（
B
M
墨
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
ど
こ
で
も
で
し
ゃ
ば
ろ
う
と
す
る
支
配
欲
の
強
い
聖
職
者
が
、
最
高
に
重
要
で
は
 
 

な
い
に
し
て
も
重
要
な
こ
の
人
類
の
仕
事
〔
＝
婚
姻
〕
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
ろ
う
」
（
B
M
課
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
 
 

現
在
で
は
「
聖
職
者
の
干
渉
は
大
部
分
の
人
び
と
に
は
笑
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
の
人
に
は
む
し
ろ
ま
っ
た
く
結
婚
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
ほ
ど
不
快
な
も
の
 
 

で
あ
る
」
（
B
M
笥
f
．
）
と
主
張
し
、
こ
の
よ
う
に
聖
職
者
が
婚
姻
に
関
与
す
る
こ
と
の
不
適
格
性
に
つ
い
て
は
「
き
わ
め
て
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
き
わ
め
て
 
 

啓
蒙
的
で
も
あ
る
、
か
の
卓
越
し
た
デ
ィ
ー
ツ
が
巧
み
に
論
じ
て
く
れ
た
」
（
B
M
峯
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ピ
ー
ス
タ
ー
の
論
考
は
前
者
の
論
点
を
、
す
な
わ
ち
 
 

聖
職
者
の
介
入
は
婚
姻
の
契
約
を
神
聖
で
強
固
な
名
誉
あ
る
も
の
に
は
し
な
い
こ
と
を
解
明
す
る
（
a
亡
詮
師
記
n
）
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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で
は
な
ぜ
「
啓
棄
さ
れ
て
い
な
い
市
民
」
諒
M
琵
）
は
、
婚
姻
契
約
が
宗
教
に
よ
っ
て
堅
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
誤
認
し
、
国
家
の
法
繚
に
よ
っ
て
保
証
き
れ
 
 

る
こ
と
で
満
足
し
な
い
の
か
。
啓
蒙
き
れ
て
い
な
い
市
民
の
「
自
然
な
推
理
」
は
次
の
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
り
「
『
神
御
自
身
は
、
私
が
前
者
の
〔
宗
教
に
よ
 
 

る
〕
契
約
や
法
律
を
破
る
こ
と
を
欽
L
な
い
′
い
他
方
の
〔
国
家
に
よ
る
〕
契
約
や
法
絆
は
お
そ
ら
く
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
 
 

れ
ら
に
た
い
し
た
食
味
は
な
い
㌣
〓
厨
這
こ
茄
∵
 
し
か
も
、
前
者
で
は
「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
神
聖
な
印
象
と
言
い
よ
う
の
な
い
晴
渡
た
る
感
情
の
力
が
総
動
員
さ
れ
る
」
 
 

の
に
対
L
て
、
後
者
に
は
「
心
を
縛
り
つ
け
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
」
蒜
営
〓
還
「
 
こ
う
し
た
な
か
で
人
々
は
国
家
の
法
律
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
国
民
 
 

精
神
」
（
G
e
i
s
芸
e
巧
欝
t
i
O
n
）
ニ
望
払
些
讐
、
「
国
家
愛
」
（
L
i
e
b
e
z
u
ヨ
S
t
邑
ニ
B
M
岩
山
「
愛
国
心
」
ニ
夢
t
r
i
象
s
ヨ
u
S
）
 
蒜
M
笠
偏
が
失
わ
れ
て
し
孝
つ
の
で
あ
る
。
 
 

姉
姻
と
い
う
さ
さ
や
か
な
間
騒
を
扱
つ
た
ピ
！
ス
タ
富
め
鎗
誉
の
寅
の
目
的
は
、
宗
教
と
政
治
、
信
仰
心
と
愛
同
心
と
の
閉
演
を
問
い
た
だ
す
こ
と
に
あ
？
た
の
で
 
 

あ
る
し
 
 
 

ピ
ー
ス
タ
盲
は
自
分
の
望
ん
で
い
る
こ
と
を
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
信
仰
と
市
民
的
義
務
が
今
よ
り
も
っ
と
結
九
日
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
が
宗
教
的
指
 
 

示
の
神
聖
き
を
も
つ
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
ふ
た
た
び
愛
国
者
た
ち
が
出
現
し
、
彼
ら
は
、
殉
教
者
た
ち
が
宗
教
の
た
め
 
 

に
血
を
流
し
た
よ
う
に
、
良
分
め
血
を
国
家
の
た
め
に
流
す
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
少
年
た
ち
は
早
く
か
ら
数
理
問
答
と
な
ら
ん
で
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
教
理
問
 
 

答
の
な
か
で
、
国
家
の
制
酸
に
つ
い
て
学
ぶ
だ
ろ
う
ひ
そ
れ
か
ら
後
に
老
人
に
な
っ
た
と
き
、
早
く
に
学
ん
だ
こ
と
を
神
聖
だ
と
み
な
す
だ
ろ
う
」
蒜
蓉
〓
芯
て
 
し
 
 

か
L
ピ
ー
ス
タ
一
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
社
会
で
は
宗
教
の
教
義
が
領
邦
の
法
律
と
衝
突
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
誠
実
な
信
者
は
心
鱒
う
ち
で
い
く
つ
も
の
実
に
つ
 
 

ら
く
厳
し
い
観
い
を
繚
験
し
て
い
る
」
蒜
監
忘
至
と
い
う
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
教
会
と
国
家
と
の
「
不
幸
な
分
裂
」
（
d
i
e
仁
n
S
e
厨
e
S
p
a
ぎ
n
g
）
 
品
M
－
平
〓
を
 
 

取
り
除
き
、
両
者
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
▼
〕
ピ
ー
ス
タ
ー
は
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
「
国
家
の
宗
教
を
配
慮
す
る
こ
と
が
、
国
 
 

家
を
と
き
に
混
乱
へ
と
陥
れ
る
若
干
の
少
数
者
た
ち
〔
＝
聖
職
者
た
ち
〕
の
私
的
な
独
占
で
は
も
は
や
な
く
な
り
、
ま
た
ふ
た
た
び
国
家
行
事
〔
国
事
〕
と
な
る
」
 
 

品
M
－
重
〕
 
こ
と
を
主
張
す
る
。
当
時
「
山
般
人
〔
の
心
〕
を
つ
か
む
こ
と
の
で
き
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
」
（
B
M
－
○
－
f
し
で
あ
っ
た
「
宗
教
」
と
い
う
「
手
 
 

綱
」
（
B
M
－
箆
）
を
聖
職
者
の
手
に
任
せ
ず
、
領
主
が
「
父
親
ら
し
く
（
象
e
r
－
i
c
h
）
み
ず
か
ら
導
く
茅
h
r
e
t
こ
諒
M
－
O
N
ニ
j
と
に
よ
っ
て
、
教
会
か
ら
権
威
を
 
 

取
り
除
き
、
国
家
へ
と
権
威
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
彼
は
求
め
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ピ
ー
ス
ク
ー
の
こ
う
L
た
主
張
の
根
底
に
あ
る
の
は
彼
の
「
幸
福
」
（
G
買
k
）
観
で
あ
る
。
「
人
間
に
可
能
な
か
ぎ
り
幸
福
を
草
食
す
る
こ
と
、
こ
れ
だ
け
が
人
間
 
 
 

欝
牽
と
愛
国
1
カ
ン
ト
啓
談
論
を
め
ぐ
る
政
治
と
宗
教
と
の
問
繰
に
つ
い
て
ー
 
 



の
行
な
う
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
こ
と
の
究
極
目
的
 
（
E
n
紆
宅
e
k
）
 
で
あ
り
う
る
」
 
（
B
M
岩
○
）
、
「
人
間
に
は
二
種
類
の
幸
福
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
一
つ
の
幸
 
 

福
し
か
あ
り
え
な
い
」
（
B
M
－
記
）
。
幸
福
が
人
間
の
究
極
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
た
だ
鵬
つ
L
か
な
く
、
そ
し
て
そ
の
唯
一
の
幸
福
へ
と
人
々
を
導
く
こ
 
 
 

と
は
、
宗
教
で
は
な
く
政
治
の
役
割
だ
、
と
い
う
の
が
彼
の
確
信
で
あ
る
。
ピ
ー
ス
ク
ー
は
「
政
治
と
宗
教
、
法
律
と
数
理
問
答
を
一
つ
に
し
よ
う
」
 
諒
M
岩
巴
 
 
 

と
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
と
宗
教
が
協
力
し
あ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
政
治
や
法
律
こ
そ
が
「
宗
教
的
 
 
 

力
」
 
（
B
M
－
茫
）
、
「
神
聖
さ
」
 
（
B
M
－
○
∽
）
 
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 

こ
う
し
て
ピ
ー
ス
タ
ー
は
「
あ
ら
ゆ
る
法
律
が
等
し
く
神
聖
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
願
望
す
る
。
し
か
し
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
「
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
人
々
」
 
 
 

の
「
目
然
な
推
理
」
は
、
婚
姻
に
か
ん
し
て
宗
教
的
聖
化
の
ほ
う
が
法
律
的
認
可
よ
り
も
ず
っ
と
価
値
が
あ
る
と
誤
認
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ピ
ー
ス
ダ
ー
が
提
案
 
 
 

す
る
の
が
、
「
ま
ず
手
始
め
に
婚
姻
か
ら
そ
の
 
〔
宗
教
に
よ
る
〕
外
面
的
神
聖
さ
を
取
り
去
る
」
盲
M
－
0
巴
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
人
々
は
「
婚
姻
法
は
他
の
 
 
 

法
律
と
同
じ
で
、
他
の
法
律
は
婚
姻
法
と
同
じ
だ
と
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
き
、
慶
安
な
法
律
が
神
聖
さ
を
伴
わ
な
い
こ
と
を
不
満
に
思
わ
な
く
な
り
、
こ
の
よ
 
 
 

う
に
〔
神
聖
さ
を
〕
伴
わ
な
く
て
も
何
か
が
重
要
で
神
聖
で
あ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
と
思
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
 
蒜
M
－
○
∽
）
。
こ
う
し
て
「
外
見
上
】
つ
の
も
 
 
 

の
 
〔
＝
婚
姻
法
の
外
面
的
神
聖
さ
〕
 
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
あ
ら
ゆ
る
残
り
の
も
の
が
増
大
し
、
し
か
も
前
者
も
ー
緒
に
増
大
す
る
の
で
あ
る
」
 
 

諒
M
－
○
ピ
U
こ
の
よ
う
に
し
て
宗
教
と
政
治
と
に
分
裂
し
て
い
た
「
全
権
威
」
へ
登
記
e
旨
k
t
O
ユ
琵
〓
B
M
－
0
望
を
国
家
が
み
ず
か
ら
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
国
家
の
諸
原
則
を
「
民
族
宗
教
」
へ
ざ
ー
k
s
邑
i
g
i
宍
こ
 
（
B
M
－
宍
ご
 
の
確
固
た
る
宰
え
の
う
え
に
築
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ピ
ー
ス
タ
Ⅰ
の
論
文
は
こ
こ
に
 
 

い
た
っ
て
い
わ
ば
（
政
治
の
宗
教
化
）
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
え
よ
う
〕
 
 
 

ピ
ー
ス
ダ
ー
の
「
婚
姻
の
成
立
に
さ
い
し
て
聖
職
者
を
も
は
や
煩
わ
せ
な
い
こ
と
の
提
案
」
は
、
敢
終
的
に
は
「
聖
職
者
に
よ
ら
ず
に
内
線
稗
貫
O
n
k
各
i
n
a
t
s
e
b
e
）
 
 

が
正
当
な
法
的
効
力
を
も
つ
よ
う
に
」
 
蒜
M
岩
空
と
い
う
具
体
的
提
案
で
閉
じ
ら
れ
る
い
聖
職
者
が
反
対
す
る
内
線
関
係
を
法
律
的
に
認
め
る
こ
と
で
、
身
分
違
 
 
 

い
の
男
女
で
も
結
婚
 
（
い
わ
ゆ
る
「
左
手
結
婚
」
）
 
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
身
分
は
あ
る
が
裕
福
で
な
い
人
は
、
正
規
の
寮
や
子
供
の
た
め
に
身
分
相
応
の
出
 
 

費
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
も
し
両
極
間
榛
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
 

、
∴
八
の
愛
は
引
き
裂
か
れ
ぎ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
も
し
内
縁
関
係
 
 

が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
身
分
は
違
り
て
も
、
逝
や
†
供
と
「
豪
族
の
幸
福
」
叫
評
m
i
－
i
e
n
g
買
k
ニ
B
冨
－
誘
）
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
〕
そ
れ
鱒
え
聖
職
者
の
反
対
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
内
相
塘
を
認
め
る
こ
と
に
な
？
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
二
響
漸
進
L
た
こ
と
に
な
る
〝
 
そ
う
ピ
ー
ス
ク
ー
は
主
張
す
る
▲
U
個
人
の
幸
福
や
家
族
の
 
 

都
万
‥
思
想
論
集
第
三
十
三
号
 
 
 



幸
福
を
国
家
の
制
度
が
保
証
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
国
民
の
愛
国
心
 を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
、
そ
こ
に
ピ
ー
ス
ダ
ー
の
小
論
の
大
き
な
愈
図
が
あ
り
た
と
い
え
よ
う
に
 
 

こ
 
 

こ
の
匿
名
椚
論
文
に
た
い
L
て
、
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
叫
七
八
三
卑
十
二
月
の
 
刊
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
範
十
二
号
に
窺
名
で
「
婚
鵬
の
絆
を
き
ら
に
宗
教
に
よ
り
て
神
聖
 
 
 

な
も
椚
に
L
な
い
の
は
相
磯
で
あ
る
か
」
と
い
う
論
文
を
発
表
L
、
反
論
を
試
み
る
に
 
 

婚
姻
釣
絆
か
ら
「
外
面
的
神
聖
さ
」
 
？
夢
り
「
宗
教
的
聖
化
」
を
取
り
去
る
べ
き
だ
と
い
う
ピ
ー
ス
タ
！
の
揺
寮
に
た
い
L
て
、
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
そ
の
竣
寒
の
主
 
 
 

登
な
理
由
で
あ
る
「
啓
牽
き
れ
て
い
な
い
側
の
国
民
が
L
か
ね
な
い
と
い
う
推
理
」
蒜
M
－
笥
「
 
す
な
わ
ち
「
人
生
の
そ
の
他
の
〔
婚
姻
以
外
の
〕
関
係
は
婚
姻
の
 
 
 

絆
ほ
ど
に
は
信
用
で
き
な
い
∵
 
な
ぜ
な
ら
 
こ
れ
だ
け
が
宗
教
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
 
（
B
M
芸
可
W
 
と
い
う
推
理
に
焦
点
を
あ
て
る
。
つ
ま
り
彼
は
 
 
 

「
啓
蒙
き
れ
た
人
々
」
が
主
張
す
る
よ
う
に
略
姻
が
特
別
に
宗
教
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
る
必
要
が
な
い
の
か
ど
う
か
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

ツ
エ
ル
ナ
！
は
敬
一
鱒
応
答
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
＝
「
市
民
的
契
約
の
あ
い
だ
に
は
重
要
性
の
程
度
m
叢
〕
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
程
度
に
応
 
 
 

じ
て
契
約
の
履
行
に
多
少
釣
差
が
あ
る
＼
各
国
家
は
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
契
約
の
逮
故
に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
刑
罰
を
科
さ
ぎ
る
を
え
な
い
と
思
う
の
 
 
 

で
あ
る
 
L
か
る
に
国
家
に
と
ノ
り
て
あ
る
捧
の
関
係
が
神
聖
で
あ
る
こ
と
が
格
別
に
慶
安
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
間
榛
と
は
お
そ
ら
く
夫
婦
間
係
で
あ
り
、
ま
た
 
 
 

そ
れ
に
基
づ
く
親
子
間
榛
で
あ
ろ
う
 
‥
‥
‥
L
た
が
つ
て
各
国
家
ほ
、
父
親
の
配
癒
を
も
っ
て
市
民
の
華
福
を
気
づ
か
う
に
あ
た
つ
て
、
な
ん
と
細
心
の
注
愈
を
 
 

そ
れ
 
〔
家
族
間
緑
〕
 
に
・
聞
け
た
こ
レ
ー
た
や
ユ
 
義
琵
琶
声
「
夫
婦
や
親
子
と
い
う
家
族
間
條
の
慶
安
性
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
婚
姻
の
絆
を
民
事
的
に
珊
随
吋
す
る
だ
 
 
 

け
て
は
な
く
、
宗
教
的
に
も
聖
化
弓
る
こ
と
ば
得
策
で
あ
ろ
う
 
「
な
ん
と
い
っ
で
も
、
も
う
一
つ
の
絆
は
や
ほ
り
つ
ね
に
も
う
…
つ
の
絆
な
の
で
あ
り
、
囲
っ
た
 
 
 

機
ん
〓
に
は
そ
れ
だ
け
で
も
持
ち
こ
た
え
て
く
れ
る
か
も
L
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
B
冨
－
惹
㌔
し
か
も
当
時
（
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
」
蒜
冨
－
墓
こ
 
の
よ
う
に
伝
統
 
 
 

的
規
範
が
崩
壊
L
つ
つ
あ
る
時
代
に
あ
∴
て
は
、
婚
姻
の
外
面
的
神
聖
さ
を
取
り
除
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
「
内
面
的
神
聖
さ
が
習
慣
や
伝
統
な
ど
を
？
う
じ
て
殉
っ
 
 
 

て
い
く
こ
と
に
希
望
を
も
て
る
た
ろ
う
か
」
 
品
冨
⊆
讐
L
 
そ
う
ツ
エ
ル
ナ
ヨ
は
問
い
か
け
る
 

さ
ら
に
ツ
ユ
ル
ナ
！
は
「
鵬
姻
」
 
甲
も
つ
 
「
独
自
の
本
性
」
 
壷
冨
⊆
警
 
に
番
目
す
る
「
u
他
の
契
約
の
場
合
に
は
、
「
他
者
か
ら
こ
う
む
っ
た
自
分
の
諸
権
利
の
佼
 
 
 

書
を
立
証
す
る
こ
と
は
た
い
て
い
容
易
で
あ
i
J
、
当
局
が
被
害
恕
あ
助
け
に
き
て
、
秩
序
を
乱
し
た
者
に
補
償
を
強
制
す
る
」
表
芸
－
志
）
・
U
 
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
被
 
 
 

啓
領
と
密
通
T
あ
云
卜
啓
髄
論
を
め
ノ
㌧
る
放
・
浴
し
－
宗
教
と
の
閥
條
に
つ
い
て
ー
 
 



害
者
と
加
害
者
の
同
定
が
容
易
で
あ
り
、
「
し
た
が
っ
て
約
束
を
守
る
よ
う
自
分
の
良
心
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
な
い
者
も
、
少
な
く
と
も
裁
判
官
の
手
を
恐
れ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 
（
B
M
－
○
望
。
こ
れ
に
た
い
し
て
婚
姻
の
場
合
に
は
、
「
夫
婦
双
方
の
安
寧
は
一
つ
に
溶
け
合
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
被
害
者
側
に
と
っ
て
も
 
 
 

同
時
に
つ
ら
い
結
果
と
な
ら
ず
に
、
加
害
者
側
を
処
罰
す
る
こ
と
」
 
（
B
M
〓
○
）
 
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
夫
婦
の
一
方
が
他
方
か
ら
こ
う
む
る
侵
害
に
つ
い
て
 
 
 

は
、
大
き
い
も
の
も
小
さ
い
も
の
も
す
べ
て
を
裁
判
に
訴
え
る
こ
と
」
（
B
M
－
○
翠
）
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
「
立
法
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
が
 
 

き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
う
る
こ
と
」
（
B
M
〓
○
）
 
に
つ
い
て
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ツ
エ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
「
夫
婦
の
良
心
」
 
（
G
e
w
i
s
s
e
n
）
 
 
 

（
B
M
ロ
○
）
 
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
良
心
に
か
か
わ
る
の
は
政
治
で
は
な
く
宗
教
で
あ
る
。
「
も
し
婚
姻
を
宗
教
的
に
聖
化
す
る
こ
と
 
 

で
、
神
は
婚
姻
の
不
可
侵
性
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
維
持
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
実
に
国
民
の
幸
福
の
総
量
に
と
っ
て
得
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
」
 
 

（
B
M
E
O
）
。
「
と
り
わ
け
宗
教
が
そ
の
強
力
で
慈
悲
深
い
は
た
ら
き
を
み
せ
る
の
は
、
不
孝
な
偶
然
が
婚
姻
の
幸
福
を
つ
ら
い
も
の
に
す
る
場
合
で
あ
り
、
宗
教
は
 
 
 

そ
の
さ
い
打
ち
ひ
し
が
れ
た
夫
婦
を
慰
め
、
不
平
を
言
う
人
を
辛
抱
さ
せ
、
弱
気
に
な
っ
た
八
を
勇
気
づ
け
る
の
で
あ
る
」
 
（
B
M
〓
○
）
。
 
 

ツ
エ
ル
ナ
ー
は
第
一
の
応
答
を
さ
ら
に
次
の
論
点
で
補
強
す
る
。
そ
れ
は
、
「
ま
さ
に
婚
姻
や
そ
れ
に
由
来
す
る
家
族
の
結
び
つ
き
こ
そ
が
、
最
終
的
に
は
国
家
 
 
 

全
体
を
団
結
さ
せ
る
結
び
つ
き
で
あ
る
」
（
B
M
ご
と
 
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
大
部
分
の
八
に
と
っ
て
祖
国
が
大
切
な
の
は
「
血
と
心
の
絆
」
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
 
 

つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ
て
祖
国
と
は
、
「
彼
ら
が
生
ま
れ
た
土
地
や
彼
ら
に
最
初
の
法
律
を
与
え
た
当
局
で
は
な
く
、
父
母
・
妻
子
・
兄
弟
・
親
戚
な
の
で
あ
る
」
 
 

（
B
M
－
ロ
）
。
婚
姻
関
係
も
他
の
契
約
と
同
列
に
見
る
な
ど
、
身
近
な
関
係
性
を
軽
視
し
、
国
家
の
法
律
や
制
度
に
よ
っ
て
愛
国
心
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
ピ
ー
 
 
 

ス
タ
ー
的
立
場
は
、
家
族
関
係
を
「
直
接
で
は
な
い
に
し
て
も
、
よ
り
遠
回
し
な
仕
方
で
解
体
し
よ
う
と
す
る
」
（
B
M
－
－
】
f
．
）
も
の
で
あ
る
。
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
「
政
 
 
 

府
は
最
も
身
近
な
間
柄
に
誠
実
で
な
い
者
の
誠
実
さ
か
ら
何
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
 
（
B
M
－
－
亡
と
問
い
、
「
『
ど
う
し
て
現
代
は
愛
国
心
を
欠
如
す
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
の
か
』
と
い
う
問
題
〔
に
答
え
る
さ
い
〕
 
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
 
（
B
M
－
－
巴
と
い
う
。
か
つ
て
愛
国
者
た
ち
は
国
 
 
 

家
と
い
う
制
度
の
た
め
に
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
「
祖
国
の
た
め
に
l
す
な
わ
ち
、
愛
す
る
両
親
・
夫
婦
・
子
供
・
友
人
た
ち
の
た
め
に
、
そ
し
て
彼
ら
す
べ
て
 
 

に
親
切
で
彼
ら
す
べ
て
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
社
会
の
た
め
に
 
－
 
死
ん
だ
の
で
あ
る
」
（
B
M
－
－
N
）
。
愛
国
心
の
基
礎
に
は
家
族
愛
が
あ
り
、
そ
L
て
こ
う
し
た
 
 
 

「
自
然
的
な
第
一
の
絆
」
（
B
M
－
－
－
）
を
強
力
な
も
の
に
す
る
の
が
宗
教
の
役
割
で
あ
る
。
宗
教
心
を
も
と
に
家
族
愛
を
育
め
ば
、
そ
れ
が
自
然
と
愛
国
心
に
つ
な
が
 
 
 

る
。
そ
れ
が
ツ
エ
ル
ナ
ー
の
主
張
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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ま
た
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
第
二
の
応
答
と
し
て
、
婚
姻
の
絆
か
ら
い
っ
た
ん
「
外
面
的
神
聖
さ
」
を
取
り
去
れ
ば
、
婚
姻
法
も
他
の
法
律
も
同
じ
「
外
面
的
神
聖
さ
」
 
 

を
獲
得
す
る
と
い
う
論
理
自
体
の
お
か
し
さ
を
指
摘
す
る
？
塘
嚇
か
ら
宗
教
的
聖
化
を
取
り
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
た
し
か
に
婚
姻
も
他
の
法
律
と
同
じ
だ
と
考
え
る
 
 

こ
と
は
で
き
る
が
、
「
啓
蒙
き
れ
て
い
な
い
市
民
」
は
「
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
重
要
な
法
律
を
犯
す
こ
と
も
捲
躇
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
 
へ
厨
M
〓
∽
て
 
つ
 
 

ま
り
、
そ
れ
ら
の
法
律
を
神
聖
だ
と
思
う
か
わ
り
に
、
「
む
し
ろ
す
べ
て
の
も
の
は
た
ん
に
当
局
の
指
令
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
、
そ
う
し
た
指
令
は
違
反
し
た
場
 
 

合
に
民
事
罰
を
受
け
る
の
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
間
だ
け
遵
守
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
み
な
す
」
諒
冨
u
讐
 
こ
と
に
な
る
と
述
べ
る
U
 
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
こ
こ
で
あ
 
 

ら
た
め
て
法
律
と
宗
教
と
の
遠
い
に
注
怒
を
う
な
が
す
。
法
律
は
「
日
に
見
え
る
不
正
行
為
だ
け
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
蒜
蓉
二
声
望
の
に
た
い
し
、
「
宗
教
ほ
 
 

ー
そ
れ
が
作
用
す
る
と
こ
ろ
で
は
ー
す
べ
て
の
も
の
に
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
作
用
す
る
の
で
あ
る
」
諒
M
〓
u
）
む
と
こ
ろ
で
ピ
ー
ス
タ
ー
自
身
も
、
阿
家
の
法
律
 
 

が
た
ん
に
外
面
的
行
為
に
か
か
わ
る
こ
と
で
十
分
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
宗
教
的
力
を
も
つ
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
宗
教
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
 
 

る
こ
と
」
を
願
っ
て
い
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
「
結
婚
の
絆
ほ
ど
の
人
生
の
き
わ
め
て
重
要
な
関
係
が
宗
教
に
よ
っ
て
聖
化
き
れ
る
こ
と
を
審
ぶ
べ
き
で
あ
 
 

り
、
ど
う
す
れ
ば
他
の
諸
関
係
も
よ
り
緊
密
で
よ
り
直
接
的
な
聖
化
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
提
案
す
べ
き
だ
」
へ
B
M
－
－
た
と
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
反
論
す
 
 

る
じ
 
 

以
ヒ
の
よ
う
に
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
 
（
政
治
の
宗
教
化
）
を
目
指
す
ピ
ー
ス
タ
ー
の
議
論
を
逆
手
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
 
（
宗
教
の
政
治
化
）
を
目
指
す
じ
 
っ
ま
り
、
宗
 
 

教
婚
の
う
ち
に
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る
宗
教
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
解
放
し
、
そ
れ
を
政
治
全
体
へ
及
ぼ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
披
は
「
も
し
民
衆
が
 
 

拘
家
の
す
ペ
て
の
法
律
は
宗
教
に
よ
っ
て
撃
化
さ
れ
る
と
い
う
確
信
に
達
す
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
」
、
「
民
衆
を
そ
の
確
信
へ
と
導
く
者
は
宗
教
の
教
師
で
あ
る
」
 
 

蒜
蓉
二
〓
聖
と
主
張
す
る
J
㌧
 
こ
う
し
た
宗
教
的
教
師
の
指
導
の
も
と
で
、
民
衆
は
信
仰
心
を
培
い
、
愛
国
心
を
育
む
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
ピ
ー
ス
タ
ー
の
心
配
す
 
 

る
「
有
害
な
推
理
」
 
品
M
〓
聖
 
を
予
防
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
よ
う
に
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
「
人
間
の
幸
福
に
役
立
つ
実
践
的
な
宗
教
を
説
教
す
る
宗
教
の
教
師
た
ち
」
 
諒
M
ご
巴
 
に
期
待
を
寄
せ
る
が
、
他
方
で
「
説
教
や
 
 

教
接
が
い
ま
で
は
あ
ま
り
実
を
結
ば
な
い
の
は
残
念
な
が
ら
其
実
で
あ
る
」
へ
B
M
－
－
皇
と
認
め
、
「
将
来
ま
す
ま
す
成
果
を
あ
げ
な
く
な
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
」
 
 

表
M
ご
∽
）
 
と
い
う
J
そ
れ
は
「
も
L
人
々
が
さ
ら
に
き
わ
め
て
強
力
な
措
置
を
と
り
、
道
徳
性
の
第
一
諸
原
則
を
動
揺
さ
せ
、
宗
教
の
価
値
を
引
き
下
げ
、
啓
蒙
 
 

蒜
誓
と
い
う
名
の
も
と
に
人
間
の
頭
と
心
を
混
乱
さ
せ
る
と
し
た
ら
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
諒
M
－
－
∽
）
と
憂
慮
す
る
の
で
あ
る
し
 
こ
こ
で
「
移
乗
」
の
 
 
 

啓
蒙
と
愛
国
十
あ
ン
ト
背
嚢
給
を
め
ぐ
る
政
治
と
宗
教
と
の
問
休
に
つ
い
て
1
 
 



ツ
エ
ル
ナ
ー
は
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
と
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
「
啓
蒙
」
の
名
の
も
と
に
伝
統
的
な
慣
習
や
宗
教
を
、
そ
れ
が
伝
統
的
だ
か
ら
、
 
 

そ
れ
が
権
威
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
非
難
し
、
「
自
分
を
他
人
か
ら
際
立
た
せ
る
こ
と
で
何
か
を
得
よ
う
と
す
る
」
時
代
的
風
潮
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
 
 

彼
は
人
々
に
批
判
の
た
め
に
批
判
を
す
る
よ
う
な
子
供
じ
み
た
未
熟
な
態
度
を
脱
し
、
人
間
社
会
の
「
真
剣
な
仕
事
」
（
B
M
ご
恩
を
共
同
し
て
行
う
こ
と
の
で
き
 
 

る
大
人
に
な
る
よ
う
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
の
成
熟
に
期
待
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
 

l
ニ
 
 

カ
ン
ト
の
論
文
「
啓
蒙
と
は
何
か
－
そ
の
間
い
の
答
え
」
は
、
ツ
エ
ル
ナ
ー
の
問
い
か
け
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の
一
七
八
四
年
十
二
月
の
 
『
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
 
 

第
十
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
は
す
で
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
 
二
七
八
一
年
）
第
一
版
の
「
序
言
」
で
当
時
の
「
成
熟
し
た
判
断
力
」
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

所
の
注
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
「
硯
代
は
す
べ
て
の
も
の
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
批
判
の
本
来
的
な
時
代
で
あ
る
。
宗
教
は
そ
の
神
聖
さ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

へ
H
e
i
－
i
g
k
e
i
t
）
に
よ
っ
て
、
立
法
は
そ
の
威
厳
云
骨
s
昏
）
に
よ
っ
て
、
批
判
か
ら
免
れ
よ
う
と
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
さ
い
両
者
は
自
ら
に
た
 
 

い
す
る
し
か
る
べ
き
嫌
疑
を
引
き
撞
こ
し
、
偽
り
な
き
尊
敬
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
尊
敬
と
は
、
理
性
が
そ
の
自
由
で
公
共
的
な
吟
味
 
百
e
i
e
u
n
d
 
 

む
謬
n
t
l
i
c
訂
P
芸
才
n
g
）
に
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
に
の
み
是
認
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
A
ピ
）
。
こ
の
よ
う
に
「
宗
教
」
と
「
立
法
」
を
と
も
に
理
 
 

性
批
判
の
法
廷
の
吟
味
に
か
け
よ
う
と
L
た
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
啓
蒙
の
問
題
は
け
っ
し
て
周
辺
的
な
事
柄
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ー
コ
ー
と
と
も
に
「
啓
蒙
」
 
 

と
「
批
判
」
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
強
調
す
べ
き
だ
ろ
う
。
 
 

箇
所
に
有
名
な
次
の
よ
う
な
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
 
 

「
（
注
）
啓
蒙
と
は
何
か
。
こ
の
間
い
は
、
真
理
と
は
何
か
、
と
い
う
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
重
要
な
聞
い
で
あ
り
、
啓
蒙
を
開
始
す
る
以
前
に
、
こ
の
間
 
 

い
に
答
え
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
私
は
い
ま
だ
ど
こ
で
も
こ
の
間
い
が
答
え
ら
れ
た
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
」
へ
B
M
－
－
巴
。
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さ
て
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ピ
ー
ス
タ
ー
と
ツ
エ
ル
ナ
ー
と
の
論
争
の
焦
点
に
な
っ
て
い
た
「
宗
教
と
政
治
と
の
関
係
」
と
「
愛
国
心
の
 
 
 

問
題
」
を
め
ぐ
つ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
 
 

ま
ず
「
宗
教
と
政
治
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
ピ
ー
ス
タ
ー
が
（
政
治
の
宗
教
化
）
を
目
指
し
、
ツ
エ
ル
ナ
ー
が
（
宗
教
の
政
治
化
）
を
目
 
 

指
し
た
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
原
則
的
に
（
政
数
分
敵
）
を
計
っ
た
と
い
え
る
。
「
君
主
が
配
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
す
べ
て
の
真
の
改
革
、
ま
た
は
真
の
も
の
で
あ
る
 
 

と
考
え
ら
れ
た
改
革
が
、
市
民
的
な
秩
序
と
共
存
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
臣
民
が
み
ず
か
ら
の
魂
の
救
済
の
た
め
に
必
要
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
 
 
 

君
主
に
は
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
臣
民
に
委
ね
て
お
け
ば
よ
い
。
た
だ
し
君
主
は
、
あ
る
臣
民
が
自
分
の
魂
の
救
済
と
い
う
使
命
に
全
 
 
 

力
で
専
念
し
、
魂
の
救
済
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
他
の
臣
民
が
暴
力
を
も
っ
て
こ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
」
 
 

（
≦
Ⅰ
Ⅰ
会
）
。
宗
教
は
個
人
の
魂
の
救
済
の
問
題
で
あ
り
、
政
治
は
そ
れ
に
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
。
政
治
の
役
割
は
、
宗
教
の
内
容
に
は
か
か
わ
ら
ず
、
信
教
の
 
 

自
由
を
形
式
的
■
制
度
的
に
保
障
す
る
こ
と
で
あ
り
、
倍
数
の
自
由
に
た
い
す
る
侵
害
に
こ
そ
、
政
府
は
干
渉
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
啓
蒙
さ
れ
た
君
 
 
 

主
」
と
い
え
ど
も
、
宗
教
の
問
題
に
た
い
し
て
む
や
み
に
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
啓
蒙
さ
れ
た
君
主
と
は
、
宗
教
的
な
問
題
 
 

ヽ
ヽ
 
 

に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
な
に
も
定
め
て
お
か
ず
、
国
民
の
完
全
な
自
由
に
委
ね
る
こ
と
を
兼
務
と
考
え
る
と
語
っ
て
も
、
み
ず
か
ら
の
威
厳
が
損
ね
ら
れ
た
と
 
 

ヽ
ヽ
 
 

は
感
じ
な
い
君
主
で
あ
る
。
寛
容
と
い
う
譜
は
高
慢
な
も
の
だ
と
感
じ
て
、
み
ず
か
ら
は
使
わ
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
よ
う
な
君
主
で
あ
る
。
そ
L
て
少
な
く
と
も
 
 
 

統
治
者
と
し
て
、
人
類
を
未
熟
さ
か
ら
解
放
し
、
良
心
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
み
ず
か
ら
の
理
性
を
行
使
す
る
自
由
を
各
人
に
あ
た
え
、
そ
の
こ
と
に
 
 
 

よ
っ
て
当
世
の
人
々
か
ら
も
後
世
の
人
々
か
ら
も
感
謝
さ
れ
る
価
値
の
あ
る
君
主
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
君
主
で
あ
る
」
 
（
く
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
会
）
。
国
民
の
倍
数
の
自
由
や
良
心
 
 

の
自
由
は
、
我
慢
の
限
界
を
超
え
れ
ぼ
不
寛
容
に
反
転
し
か
ね
な
い
 
「
宗
教
的
寛
容
」
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
自
由
を
権
利
と
し
て
保
障
す
る
こ
と
は
、
ど
 
 
 

「
私
は
こ
の
短
い
論
文
と
カ
ン
ト
の
三
大
『
批
判
』
と
の
間
に
あ
る
結
び
つ
き
を
強
調
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
じ
じ
つ
、
こ
の
論
文
は
、
啓
蒙
を
、
人
類
が
、
 
 

い
か
な
る
権
威
に
も
服
従
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
自
身
の
理
性
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
時
で
あ
る
と
措
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
し
く
こ
の
時
こ
そ
、
 
 

（
批
判
）
が
必
要
な
時
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
（
批
判
）
と
は
、
ひ
と
が
認
識
し
う
る
も
の
、
な
す
べ
き
こ
と
、
希
望
し
う
る
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
に
、
 
 

m
6
）
 
 

理
性
の
使
用
が
正
当
で
あ
り
う
る
諸
条
件
を
定
義
す
る
こ
と
を
役
割
と
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
」
。
 
 

啓
黎
と
愛
国
－
カ
ン
ト
啓
蒙
論
を
め
ぐ
る
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
1
 
 



ん
な
場
合
に
も
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
統
治
者
の
義
務
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
ピ
ー
ス
タ
ー
が
「
啓
蒙
」
の
名
の
も
と
 
 

に
「
宗
教
婚
」
の
一
切
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
「
民
事
婚
」
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
カ
ン
ト
は
政
教
分
離
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
宗
教
を
た
ん
に
内
面
的
問
題
だ
け
に
、
政
治
を
た
ん
に
外
面
的
問
題
だ
け
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
 
 

と
政
治
を
と
も
に
「
理
性
の
公
的
使
用
」
の
対
象
、
つ
ま
り
公
共
的
試
論
の
対
象
と
す
る
道
も
示
し
た
。
カ
ン
ト
自
身
が
告
白
す
る
よ
う
に
、
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

で
は
お
も
に
「
宗
教
の
事
柄
」
（
昌
Ⅰ
芭
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
宗
教
に
お
い
て
は
未
熟
さ
が
も
っ
と
も
有
害
で
あ
り
、
も
っ
と
も
恥
ず
べ
き
も
 
 

ヽ
ヽ
 
 

の
だ
か
ら
」
（
責
Ⅰ
豊
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
国
家
の
元
首
は
宗
教
に
お
け
る
啓
蒙
を
ま
ず
優
先
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
先
ま
で
考
え
抜
く
な
ら
ば
、
立
法
の
分
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

野
に
お
い
て
も
、
臣
民
に
み
ず
か
ら
の
理
性
を
公
的
に
使
用
さ
せ
、
よ
り
優
れ
た
法
律
に
つ
い
て
意
見
を
世
界
に
公
表
さ
せ
て
も
、
さ
ら
に
す
で
に
定
め
ら
れ
た
法
 
 

律
を
率
直
に
批
判
す
る
こ
と
を
許
し
て
も
、
な
ん
ら
危
険
は
な
い
こ
と
を
洞
察
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」
と
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
宗
 
 

教
と
政
治
の
双
方
と
も
理
性
に
よ
る
批
判
へ
と
開
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
宗
教
も
政
治
も
と
も
に
啓
蒙
に
よ
っ
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
信
仰
心
」
だ
け
で
な
く
「
愛
国
心
」
も
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

そ
れ
と
も
（
宗
教
的
愛
国
心
）
で
も
（
政
治
的
愛
国
心
）
で
も
な
く
、
い
わ
ば
（
批
判
的
愛
国
心
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
啓
蒙
 
 

と
は
何
か
』
で
は
、
愛
国
心
と
い
う
語
も
そ
の
派
生
語
も
と
も
に
用
い
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
が
の
ち
に
一
七
九
三
年
九
月
に
『
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
に
掲
 
 

載
さ
れ
た
『
理
論
と
実
践
』
の
な
か
で
論
じ
た
「
愛
国
」
に
か
ん
す
る
叙
述
を
辛
が
か
り
に
し
て
、
カ
ン
ト
の
愛
国
心
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 
 

カ
ン
ト
は
ま
ず
「
家
長
的
な
統
治
」
と
「
愛
国
的
な
統
治
」
と
を
対
比
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

「
父
親
が
自
分
の
子
供
に
対
し
て
お
こ
な
う
の
と
同
じ
よ
う
に
恩
恵
の
原
理
に
基
づ
い
て
国
民
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
統
治
は
、
家
長
的
な
統
治
 
 

（
i
m
p
e
r
i
u
m
p
a
t
e
m
a
－
e
）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
う
い
う
統
治
の
も
と
で
は
、
臣
民
は
何
が
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
有
益
で
あ
り
何
が
本
当
に
有
害
で
あ
 
 

る
か
を
見
き
わ
め
ら
れ
な
い
未
熟
な
子
供
の
よ
う
に
、
た
だ
た
だ
受
動
的
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
臣
民
は
、
自
分
た
ち
が
ど
の
よ
う
 
 

な
あ
り
方
で
幸
福
で
あ
る
べ
き
か
は
国
家
元
首
の
判
断
を
待
つ
し
か
な
く
、
自
分
た
ち
の
幸
福
を
も
国
家
元
首
が
欲
し
て
く
れ
る
こ
と
は
彼
の
善
良
さ
に
期
待
 
 

す
る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
統
治
は
、
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
も
っ
と
も
強
力
な
専
制
政
治
（
臣
民
の
す
べ
て
の
自
由
を
破
棄
し
、
そ
の
結
果
臣
民
は
い
っ
さ
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カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
国
民
の
幸
福
を
恵
み
探
く
配
慮
す
る
福
祉
国
家
で
も
、
自
己
の
幸
福
を
自
分
で
決
定
す
る
自
由
な
権
利
を
認
め
な
い
「
家
長
的
な
統
治
」
 
 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
も
っ
と
も
強
力
な
専
制
政
治
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
家
長
的
な
統
治
」
（
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
と
「
愛
国
的
 
 

な
統
治
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
愛
国
的
な
統
治
と
は
、
人
間
と
し
て
自
分
の
幸
福
を
自
分
で
決
め
る
「
自
由
の
権
利
」
を
保
障
し
て
く
れ
る
よ
う
な
政
治
体
制
の
こ
 
 

と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
「
愛
国
的
な
統
治
」
を
す
る
国
に
し
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
「
愛
国
心
」
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
な
か
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
 
 

は
愛
国
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

こ
の
よ
う
な
愛
国
的
な
考
え
方
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
「
各
人
の
権
利
の
保
護
」
と
「
後
世
の
配
慮
」
と
い
う
視
点
か
ら
啓
蒙
と
は
何
か
』
に
立
ち
戻
っ
て
み
 
 

る
な
ら
ば
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
で
、
「
啓
蒙
さ
れ
た
君
主
」
と
は
「
良
心
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
み
ず
か
ら
の
理
性
を
行
使
す
る
自
由
を
各
人
に
あ
た
え
、
 
 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
世
の
人
々
か
ら
も
後
世
の
人
々
か
ら
も
感
謝
さ
れ
る
価
値
の
あ
る
君
主
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
君
主
で
あ
る
」
（
く
日
豊
と
述
べ
ら
れ
て
い
 
 

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
君
主
は
各
人
が
理
性
を
公
的
に
慣
用
す
る
自
由
を
権
利
と
L
て
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
世
代
か
ら
も
未
来
世
代
か
ら
も
賞
賛
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
国
民
の
愛
国
心
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
理
性
の
公
的
使
用
を
つ
 
 
 

い
の
権
利
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
体
制
）
で
あ
る
。
権
利
を
も
つ
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
、
同
時
に
支
配
者
か
ら
の
恩
恵
が
関
与
す
る
 
 

統
治
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
家
長
的
な
統
治
で
は
な
く
、
愛
国
的
な
統
治
（
i
m
p
e
r
i
u
m
n
O
ロ
p
a
－
e
r
邑
e
義
d
p
a
－
旨
i
c
u
m
）
だ
け
で
あ
る
」
（
召
I
N
買
）
。
 
 

「
（
国
家
元
首
も
含
め
て
）
国
家
に
お
け
る
す
べ
て
の
八
が
、
公
共
体
は
母
な
る
懐
、
国
土
は
父
な
る
大
地
で
あ
っ
て
、
自
分
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
出
、
ま
た
そ
 
 

こ
に
生
ま
れ
落
ち
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
か
け
が
え
の
な
い
担
保
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
後
世
に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
と
き
、
 
 

し
か
も
そ
の
よ
う
に
み
な
す
の
は
、
た
だ
た
だ
各
人
の
権
利
を
共
同
意
志
の
法
に
よ
っ
て
保
護
す
る
た
め
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
公
共
体
や
国
土
を
何
の
制
限
 
 

も
な
し
に
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
支
配
す
る
権
限
が
自
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
と
は
み
な
さ
な
い
と
き
、
そ
う
し
た
考
え
方
を
愛
国
 
 

的
と
い
う
の
で
あ
る
」
 
（
≦
i
l
 
N
讐
）
。
 
 

啓
蒙
と
愛
国
－
カ
ン
ト
啓
蒙
論
を
め
ぐ
る
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー
 
 



う
じ
た
啓
蒙
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
愛
国
心
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
条
件
と
な
る
だ
ろ
う
二
啓
蒙
を
ま
っ
た
く
放
棄
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
も
そ
の
子
孫
に
 
 

と
っ
て
も
、
人
間
の
神
聖
な
権
利
を
侵
害
し
、
踏
み
に
じ
る
行
為
な
の
で
あ
る
」
（
≦
昌
∽
望
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
カ
ン
ト
の
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
と
い
う
テ
ク
ス
 
 

ト
は
、
い
わ
ば
「
愛
国
心
の
可
能
性
の
条
件
」
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

カ
ン
ト
的
「
愛
国
心
」
の
条
件
と
し
て
少
な
く
と
も
次
の
三
点
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

1
、
単
一
の
幸
福
を
押
し
っ
け
て
は
な
ら
ず
、
幸
福
の
複
数
性
を
権
利
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
。
 
 
 

2
、
現
在
世
代
の
幸
福
だ
け
で
な
く
、
未
来
世
代
の
福
祉
も
配
慮
す
る
こ
と
。
 
 

3
、
祖
国
愛
の
根
底
に
「
世
界
市
民
主
義
」
が
あ
る
こ
と
。
 
 

1
と
2
に
つ
い
て
は
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
が
、
3
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
愛
国
心
と
世
界
市
民
主
義
は
け
つ
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
 
 

ろ
世
界
市
民
主
義
に
も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
愛
国
心
が
成
り
立
つ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
「
全
公
共
体
の
一
員
と
し
て
、
い
や
む
し
ろ
世
界
市
民
社
会
の
二
員
と
し
 
 

て
」
（
≦
i
I
山
里
、
公
衆
に
向
け
て
自
分
の
祖
国
に
つ
い
て
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
、
愛
国
心
に
と
っ
て
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

カ
ン
ト
に
と
っ
て
愛
国
心
と
は
、
ピ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
に
、
啓
蒙
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
上
か
ら
押
し
っ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ツ
エ
ル
ナ
ー
の
よ
う
に
、
 
 

生
ま
れ
な
が
ら
に
自
然
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
ら
は
二
人
と
も
「
ど
う
し
て
現
代
は
愛
国
心
を
欠
如
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
」
（
厨
M
ロ
N
）
、
そ
 
 

の
原
因
を
究
明
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
に
（
ピ
ー
ス
タ
ー
は
（
政
治
と
宗
教
の
分
離
）
に
、
ツ
エ
ル
ナ
ー
は
（
家
族
的
共
同
体
の
崩
壊
）
に
）
訴
え
る
。
 
 

そ
れ
に
た
い
し
て
カ
ン
ト
は
、
そ
も
そ
も
人
間
は
「
い
か
に
し
て
愛
国
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
こ
う
し
た
愛
国
心
の
可
能
性
の
条
 
 

件
と
し
て
、
自
己
の
責
任
で
理
性
を
使
用
す
る
「
啓
蒙
」
の
意
義
を
展
開
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

「
自
己
責
任
」
と
「
愛
国
心
」
と
を
緊
密
な
関
係
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
は
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
今
日
の
わ
れ
わ
れ
と
 
 

は
別
の
見
方
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
状
況
を
批
判
的
に
と
ら
え
、
「
理
性
を
公
共
的
に
使
用
す
る
」
た
め
の
土
台
を
操
倶
し
て
く
れ
る
 
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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注
 
 

（
1
）
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
記
し
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
付
す
。
た
だ
し
琵
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
よ
り
第
 
 
 

一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
で
記
し
、
常
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
付
す
。
 
 

（
2
）
ヨ
ー
ハ
ン
・
ゲ
オ
ル
ク
∴
－
マ
ン
（
川
中
子
義
勝
訳
）
「
ク
ラ
ウ
ス
宛
書
簡
（
＝
カ
ン
ト
啓
蒙
と
は
何
か
』
へ
の
批
判
）
」
琵
方
の
博
士
・
ハ
ー
マ
ン
著
作
運
上
』
沖
積
舎
、
 
 

二
〇
〇
二
年
、
二
二
七
頁
。
 
 

（
3
）
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
を
独
白
に
展
開
さ
せ
た
も
の
と
し
て
ほ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
議
論
が
注
目
さ
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
の
う
ち
に
「
現
在
性
（
a
c
－
邑
i
t
か
）
に
 
 
 

つ
い
て
の
問
い
」
の
端
緒
を
認
め
、
そ
こ
に
私
た
ち
の
偶
然
的
で
歴
史
的
な
存
在
を
絶
え
ず
批
判
し
ょ
う
と
す
る
〈
哲
学
的
エ
ー
ト
ス
〉
を
見
い
だ
す
。
そ
し
て
そ
う
し
た
試
み
を
 
 
 

「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
歴
史
的
存
在
論
」
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
批
判
的
存
在
論
」
と
呼
ぶ
妄
i
c
h
e
l
ぎ
c
a
u
－
－
1
ゐ
亀
既
－
・
C
e
q
邑
2
S
l
邑
町
2
S
㌻
－
旨
監
c
註
h
簑
⊥
竃
－
 
 
 

≡
竃
⊥
竃
盲
】
】
i
m
旦
P
a
r
i
s
、
－
軍
〔
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
君
田
英
敬
訳
）
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
ざ
ン
エ
ル
・
了
コ
ー
思
考
集
成
Ⅹ
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
〕
ま
 
 
 

た
、
考
古
学
的
方
法
に
よ
っ
て
現
在
の
基
層
を
発
掘
し
、
現
在
性
の
な
り
た
ち
を
系
譜
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
フ
ー
コ
ー
は
、
別
の
機
会
に
み
ず
か
ら
の
議
論
を
「
政
 
 
 

治
的
理
性
批
判
」
（
c
註
q
u
e
d
e
－
a
r
乳
s
O
n
p
O
誉
u
e
）
に
向
け
た
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
M
i
c
訂
1
ぎ
c
a
阜
…
○
星
e
S
e
－
s
i
n
乳
a
－
i
m
又
責
S
喜
C
邑
古
詩
d
e
－
a
r
a
i
s
O
n
 
 
p
O
富
仁
e
》
も
詳
監
c
註
－
簑
↓
竃
、
ヨ
竃
↓
運
G
a
－
ぎ
旦
旨
s
」
軍
〔
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
北
山
時
宗
）
「
全
体
的
な
も
の
と
個
的
な
も
の
ー
政
治
的
理
性
批
判
 
 

に
向
け
て
」
冒
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅷ
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
〕
 
 

（
4
）
当
時
の
「
啓
蒙
」
を
め
ぐ
る
遠
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
西
村
稔
『
文
士
と
官
僚
1
ド
イ
ツ
教
養
官
僚
の
淵
源
』
木
鐸
社
、
完
九
八
年
、
と
く
に
「
第
八
草
啓
蒙
と
エ
リ
ー
ト
」
 
 

を
参
照
。
 
 

（
5
）
『
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
か
ら
の
引
用
は
次
の
著
作
に
よ
り
、
B
M
と
記
し
、
通
し
の
頁
数
を
付
す
。
弄
賢
A
急
ぎ
農
芸
乳
守
蜃
賢
哲
守
ぎ
針
c
村
会
害
監
訝
邑
巷
I
n
 
 
 

N
u
s
a
m
m
e
ロ
a
r
b
e
i
t
m
i
t
M
i
c
h
a
e
－
と
b
r
e
c
h
t
a
点
e
急
h
ざ
e
烏
e
－
e
i
－
e
－
u
n
d
m
i
－
A
弓
e
r
k
u
n
g
e
n
責
S
e
訂
n
喜
旨
b
e
詩
H
i
s
k
e
盲
s
s
e
n
s
c
b
註
c
h
e
B
u
c
首
s
e
－
訂
h
a
f
t
－
D
胃
m
S
t
a
き
 
 

一
昭
べ
u
．
 
 

（
6
）
M
i
c
h
e
－
ぎ
c
a
貴
台
客
c
e
q
u
e
訂
s
L
u
m
i
町
e
s
㌻
も
ぎ
叫
軒
詠
一
簑
↓
畢
ヨ
竃
↓
竃
も
巴
ぎ
旦
賢
二
望
p
・
軍
〔
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
石
田
英
敬
訳
）
「
啓
 
 
 

蒙
と
は
何
か
」
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅹ
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〇
頁
。
〕
 
 
 

啓
蒙
と
愛
国
1
カ
ン
ト
啓
蒙
論
を
め
ぐ
る
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
－
 
 



Au蝕はrungundPatriotismus．ZurBeziehungzwischenReligionundPolitikim   

KontextderAu放IArungsdiskussioninder”BerlinischenMonatsschrift”・  

KenCHIBA  

Im kleinen Beitrag Beantworu喝der Fhqe：Ⅴ抱sistAldklaru喝P bestimmt Kant die  

Au蝕1arungals”AusgangdesMenschenausseinerselbstverschuldetenUnmiindigkeit“・Diese  

berBhmteste De伽ition der Au奴迅rung wird h如短 nurindividualistisch－mOralisch als  

AnmutungzumselbstandigenDenkenausgelegt・Siehataberaucheinekommunitarianistisch－  

sittlicheDimension，inderdieGliedereinesgemeinenWesensihreRechtzum6ffentlichen  

GebrauchderVbrnunftausiiben．SiebedienensichihreseigenenVerstandesfreiund舐entlich  

nichtumseinerselbstwi11en，SOndernumihreseigenenLandeswi11en．DievorliegendeArbeit  

beschaftigt sich mit der Au短abe，diese”patriotische“Seite der AuklArungSSChrift Kants  

herauszuarbeitenunddie”BedingungenderM6glichkeit“vomPatriotismuszubestimmen・   

DabeiwirddieDebattetiberdasWesenderAu蝕1arunginder”BerlinischenMonatsschrift“  

inBetrachtgezogen．DasProblemdesPatriotismusistmitdieserStreitengverbunden．Die  

Ftage：WasistAn放1arungwarimZ611nerschenAnfsatzhtesmthsam，das励eb2indniPnid2t  

jbmerdurchdieRelなionzusancirenPgestellt，deraucheineAntwortaufdenBeitragl匂rschl囁  

die Geistlichen nicht mehr bei陥ILEiehu喝・der Ehen zu bem助en von Biester（unter dem  

Pseudonym”E．ⅥK．“）warlInbeidenSchriftenwirddieBeziehungzwischen Religionund  

Politikbehandelt，dienichtnurmitdemProblemdesEhebunds，SOndernauchmitdemdes  

Staatsbtirgerbundszusammenh畠ngt．   

BiesterkritisiertdieGeistlichkeit，dasssiesichindenEhekontrakteinmischtunddadurch  

den Wbrt der andern Kontrakte herabsetzt．IhreAntoritat griindetihm zufolge auf dem  

”nattirliche［n］SchluL3des unau短eklarten Bdrgers“：”Gott selbstwillnicht，daJ3ichjenen  

KontraktoderjenesGesetz［derReligion］breche！；dieandernsindwohlnurvonMenschen  

gemacht，undmitdenenhatsdahersovielnichtzubedeuten“．Indemeinreligi6sesGesetz  

Seine孟uBerlicheHeiligkeitbesitzt，VerlierenalleanderestaatlicheGesetzeihreMajestat．So  

SChlagtBiestervon zuerst demEhet沌ndnis seine為ussereHeiligkeitzuentziehenunddas  

religi6se Monopolfiir die Heiligkeit zu tiberwinden．Dann kann man erwarten，dassalle  

（folglichauchreligi6se）Gesetzegleichwichtigundheiligwerden．Erwdnschtdamit，Politik  

undReligionineinszubringen．”L註L3tPolitikundRelition，GesetzeundKathechismusEins  

Sein！“．DieseVtrelnlgungderbeidensollabernichtdurchihreGleichsetzung，SOndernunter  

demVbrrangderPolitikvorderReligionvollgezogenwerden．”I）anng畠beswiederPatrioten，  

dieihr Blut氏ir den Staat verg6ssen，wie M温rtyrer es ftir die Religion thaten．”Biester  

beansprichtalsosozusagen”ReligionisierungderPolitik“．   

Z61lnerantwortetdagegenaufdenBiesterschenVorschlag，indem er dieBedeutung der  

ReligionftirdenEhebundunddieWichtigkeitderFhmi1ienbandefnrdenStaathervofhebt．Er  

Sagt：”LiegtaberdemStaateanderHei11igkeitirgendeinesV正旭1tnissesauL3erordentlichviel，  

啓
蒙
と
愛
国
－
カ
ン
ト
啓
蒙
諭
を
め
ぐ
る
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー
 
 
 



soistesgewiL3dasV白rhaltniL3derGattengegeneinandeちunddasdaraufgegrtindetezwischen  

ElternundKindern“．IndiesernBetrachtsollderStaateinreligi6sesBandbenutzen，”Weilein  

BandmehrdochimmereinBandmehrist，undimFallederNothvilleichtnochal1einh畠It”．Unter  

denverfallenenZust5ndenderZeitistdiereligi6seSanktionnichtBbernusslg，SOndernsehr  

n翫Zlich．Er behauptet ferner；dass”gerade die eheliche und die daraus entsprlngende  

Familienverbindung di亘enlgeist，die am Ende den ganzen Staat zusammenhalt”．Den  

allermeisten bestimmen”Ⅶter und Mutter；Gattin und Kind，Brnder und Vtrwandte“ihr  

Vhterland．，Je schlaffer und diinner diese Bande werden，desto mehr verschwindet der  

EnthusiasmusderBtirgerfdrdasVhterland“．FBrdenPatriotismusistesh6chstwichtig，die  

Fhmi1ienverbindungzuheiligen，unddaskanndieReligionamkraftigsten．Z611nerversuchtdieses  

PotenzialderReligionfurdenStaatzuenthltenundzieltaufdie”PolitisierungderReligion“．   

Kantbeantwortet die z611nersche Frage也berdie Begriffsbestimmung derAu蝕1arunglm  

Obengenannten Beitrag．Eruntemimmt dabei”die甘ennung von Politik und ReliglOn“．Er  

meint：”Wenner【Monarch］nurdaraufsieht，daL3a11ewahreodervermeinteVbrbesserungmit  

derbiirgerlichen Ordnungzusammenbestehe：SO kann erseine Unterthanen ubrigensnur  

Selbstmachenlassen，WaSSieumihresSeelenheilswillenzuthunn6thig丘nden”．Hierscheint  

es，dasserdiePolitikaufdasAuJ3ere，dieReligionhingegenaufdasInnerebeschrankt．“Der  

6ffentliche GebrauchderVbrnunft”kannabersowohlinAnsehungder Politik，als auchder  

Religiongemachtwerden．Beide sollendiefreieund6ffentliche PrtifungderVtrnunftkritik  

durchstehen．WasdenPatriotismusbetrifft，erklartKantihnnichtindiesemBeitrag，SOndern  

indemAufsatz：UberdenGemein坤ruch：DasmqginderT71eOrierichtなsein，ta頑abernichtjiir  

die触is．ErbestimmtdasWbrt”patriotisch”folgendermaJ3en：”Patriotischistn箆mlichdie  

Denkungsart，daeinjederimStaat…dasgemeineWesenalsdenm批terlichenSchooJ3，Oder  

dasLandalsdenv翫erlichenBoden，auSundaufdemerselbstentsprungen，undwelchener  

auchsoalseintheuresUnterphndhinterlassenmuJ3，betrachtet，nurumdieRechtedesselben  

durchGesetzedesgemeinsamenWillenszuschtitzen”．Daherkannmandenfo1gendenSatzin  

patriotischer Hinsichtinterpretieren：”aufsie［dieAnfkほrung］Ⅵ∋rZicht zu thun，eS Sei鮎r  

Seine Person，mehr aber noch飽r die Nachkommenschaft，heiBt die heiligen Rechte der  

Menschheit verletzen undmit F弘月en treten”．AIs die Bedingungen der M6glichkeit von  

diesem”kritischenPatriotismus“k6nnenwenigstensfblgendedreiPunkteau短ezahltwerden．  

1．Der Patriotismus darfnicht den Menschen zur einzlgartlgen Gltickseligkeit zwlngen．Er   

mussdiePluralitAtderGltickseligkeitalsMenschenrechtanerkennen．  

2．Ermussnichtnurdiegegenwartige，SOndernauchnachknmmendeGenerationbeachten．  

3．Ermussden“Wbltbnrgergeist”zumGrundehaben．   

Der］ねtriotismusistfGrKantwederwiederBiestersche，einvonderaufgeklartenSeite，VOn  

ObennachuntenDurchgedrBcktes，nOChwiederZ611nersche，eindurchdieBandedesBluts  

und des Bodens Eingepflanztes．Erstelltfurihn ein durch den6ffentlichen Gebrauch der  

Ⅵ汀nunftAn短eklartesdarl   
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