
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ

ア
の
痛
と
癒
し

i

l
ベ
ル
ジ
ャ
i
エ
フ
に
よ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

i
受
容
の
基
本
i

i

は
じ
め
に

近
現
代
ロ
シ
ア
の
宗
教
哲
学
者
日
・
ベ
ル
ジ
ャ
!
エ
フ
は
、
自
ら
に

最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
思
想
家
と
し
て
、
文
豪
争
・
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
!
の
名
前
を
度
々
挙
げ
て
い
る
。
前
者
が
後
者
の
著
書
か
ら
読
み

取
り
、
自
ら
の
哲
学
的
枠
組
へ
と
受
け
継
い
だ
主
題
は
多
岐
に
渡
る

が
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
っ
て
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
生
涯
に
亘
る
思

索
を
規
定
し
て
い
た
基
本
的
主
題
が
一
体
何
で
あ
っ
た
で
あ
っ
た
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
そ
の
最
も
有
力
な
候
補
と
し
て
〈
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
の
「
病
」
に
対
す
る
「
癒
し
」
の
希
求
と
い
う

こ
と
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ベ
ル
ジ
ャ
エ
!
フ
の
思
想
形
成
に
占
め
る
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
多

大
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
両

者
の
間
に
見
出
さ
れ
る
共
通
点
の
み
な
ら
ず
相
違
点
を
も
詳
細
に
比

較
・
検
討
す
る
よ
う
な
視
点
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
十
分
に
提
出

山

本

瑛

介

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
上
述
の
よ
う
な
角
度
か
ら
考
察
を

行
っ
て
い
る
数
少
な
い
事
例
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
の
議
論
の
主
軸
は

個
々
の
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
概
念
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
背

景
に
あ
っ
た
と
思
し
き
、
特
殊
な
歴
史
的
状
況
下
で
の
様
々
な
要
請
と

結
び
つ
い
た
思
想
的
関
い
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
、
極
め
て
稀

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
に
お
け
る
空
白
を
補
う
意

図
の
も
と
に
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
「
病
」
お
よ
び
そ
の
「
癒
し
」

と
い
う
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
角
度
か
ら
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
お
よ

び
の
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
テ
ク
ス
ト
を
相
互
に
比
較
対
照
し
、
以
て
本

稿
の
表
題
に
関
す
る
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
受
容
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
す
る
べ
く
試
み
た
い
。
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で
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
病

一
ー
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
i
に
よ
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
理
解

一
八
七
一
年
に
発
表
さ
れ
た
長
編
小
説
買
益
と
に
お
い
て
、
ド
ス

ト
エ
ア
ス
キ
ー
は
同
時
代
の
ロ
シ
ア
に
存
在
し
て
い
た
〈
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
〉
た
ち
の
様
々
な
類
型
を
描
き
出
し
て
い
る
。
他
の
場
所
で

自
ら
公
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
を
通
じ
て
彼
が
意
図
し
た
の

は
「
文
明
開
化
の
ロ
シ
ア
人
の
心
を
捕
え
た
病
」
に
文
学
的
な
表
現
を

与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
無
神
論
や
そ
れ
に
基
づ
く
社
会

革
命
思
想
の
観
念
に
傾
倒
し
て
い
た
当
時
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
た

ち
を
、
「
悪
霊
」
に
取
り
窓
か
れ
湖
へ
飛
び
込
ん
で
溺
死
し
た
、
聖
書

に
登
場
す
る
豚
た
ち
に
擬
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
一
口
に
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
と
は
言
っ
て
も
、
彼

ら
は
具
体
的
に
一
体
ど
の
よ
う
な
存
在
性
格
を
帯
び
た
人
々
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
は
著
書
の
中
で
向
語
の
定
義
を
必
ず

し
も
明
確
に
し
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
の
一

つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
私
た
ち
は
小
説
以
外
の
場
所
で
語
ら
れ
た
彼

自
身
の
発
一
一
一
一
口
を
参
照
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
「
作
家
の
日
記
』
に
お
い
て
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
は
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
な
い
し
「
文
化
層
」
ミ

5
4宝
E
R
g
o
お
が
抱
え

る
問
題
に
関
し
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
来
的
に

貴
族
階
級
を
母
体
と
し
て
生
じ
て
き
た
ロ
シ
ア
文
化
層
に
酉
有
な
病
弊

の
本
質
と
は
、
〈
ナ
ロ

i
ド〉

2
8
2
と
呼
ば
れ
る
要
素
か
ら
の
議
離

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
作
家
が
〈
ナ
ロ

Esse--

ド
〉
な
る
言
葉
を
い
か
な
る

意
味
合
い
で
用
い
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
差
し
あ
た
り

重
要
な
の
は
、
彼
に
と
っ
て
ナ
ロ

i
ド
か
ら
の
事
離
が
、
文
化
層
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
喪
失
と
い
う
事
態
に
直
結
し
て
い
た
こ
と
だ

ろ
う
。
ナ
ロ

i
ド
か
ら
離
れ
信
仰
を
失
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
空
虚
さ
を

補
う
た
め
に
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
た
ち
の
多
く
は
社
会
主
義
の
道

へ
突
き
進
ん
で
行
っ
た
の
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
よ
う
な
事
離
の
発
端
を
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー

は
十
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ピ
ョ

i
ト
ル
大
帝
の
改
革
に
見
出
し
て
い

る
。
歴
史
的
背
景
に
関
す
る
青
山
太
郎
の
整
理
に
従
え
ば
、
ピ
ョ

i
ト

ル
の
治
世
に
お
け
る
国
際
情
勢
の
中
で
ロ
シ
ア
が
生
き
延
び
て
行
く
た

め
に
は
、
少
数
の
文
化
的
エ
リ
ー
ト
育
成
を
最
優
先
事
項
と
す
る
内
政

改
革
の
遂
行
が
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
エ
リ
ー
ト
と

は
「
西
欧
風
の
教
育
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ

た
っ
て
支
配
し
命
令
し
、
彪
大
に
し
て
無
定
型
な
農
民
大
衆
に
国
家
の

利
益
の
た
め
の
轡
を
は
ま
せ
る
こ
と
を
任
務
と
し
た
」
。
つ
ま
り
、
内

政
を
担
う
支
配
層
す
な
わ
ち
貴
族
階
級
の
文
化
的
・
制
度
的
な
西
欧
化

が
、
国
家
政
策
と
し
て
急
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
初
は
国
家
的

な
義
務
と
し
て
推
進
さ
れ
た
黄
族
階
級
に
お
け
る
西
欧
化
も
、
時
代
が

下
る
に
連
れ
て
次
第
に
緩
和
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
他
方
で
被
支
配
層
と

し
て
の
「
広
範
な
農
民
大
衆
、
す
な
わ
ち
国
民
の
大
部
分
」
は
「
以
前
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と
変
わ
ら
ぬ
土
俗
的
風
習
を
守
り
続
け
」
、
後
に
拡
大
さ
れ
た
農
奴
制

に
よ
っ
て
奴
隷
化
し
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
貴
族
と
ナ
ロ

i
ド
と
は

「
全
く
異
る
二
種
の
民
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
」
の
だ
と
い
う
。

ピ
ョ
!
ト
ル
大
帝
の
改
革
は
「
わ
れ
わ
れ
を
ナ
ロ

i
ド
と
分
離
さ
せ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
は
他
の
場
所
で
書

い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
ピ
ョ

i
ト
ル
の
あ
と
に
つ
い
て
行
っ
た
人
た

ち
は
、
み
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
る
も
の
を
知
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
同
じ

生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
彼
の
発
言
か
ら
も
窺
え
る
通

り
、
ナ
ロ
!
ド
と
の
分
離
を
代
償
に
貴
族
階
級
が
子
に
入
れ
た
「
生
活
」

と
は
、
こ
の
作
家
に
お
い
て
も
西
欧
化
さ
れ
た
生
活
様
式
を
意
味
し
て

い
た
と
見
て
良
い
。

と
も
あ
れ
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
に
と
っ
て
〈
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
と
は
、
ピ
ョ

i
ト
ル
大
帝
の
欧
化
政
策
に
よ
り

費
族
を
中
心
と
し
て
生
じ
た
文
化
層
一
般
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
ま

た
、
そ
れ
が
抱
え
る
「
病
」
と
は
、
〈
ナ
ロ

i
ド
〉
か
ら
の
莱
離
に
伴

う
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
喪
失
お
よ
び
、
そ
の
結
果
と
し
て
も
た

ら
さ
れ
た
、
あ
る
種
の
実
存
的
閉
塞
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
と
結
論
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
i

二
.
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
よ
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
理
解

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
よ
る
〈
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
お
よ
び
、
そ

の
「
病
」
の
内
実
に
関
す
る
把
握
も
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
に
見
ら
れ

た
そ
れ
と
大
枠
で
一
致
す
る
。
異
な
る
の
は
、
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
」
や
「
文
化
層
」
と
い
っ
た
言
葉
を
当
時
の
慣
用
的
な
用
法
に
従
っ

て
無
批
判
に
用
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
と
は
異
な

り
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が
そ
れ
ら
の
定
義
や
発
生
史
に
関
し
て
、
あ
る

程
度
明
確
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
、
ピ
ョ

i
ト
ル
大
帝
の
改
革
が
そ
れ
に
先
立
つ

時
代
の
情
勢
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
お
り
「
絶
対
に
不
可
避
で
あ
っ

た
」
こ
と
を
認
め
、
ま
た
そ
れ
が
ロ
シ
ア
精
神
文
化
の
発
展
に
対
し
も

た
ら
し
た
多
大
な
貢
献
を
評
価
し
つ
つ
も
、
同
改
革
が
「
ナ
ロ
!
ド
と

上
流
階
級
、
す
な
わ
ち
教
養
あ
る
支
配
階
級
と
の
あ
い
だ
の
溝
を
ひ
ろ

げ
た
」
と
す
る
見
解
を
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
と
共
有
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
い
う
ナ
ロ
!
ド
か
ら
菜
離
し
た
集
団
と
し
て
の
十
八
世

紀
ロ
シ
ア
に
お
け
る
貴
族
階
級
が
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
と
っ
て
直
ち

に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
は
注
意
が
必

要
だ
ろ
う
。

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
定
義
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
は
本
質
的
に
「
雑
階
級
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
本
来
的
に
は
貴
族
階
級
に
含
ま
れ
る
特
定
の
「
教

養
の
高
い
部
分
」
を
指
し
て
い
た
の
だ
が
、
時
代
が
下
る
に
連
れ
て
次

第
に
「
僧
侶
、
小
官
吏
、
下
層
中
産
階
級
等
の
子
弟
か
ら
、
そ
し
て
農

奴
解
放
後
は
農
民
の
な
か
か
ら
」
輩
出
さ
れ
た
人
々
が
合
流
し
て
行

き
、
最
終
的
に
全
く
「
新
し
い
タ
イ
プ
に
発
展
転
化
」
し
た
こ
の
社
会
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階
層
に
対
し
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
」
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

当
初
は
貴
族
階
級
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
「
教
養
」
す
な
わ
ち

西
欧
の
文
化
や
思
想
が
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
貴
族
以
外
の
諸
階
級

へ
も
浸
透
し
て
行
き
、
結
果
的
に
そ
れ
ら
の
階
級
に
お
い
て
も
既
存
の

生
活
様
式
か
ら
の
系
離
が
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
無
階
級
的
な
人
々
か

ら
成
り
、
た
と
え
ば
社
会
主
義
や
ス
ラ
ヴ
主
義
と
い
っ
た
社
会
思
想
を

軸
に
結
束
し
た
集
団
の
全
体
が
、
ベ
ル
ジ
ャ

l
エ
フ
に
お
い
て
は
包
括

的
に
〈
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
ド
ス
ト
エ
ブ
ス
キ

i
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
別
名
と
し
て
好

ん
で
用
い
た
「
ロ
シ
ア
の
大
地
の
偉
大
な
放
浪
者
」
と
い
う
表
現
を
引

用
し
つ
つ
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
「
土
地
に
根
を
も
た
な
い
こ
と
、
す

べ
て
の
階
級
的
生
活
や
伝
統
と
の
決
裂
」
を
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の

も
う
一
つ
の
特
質
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
階
級
生
活
」
や
「
伝
統
」
の
中
に
は
、
無
論
ロ
シ
ア

正
教
を
基
盤
と
し
た
教
会
組
織
や
宗
教
的
な
伝
統
ま
で
も
が
含
ま
れ
て

い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
も
ま
た
ド

ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
と
同
様
、
神
に
対
す
る
信
仰
の
喪
失
に
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
た
ち
が
焔
っ
た
「
病
」
の
本
質
を
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を

彼
ら
の
〈
ナ
ロ
!
ド
〉
か
ら
の
事
離
と
い
う
事
態
に
重
ね
合
わ
せ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

い
つ
ご
ろ
か
ら
か
〈
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
と
呼
ば
れ
て
い

た
文
化
層
の
意
識
は
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
悲
劇
的
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
病
的
な
意
識
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
健
康
な
力
は
ひ
そ
ん

で
い
な
い
。
〔
略
〕
〈
ナ
ロ

i
ド
〉
は
〈
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉

に
と
っ
て
は
、
神
秘
的
な
、
異
様
な
、
そ
し
て
魅
惑
的
な
力
の
よ

う
に
見
え
た
。
〈
ナ
ロ

i
ド
〉
に
は
真
の
生
の
秘
密
が
か
く
さ
れ

て
あ
る
、
そ
こ
に
は
或
る
独
特
の
真
理
が
あ
る
、
そ
こ
に
は
文
化

層
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
神
が
あ
る
、
と
彼
ら
は
考
え
た
。
〈
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
は
自
分
自
身
を
ロ
シ
ア
の
生
の
有
機
的
な
層

で
あ
る
と
は
感
じ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
統
一
を
失
っ
て
、
根
か
ら

切
り
は
な
さ
れ
て
い
た
。
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こ
こ
で
ベ
ル
ジ
ャ
!
エ
フ
は
、
自
ら
の
病
を
自
覚
し
、
一
種
の
憧
慢

な
い
し
羨
望
の
念
に
満
ち
た
眼
差
し
を
ナ
ロ

i
ド
へ
と
向
け
る
よ
う
な

存
在
と
し
て
十
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
た
ち
を
描
出

し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
が
理
解
し
て
い
た
の
と
応

じ
よ
う
に
、
自
ら
を
祖
国
の
有
機
的
統
一
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と

感
じ
て
い
た
彼
ら
は
、
往
々
に
し
て
「
ナ
ロ
1
・
ド
は
有
機
的
な
生
を
生

き
て
い
る
、
ナ
ロ

i
ド
は
あ
る
種
の
直
接
的
な
真
理
を
知
っ
て
い
る
」

と
考
え
た
の
だ
と
い
う
。

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
思
想
上
の
傾
向
が
醸
成
さ

れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
西
歌
の
も
の
と
全
く
異
な
る
ロ
シ
ア
社
会
の



特
殊
な
構
造
が
あ
っ
た
。
既
に
文
化
層
が
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」

と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
る
よ
り
も
前
の
、
原
則
的
に
貴
族
の
み
か
ら

な
る
集
屈
で
あ
っ
た
頃
か
ら
、
彼
ら
は
「
皇
帝
権
力
の
要
素
と
ナ
ロ
1B
・s
・-

ド
の
要
素
」
の
問
に
挟
ま
れ
た
弱
く
不
安
定
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
。

十
八
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
受
容
か
ら
出
発
し
た
ロ
シ
ア
文
化

層
は
、
十
九
世
紀
へ
と
封
る
過
程
の
中
で
農
奴
制
と
専
制
君
主
制
の
現

実
に
反
し
、
サ
ン
行
シ
モ
ン
や
フ
ー
リ
エ
ら
の
社
会
主
義
を
吸
収
し
て

行
く
。
し
か
し
皇
帝
権
力
は
、
一
方
で
そ
う
し
た
活
歓
文
化
の
受
容
を

促
進
し
保
護
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
思
想
に
対
す
る
可
惜
な
い

弾
圧
の
史
実
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
他
方
で
は
そ
れ
を
迫
害
し

た
。
直
接
的
な
社
会
運
動
の
道
を
断
た
れ
た
文
化
層
の
人
々
は
、
あ
ら

ゆ
る
活
動
を
文
学
や
思
想
の
領
域
の
み
に
制
限
せ
ざ
る
を
得
、
ず
、
結
果

的
に
「
現
実
と
は
な
ん
の
関
連
も
な
い
社
会
に
つ
い
て
の
白
昼
夢
が
、

際
限
も
な
く
生
ま
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
。

こ
う
し
た
歴
史
的
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
文
化
層
は
西
欧

の
そ
れ
と
異
な
り
、
概
し
て
自
ら
の
「
文
化
的
使
命
」
を
、
す
な
わ

ち
「
文
化
」
に
よ
っ
て
ナ
ロ

i
ド
を
啓
蒙
し
、
社
会
的
な
一
正
義
や
真
理

へ
と
善
導
し
う
る
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
ベ
ル

ジ
ャ

i
エ
フ
は
言
う
。
文
化
は
ナ
ロ
!
ド
の
労
働
と
搾
取
に
よ
っ
て
築

き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
自
覚
が
、
「
自
分
た
ち
の
生
活
は
正

当
化
さ
れ
え
な
い
、
不
条
理
だ
」
と
い
う
自
己
否
定
的
な
罪
の
意
識
と

し
て
、
彼
ら
に
対
し
常
に
良
心
の
崎
貴
を
強
い
た
の
で
あ
っ
た
。

文
化
が
「
不
真
理
」
で
あ
り
「
罪
」
で
さ
え
あ
る
以
上
、
何
ら
か
の

「
真
理
」
を
志
向
す
る
文
化
層
の
探
究
は
、
文
化
の
放
棄
と
し
て
遂
行

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
探
究
は
往
々
に
し
て
、

ナ
ロ

i
ド
と
そ
れ
が
象
徴
す
る
「
有
機
的
な
原
初
的
生
活
」
す
な
わ
ち

「
宗
教
的
生
活
」
へ
の
密
帰
と
し
て
企
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
、
文
化
層
は
そ
れ
が
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
頃

に
な
る
と
、
「
ナ
ロ
!
ド
と
い
う
要
素
の
前
に
降
伏
し
、
呑
み
こ
も
う

と
お
び
や
か
す
要
素
の
前
に
一
践
を
さ
げ
始
め
た
」
の
だ
と
い
う
。

上
述
の
よ
う
な
、
ロ
シ
ア
文
化
層
に
よ
る
〈
ナ
ロ

i
ド
〉
の
神
聖
視

と
理
一
想
化
、
す
な
わ
ち
ナ
ロ

i
ド
の
中
に
真
理
を
求
め
る
探
究
と
し
て

の
「
ナ
ロ

i
ド
主
義
」

5七
o
h
言
語

i
p
は
、
チ
ャ
ア
ダ

i
エ
ブ
の
「
哲

学
書
簡
』
以
降
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
二
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
西

欧
派
」
お
よ
び
「
ス
ラ
ヴ
派
」
と
い
う
両
陣
営
の
、
い
ず
れ
に
も
見
出

さ
れ
る
現
象
だ
と
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
前
者
に
お
い
て
は
「
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
、
パ
ク

i
ニ
ン
、
七

0
年
代

ナ
ロ

i
ド
ニ
キ
社
会
主
義
者
」
ら
に
代
表
さ
れ
る
無
神
論
的
ナ
ロ

i
ド

主
義
と
し
て
、
ま
た
、
後
者
に
お
い
て
は
「
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
義
」

と
呼
ば
れ
る
思
潮
と
し
て
各
様
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ

が
、
こ
の
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
義
を
代
表
す
る
人
物
こ
そ
が
、
他
な
ら

ぬ
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ

自
身
も
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
思
想
に
晃
ら
れ
る
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
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義
に
対
し
て
あ
る
程
度
賛
同
の
意
を
表
明
し
つ
つ
、
ま
た
他
方
で
、
そ

れ
に
含
ま
れ
る
特
定
の
部
分
に
対
し
批
判
を
加
え
て
い
る
点
だ
ろ
う
。

〈
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
お
よ
び
彼
ら
が
抱
え
た
「
病
」
の
理
解
に

関
し
て
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
を
取
っ
て
い
る
両
者
は
し
か
し
、
そ
う
し

た
病
の
「
癒
し
」
を
意
味
す
る
宗
教
的
ナ
ロ
lpeat

ド
主
義
の
内
実
に
関
し

て
、
あ
る
程
度
思
想
的
な
相
違
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

ニ
.
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
癒
し

ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
に
お
け
る
宗
教
的
ナ
ロ
!
ド
主
義

一一

l
一api--
一
.
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
ナ
口

i
ド
理
解

ベ
ル
ジ
ャ

l
エ
ブ
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
ナ
ロ

i
ド
主
義
」
的
傾
向

は
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
小
説
作
品
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
悪

習
と
の
登
場
人
物
シ
ャ
i

ト
フ
の
言
動
に
顕
著
な
も
の
と
し
て
見
出
さ

れ
る
。
「
善
悪
の
け
じ
め
を
失
っ
た
」
無
神
論
者
の
ス
タ
ヴ
ロ
!
ギ
ン

が
更
正
し
、
神
へ
の
信
仰
を
再
び
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
「
自
分
の
回

の
ナ
ロ

i
ド
を
理
解
す
る
」
し
か
、
そ
れ
も
た
だ
頭
に
よ
っ
て
で
は
な

く
て
、
「
百
姓
仕
事
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
異
体
的
実
践
を
通
じ
て
理

解
す
る
し
か
な
い
の
だ
と
、
シ
ャ

i
ト
フ
は
作
中
で
強
硬
に
主
張
し
て

い
る
。シ

ャ

i
ト
フ
の
口
を
借
り
て
語
ら
れ
た
上
述
の
思
想
が
、
か
な
り
の

程
度
ま
で
作
者
自
身
の
他
人
的
信
念
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

疑
い
の
余
地
は
な
い
。
そ
の
最
晩
年
に
当
た
る
一
八
八

O
年
の
プ

i
シ

キ
ン
記
念
講
演
に
お
い
て
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
は
「
ナ
ロ

i
ド
と
の

へ
り
く
だ
っ
た
結
合
と
い
う
救
い
の
道
に
出
な
い
限
り
」
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
ィ
ア
が
破
滅
の
運
命
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
述
べ

て
、
「
倣
慢
な
る
も
の
よ
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
額
に
汗
し
て
祖
留
の
耕

地
で
働
け
」
と
い
う
プ
i

シ
キ
ン
の
詩
の
一
節
を
賞
賛
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
が
用
い
る
意
味
で
の
〈
ナ

ロ
i
ド
〉
と
は
、
異
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
々
を
指
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
ロ
シ
ア
史
の
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
そ
の
言
葉
は
通
常
、

国
家
人
口
の
大
半
を
占
め
る
「
農
民
」
を
意
味
し
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ

ア
ス
キ
ー
は
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
と
い
う
言
葉
と
同
様
、
「
ナ

ロ
1
l

ド
」
に
関
し
て
も
そ
の
定
義
を
明
確
に
し
て
は
い
な
い
が
、
た
と

え
ば
「
作
家
の
日
記
』
の
中
で
「
ナ
ロ
Begat

ド
は
自
分
た
ち
を
ク
レ
ス
チ

ヤ
i
一
一
ン
(
農
民
)
と
呼
ん
だ
、
つ
ま
り
フ
リ
ス
チ
ア
ニ

i
ン
(
キ
リ

ス
ト
教
徒
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、

彼
の
意
識
に
お
い
て
も
「
ナ
ロ

i
ド
」
と
い
う
言
葉
が
「
農
民
」
を
、

少
な
く
と
も
そ
の
中
心
的
な
構
成
要
素
と
し
て
含
意
し
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
以
上
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス

キ
ー
に
と
っ
て
ナ
口
、
SEE--

ド
を
ナ
ロ

i
ド
た
ら
し
め
て
い
る
本
質
的
要
素

と
は
、
ロ
シ
ア
の
大
地
と
一
体
に
な
っ
た
土
着
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
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あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
想
定
す
る
「
ナ
ロ

i
ド
的
な
真
理
」
と
し
て

の
信
仰
を
、
私
た
ち
は
組
織
な
い
し
制
度
と
し
て
の
ロ
シ
ア
正
教
会

や
、
ま
し
て
や
教
義
の
体
系
と
同
一
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
「
ロ
シ
ア

の
ナ
ロ

i
ド
は
福
音
書
を
よ
く
知
ら
な
い
、
信
仰
の
土
台
と
な
る
原
則

が
分
か
っ
て
い
な
い
と
一
一
言
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
と
お
り
に
ち

が
い
な
い
、
し
か
し
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
し
、
ず
っ

と
苦
か
ら
自
分
の
心
の
中
に
キ
リ
ス
ト
を
い
だ
い
て
い
る
」
と
ド
ス
ト

エ
ア
ス
キ
ー
は
主
張
す
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
信
仰
」
と

は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
姿
に
よ
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
、
ま
た
日
々
の
生

活
に
お
い
て
実
際
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
、
無
定
型
で
有
機
的
な
何
か

で
あ
る
。一一

ge--

一l
l
二
置
「
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
」
を
め
ぐ
っ
て

ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
宗
教
的
ナ
ロ
!
ド
主
義
に
関
し
て
も
う
一
点

重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
「
ロ
シ
ア
の
社
会
主
立
義
」
と
呼
ば
れ
る
、
世
界

史
の
中
で
ロ
シ
ア
が
果
た
す
べ
き
社
会
的
・
宗
教
的
使
命
に
関
連
し
た

信
念
と
結
び
付
い
て
い
た
点
だ
ろ
う
。
『
作
家
の
日
記
』
に
お
い
て
、

彼
は
ナ
ロ

i
ド
の
中
に
見
出
さ
れ
る
精
神
的
な
「
教
会
」
に
つ
い
て
言

及
し
、
そ
れ
を
敢
え
て
「
社
会
主
義
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
ド
ス
ト

エ
ア
ス
キ
ー
に
と
っ
て
ナ
ロ

i
ド
が
有
機
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
体

現
者
で
あ
る
以
上
、
た
と
え
彼
ら
の
内
に
見
出
さ
れ
る
理
念
が
「
社
会

主
義
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
文
字
通
り
の
無
神
論
的
な
思
想
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
両
者
が
共
有
し
て
い
る
の
は
「
全
人
類
を
対
象
と
す
る
全
同
胞
的

団
結
」
と
し
て
の
性
質
の
み
で
あ
る
。

ナ
ロ

i
ド
的
な
真
理
と
し
て
の
「
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
」
を
こ
の
よ

う
に
理
解
す
る
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
〈
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
〉
が
〈
ナ
ロ

i
ド
〉
と
結
合
し
「
本
当
の
ロ
シ
ア
人
に
な
る
〕
と
い

う
こ
と
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
に
最
終
的
な
和
解
を

も
た
ら
し
、
全
人
類
約
な
、
一
切
を
結
合
さ
せ
る
そ
の
ロ
シ
ア
精
神
の

中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
悩
み
の
解
決
策
が
あ
る
」
の
だ
と
示
す
こ
と
を
、

そ
し
て
究
極
的
に
は
、
「
同
飽
的
な
愛
」
を
も
っ
て
西
欧
の
人
々
を
も

含
め
た
全
人
類
を
、
ロ
シ
ア
精
神
が
体
現
す
る
と
こ
ろ
の
「
キ
リ
ス
ト

の
名
に
よ
る
全
世
界
的
な
団
結
」
の
中
に
収
容
し
、
救
済
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
。

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
お
け
る
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
義

ベ
ル
ジ
ャ

i
工
フ
に
よ
る
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー

批
判

ベ
ル
ジ
ャ
!
エ
フ
も
ま
た
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、

「
ナ
ロ

i
ド
」
と
い
う
言
葉
の
指
し
示
す
一
般
的
な
内
容
が
、
「
農
民
」

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ナ
ロ
i
l
ド
の
概
念
に
関
し
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ

ブ
は
そ
の
定
義
が
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ
ls'

ド
主
義
的
意
識
に
お
い
て
、
概
し

一
一
|
二
!
一
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て
不
明
確
で
動
援
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
の
一
言
葉
が

「
繋
朴
な
は
た
ら
く
人
民
、
な
か
ん
ず
く
農
民
と
い
う
意
味
に
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
義
の
理
念
に
関
す
る
限
り
、

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
そ
れ

を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
が

そ
の
作
品
内
で
宗
教
的
ナ
ロ
!
ド
主
義
の
問
題
点
を
露
呈
し
て
い
る
実

例
と
し
て
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
豆
議
詑
の
と
あ
る
一
節
を
挙
げ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
否
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
登
場

人
物
は
、
作
家
自
身
の
ナ
ロ

i
ド
主
義
的
信
念
の
代
弁
者
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
得
る
、
あ
の
シ
ャ

i
ト
フ
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が

シ
ャ

l
ト
フ
を
批
判
す
る
際
の
論
点
は
、
民
族
的
・
宗
教
的
な
排
他
性

と
い
う
問
題
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。

小
説
内
で
、
シ
ャ

i
ト
フ
は
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ
!
ド
を
本
来
の
信
仰
対

象
で
あ
る
神
以
上
に
崇
拝
し
て
い
る
。
彼
は
ナ
ロ

i
ド
が
神
を
宿
し
、

神
を
「
体
現
」
し
て
い
る
と
の
信
念
に
立
脚
し
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た

そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
諸
民
族
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
民

族
の
奉
じ
る
宗
教
の
真
理
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
ナ

ロ
!
ド
の
み
が
唯
一
の
宗
教
的
真
理
を
保
有
し
て
い
る
と
の
自
負
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

シ
ャ
!
ト
フ
に
お
い
て
極
端
な
排
外
的
民
族
主
義
へ
と
帰
結
す
る
こ
と

に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
シ
ャ
!
ト
フ
理
解
に
基
づ
き
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は

そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
「
民
族
的
・
宗
教
的
な
完
結
性
と
排
他
性
、
西
欧

の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
分
離
、
お
よ
び
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
と
く
に
カ
ト

リ
ッ
ク
世
界
に
対
す
る
激
し
い
拒
否
的
な
態
度
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら

が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
的
な
精
神
と
あ
き
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
、
シ
ャ

i
ト
フ
を
批
判
し
て
い
る
。

さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
ブ
に
よ
る
シ
ャ

i
ト
フ
批
判

の
矛
先
は
、
そ
の
創
作
者
で
あ
る
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
本
人
に
ま
で
向

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ャ

i
ト
フ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
宗
教
的

ナ
ロ

i
ド
主
義
の
信
念
が
民
族
主
義
的
排
他
性
へ
と
転
化
・
組
問
ノ
落
す
る

危
険
性
に
隠
し
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
そ
う
し
た
傾
向
が
ド
ス
ト
エ
ア

ス
キ
ー
自
身
の
内
に
も
感
じ
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
上
述
の
よ
う
な
シ
ャ

i
ト
ブ
刊
行
ド

ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
批
判
の
中
で
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が
彼
ら
の
思
想
に

見
出
さ
れ
る
「
民
族
的
・
宗
教
的
な
排
他
性
」
を
「
キ
リ
ス
ト
教
の
普

遍
的
な
精
神
」
に
対
霊
し
、
後
者
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、
作
家
の
前

者
と
し
て
の
顔
を
糾
弾
し
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
「
普
遍
的
な
精
神
」
を
ナ
ロ
I

・e-e
ド
の
内
に
怠
"
つ
い
て
い
る
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
的
特
徴
と
見
な
し
た
の
は
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
本
人

で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
宗
教
哲
学
者
は
単
に
、
作
家
の
思
想
内
に
見

ら
れ
る
自
家
撞
着
性
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
だ
と
も
言
え
る
。
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一一
's

・l
・-二
sassi--

ニ
.
「
ソ
ポ

i
ル
ノ
ス
チ
」
を
め
ぐ
っ
て

晩
年
の
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
が
作
品
の
内
外
で
盛
ん
に
称
揚
し
て
い

る
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
た
全
人
類
的
な
同
施
関
係
と
い
う
理
想

を
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
〈
ソ
ボ

i
ル
ノ
ス
チ

v
g
m
o
E
o
q
r
と
い

う
ロ
シ
ア
正
教
会
に
特
有
の
観
念
へ
と
帰
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば

「
正
教
の
毘
有
精
神
」
と
し
て
の
間
観
念
は
、
近
現
代
ロ
シ
ア
思
想
の

地
平
に
お
い
て
は
歴
史
的
・
現
実
的
な
正
教
会
そ
の
も
の
の
姿
を
通
し

て
よ
り
も
む
し
ろ
、
ス
ラ
ヴ
派
の
論
理
的
支
柱
で
あ
っ
た
哲
学
者
A
-

ホ
ミ
ヤ
コ
フ
の
著
作
を
通
じ
て
思
想
界
に
紹
介
さ
れ
、
後
代
の
思
想
家

た
ち
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ベ
ル
ジ
ャ
!
エ
フ
が

理
解
し
た
綬
り
で
の
ソ
ボ

i
ル
ノ
ス
チ
と
は
「
聖
霊
H
真
理
」
が
宿
る

場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
い
か
な
る
外
的
権
威
や
強
制
力
に
よ
っ
て
も
支

配
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
、
自
由
に
基
づ
い
た
「
共
同
体
精
神
」
で
あ

る
。
「
教
ふ
と
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
の
共
同
体
精
神
は
、
「
キ
リ
ス

ト
教
的
真
理
の
認
識
の
主
要
源
泉
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
愛
」
を
唯
一

の
紐
帯
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
ま
た
維
持
さ
れ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
す
で
に
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
よ
る
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
批

判
と
の
関
連
に
お
い
て
克
た
通
り
、
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ

i
ド
や
正
教
会
と

い
っ
た
要
素
の
中
に
真
埋
へ
の
契
機
を
見
出
す
と
い
う
ソ
ボ

i
ル
ノ
ス

チ
に
密
有
な
思
考
態
度
は
、
排
他
的
民
族
主
義
へ
と
類
落
す
る
危
険
性

を
字
ん
で
も
い
る
。
そ
う
し
た
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
義
が
抱
え
る
負
の

側
面
を
ソ
ボ

i
ル
ノ
ス
チ
か
ら
切
断
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
回
答
を
知
る
上
で
参

考
と
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
彼
の
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
を
め
ぐ
る
次
の

よ
う
な
発
言
で
あ
る
。

ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
に
は
宿
命
的
な
二
重
性
が
あ
っ
た
。
一
面

に
お
い
て
彼
は
個
人
星
よ

5
2
r
の
原
理
に
異
常
に
大
き
な
意
義

を
与
え
た
。
〔
略
〕
し
か
し
他
語
、
彼
に
お
い
て
は
ソ
ボ

i
ル
ノ

ス
チ
お
よ
び
集
団
性
の
原
理
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
ド

ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
宗
教
的
ナ
ロ
lebe-

ド
主
義
は
、
個
人
の
責
任
や

個
人
の
霊
的
訓
練
の
原
理
を
麻
庫
さ
せ
る
集
団
主
義
の
誘
惑
で

あ
っ
た
。
宗
教
的
な
ソ
ボ

i
ル
ノ
ス
チ
の
観
念
は
、
ロ
シ
ア
人
に

お
い
て
は
往
々
に
し
て
、
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ

i
ド
の
間
違
っ
た
理
想

化
、
霊
の
体
現
者
と
し
て
の
民
族
集
団
の
理
想
化
を
意
味
し
た
。

し
か
し
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ

i
ド
に
必
要
な
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

〔
略
〕
個
人
の
霊
的
な
自
律
と
い
う
観
念
の
認
識
で
あ
る
。

こ
こ
で
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
、
宗
教
的
ナ
ロ
Il--

ド
主
義
に
見
出
さ
れ

コ
レ
ク
テ
ィ
ヅ
イ
ズ
ム

る
負
の
側
面
を
「
集
団
主
義
」
と
言
い
換
え
た
上
で
、
そ
れ
に
「
個
人

の
霊
的
訓
練
の
原
理
」
を
対
置
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
彼
が
ナ

ロ
!
ド
も
ま
た
、
上
述
の
よ
う
な
個
人
の
霊
的
訓
練
の
観
念
を
認
識
す

る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ

と
か
。
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し
か
し
、
上
に
掲
げ
た
問
題
を
論
じ
る
の
に
先
立
っ
て
、
以
下
で
は

ま
ず
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が
彼
の
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
論
と
は
誼
接
関
関
係

の
無
い
場
所
で
展
開
し
た
宗
教
哲
学
的
思
索
と
の
関
連
か
ら
、
「
集
団

主
義
」
と
い
う
概
念
の
内
実
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

一一

i
二
!
三
‘
《
客
体
化
》
と
《
ド
ゥ
フ
〉

「
集
団
主
義
」
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ

の
宗
教
哲
学
に
固
有
な
〈
客
体
化
〉

0
0
8
5
4
5
2
5
と
い
う
概
念
に

つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
ャ
え
ご
く
大
雑
把
に

ニ
一
一
口
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は

I
・
カ
ン
ト
の
認
識
論
的
枠
組
に
お
け
る

「
現
象
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
究
極
原
因
と
し
て
の
真
実
在
(
カ

ン
ト
留
学
で
い
う
「
物
自
体
」
)
か
ら
与
え
ら
れ
た
内
容
に
、
認
識
主

体
で
あ
る
人
間
の
先
験
的
な
形
式
に
よ
る
構
成
が
加
わ
る
こ
と
で
生
じ

た
二
次
的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
入
荷
主
体
の
内
に
顕
現
し
て
い
た
本

源
的
で
無
媒
介
な
実
在
の
経
験
が
、
認
識
作
用
や
何
ら
か
の
表
象
行
為

の
結
果
「
主
体
」
に
と
っ
て
余
所
余
所
し
い
「
客
体
」
へ
と
、
あ
る
い

は
克
方
を
変
え
る
な
ら
、
「
実
在
」
が
「
非
実
在
」
へ
と
変
化
・
頒
落

す
る
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
思
想
に

お
い
て
は
、
通
常
否
定
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
。

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
意
識
に
お
い
て
「
主
体
ー
客
体
」
と
い
う
こ
項

関
係
が
「
実
在
ー
非
実
在
」
の
対
立
へ
と
重
ね
ら
れ
、
後
者
が
〈
客
体

化
〉
と
呼
ば
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
前
者
の
で
主
体
日
実
在
」
に
は
一

体
ど
の
よ
う
な
別
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
〈
ド
ゥ
フ
〉

h
ヨ

(ω
立
ユ
乙
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
基
盤
を

霞
く
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
ブ
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
に
相
当
す

る
よ
う
な
真
実
在
と
は
「
神
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
〈
ド
ゥ
フ
〉

と
は
、
個
々
の
人
間
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
る
神
的
な
原
理
、
つ
ま
り
、

主
体
と
し
て
の
私
た
ち
一
人
一
人
に
内
在
し
た
「
実
在
性
」
で
あ
る
と

い、っ。だ
か
ら
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
ブ
が
人
間
の
「
精
神
」
担
×
と
い
う
も
の

に
つ
い
て
諮
る
持
、
そ
の
一
言
葉
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
合
い
で
の

「
聖
霊
」
門
∞
当
O

B

b
ヨ
の
概
念
が
、
暗
黙
裡
に
二
重
化
さ
れ
て
い
る
も

の
と
見
て
良
い
。

R
-
レ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ベ
ル
ジ
ャ
ー

エ
フ
の
《
ド
ゥ
フ
〉
を
め
ぐ
る
把
握
は
、
「
神
人
」
イ
エ
ス
ー
キ
リ
ス

ト
に
お
け
る
「
神
的
お
よ
び
人
間
的
本
性
の
統
こ
と
い
う
神
、
秘
に
そ

の
源
流
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
神

打
人
統
一
の
理
念
す
な
わ
ち
「
神
人
性
」
を
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
地

上
に
生
き
る
人
間
全
て
の
本
性
と
見
な
し
た
の
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
神
人
性
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
地
上
に
お

け
る
「
神
の
似
姿
」
で
あ
り
、
ま
た
損
な
わ
れ
難
い
価
値
と
し
て
の
「
人

格
」
同

5
5
2
v
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
「
個
人
」
と
は
、
一
義
的
に

は
神
に
よ
り
実
在
性
と
尊
厳
と
を
与
え
ら
れ
た
「
人
格
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が
〈
ド
ゥ
フ
〉
に
帰
し
て
い
る
枢
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要
な
性
質
と
し
て
、
「
自
由
」
お
よ
び
、
そ
れ
と
別
ち
難
く
結
び
つ
い

た
「
創
造
」
の
理
念
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は

人
隠
に
与
え
ら
れ
た
自
由
意
思
を
、
(
理
性
に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
限

り
で
の
)
神
に
よ
っ
て
さ
え
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
前
存
在
的
な

「
無
底
」

moω
宝
山
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。
さ
ら
に

加
え
て
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
宗
教
哲
学
的
枠
組
に
お
け
る
肯
定
的
な

実
践
と
し
て
の
「
創
造
」
は
、
こ
の
よ
う
な
自
由
理
解
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
創
造
と
は
、
人
間
が
主
体
的
人
格
す
な
わ

ち
〈
ド
ゥ
フ
〉
に
お
い
て
、
神
に
由
来
す
る
「
ロ
ゴ
ス
」
と
無
底
か
ら

発
す
る
自
由
と
を
結
合
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
い
ま
ま
で
こ
の
世
に
な

か
っ
た
も
の
を
新
た
に
つ
く
り
出
し
」
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

上
記
の
よ
う
な
一
連
の
思
想
的
枠
組
を
念
頭
に
塞
く
こ
と
に
よ
り
、

「
集
団
主
義
」
と
「
共
同
間
体
精
神
」
と
の
本
質
的
な
遠
い
が
明
確
に
な
る
。

前
者
が
絹
脱
落
し
た
世
界
で
あ
る
〈
客
体
化
〉
に
基
礎
を
置
い
た
も
の
で

あ
り
、
後
者
が
人
隠
に
宿
る
神
人
性
と
し
て
の
〈
ド
ゥ
フ
〉
(
お
よ
び
、

そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る
「
愛
」
)
に
立
脚
し
た
も
の
だ

と
い
う
点
に
加
え
て
、
「
自
由
」
の
有
無
i
ー
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
良

心
の
自
由
」
な
ら
び
に
「
創
造
」
の
有
無
と
直
結
し
て
い
る

l
!と
い

う
点
が
、
両
者
間
の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
従

え
ば
、
集
団
主
義
は
「
自
由
と
、
自
由
に
も
と
づ
い
た
人
々
の
交
わ
り

と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
」
ず
、
そ
れ
ゆ
え
独
裁
的
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
体
精
神
は
「
人
間
の
上
に
君
臨
し
、
か

れ
ら
に
命
令
を
発
す
る
よ
う
な
実
在
性
の
存
在
を
認
め
な
い
」
。
そ
れ

は
自
由
の
産
物
と
し
て
の
「
判
断
力
と
良
心
と
を
、
人
間
的
な
〈
人
格
〉

の
深
淵
に
残
し
て
お
く
」
。

と
こ
ろ
で
、
ソ
ボ
!
ル
ノ
ス
チ
に
お
い
て
「
良
心
の
自
由
」
が
、
実

在
性
た
る
個
人
目
人
格
の
根
本
的
性
質
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

善
悪
の
判
新
に
伴
う
「
苦
悩
」
も
ま
た
必
然
的
に
保
持
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
「
悩
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
真
に
根
源
的
な
実
在
性

た
る
証
拠
で
あ
る
」
と
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
言
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
実

の
と
こ
ろ
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
二
重
性
を
め
ぐ
る
発
言
の
中
で
宗

教
哲
学
者
が
「
集
団
主
義
」
に
対
置
し
て
い
た
「
個
人
の
霊
的
部
練
」

と
呼
ば
れ
る
観
念
の
内
実
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
人
格
の
実
現

は
苦
痛
と
苦
悩
を
伴
う
」
と
し
た
上
で
、
彼
は
そ
う
し
た
「
人
格
の
実

現
」
の
内
容
を
「
創
造
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
人
格
が
〈
ド
ゥ
フ
》

を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
別
名
で
あ
る
以
上
、
苦
悩
を
前
提
と

し
た
「
人
格
の
実
現
」
に
結
び
つ
く
「
自
制
」
と
は
、
人
格
の
「
霊
的

訓
練
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
差
し
支
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
最
初

か
ら
又
客
体
化
》
t

《
ド
ゥ
フ
ど
の
二
項
対
立
図
式
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
こ
の
根
本
的
な
対
抗
関
係
は
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
「
集
団
主
義

3

共
同
体
精
神
」
の
他
に
も
様
々
な
相
克
の
構
図
へ
と
変
奏
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
項
対
立
的
枠
組
が
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の

宗
教
的
ナ
ロ

E
S
-
-

ド
主
義
を
め
ぐ
る
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
問
題
意
識
に
お
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い
て
は
「
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ

i
ド
の
間
違
っ
た
理
想
化
t

ソ
ボ
!
ル
ノ
ス

チ
」
と
い
う
形
で
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一
!
ニ
i

四
.
古
き
ナ
ロ

i
ド
と
新
し
き
ナ
ロ

i
ド

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
注
呂
す
べ
き
な
の
は
、
先
に
掲
げ
た

ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
に
関
す
る
引
用
文
の
中
で
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が

ナ
ロ

i
ド
も
ま
た
個
人
の
霊
的
「
訓
練
」
の
観
念
を
認
識
す
べ
き
だ
と

主
張
し
て
い
る
事
実
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
宗
教
哲
学
的
枠
組

を
念
頭
に
霞
く
時
、
私
た
ち
は
そ
の
発
言
に
よ
っ
て
彼
が
、
ナ
ロ

i
ド

に
対
し
て
も
等
し
く
人
格
の
実
現
を
、
「
創
造
」
を
要
求
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
青
山
は
、

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
に
と
っ
て
は
ナ
ロ

i
ド
も
ま
た
「
生
ま
れ
変
る
べ
き

な
に
も
の
か
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
考
え
た
「
回
帰
」
と
は
あ

る
が
ま
ま
の
ナ
ロ

i
ド
へ
の
回
婦
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
と
結
論
付
け

て
い
る
。
ナ
ロ

i
ド
で
あ
れ
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
で
あ
れ
、
等
し
く

生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
真
理
や
救
済
を
め

ぐ
る
両
者
の
立
場
は
あ
く
ま
で
も
対
等
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「
真
理
を
内
部
に
宿
し
た
ナ
口
、

e

・
e

・
-
ド
」
対
「
真
理
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
」
と
い
う
ナ
ロ

i
ド
主
義
の
根
底
に
あ
っ
た
二

項
対
立
的
把
握
は
、
原
理
的
に
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
代
わ

り
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
は
、
自
ら
の
内
奥
に
〈
ド
ゥ
フ
〉
と
い
う
名

の
真
理
を
宿
し
た
、
人
格
同
士
の
共
同
体
で
あ
る
。

ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
の
思
想
に
見
ら
れ
る
〈
ド
ゥ
ブ
〉
と

し
て
の
ナ
ロ

i
ド
と
、
〈
客
体
化
〉
せ
る
抽
象
的
階
級
と
し
て
の
ナ
ロ
ー

ド
の
区
別
と
い
う
発
想
は
ま
た
、
彼
が
提
唱
す
る
〈
ナ
ロ
l
l

ド
〉
と
い

う
概
念
の
新
た
な
把
握
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ

は
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
発
言
に
見
ら
れ
る
ナ
ロ

i
ド
把
握
の
暖
昧
さ

や
、
階
級
的
な
「
農
民
」
と
の
無
批
判
な
同
一
視
を
批
判
し
つ
つ
、
そ

の
上
で
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
歩
む
べ
き
道
に
つ
い
て
ド
ス
ト
エ
ア

ス
キ
ー
が
示
し
た
肯
定
的
思
想
を
、
自
ら
の
解
釈
を
交
え
て
次
の
よ
う

に
評
価
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
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(
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
は
〕
自
分
自
身
の
内
層
深
く
に
ナ
ロ
1
i

ド
的
要
素
を
開
き
、
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
略
)
〈
ナ
ロ
IB--

ド
的
な
も
の
〉
は
私
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
農
民
の
な

か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
の
な
か
に
、
私
自
身
の
存
在
の
深
層

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
も
は
や
私
は
、
み
ず
か
ら
に
お

い
て
完
結
し
た
モ
ナ
ド
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
の
み
が
、
〈
ナ

ロ
i
ド
〉
お
よ
び
〈
ナ
ロ

i
ド
的
な
も
の
〉
に
た
い
す
る
唯
一
の

正
し
い
関
係
、
い
わ
ば
内
在
的
関
係
で
あ
る
。
(
略
〕
〈
ナ
ロ
!
ド

的
〉
で
あ
る
た
め
に
は
、
な
ん
ら
私
は
農
民
も
〈
単
純
〉
な
ナ
ロ
!

ド
も
必
要
と
し
な
い
。
た
だ
自
分
自
身
の
奥
底
に
向
か
え
ば
よ
い

の
で
あ
る
。
〔
略
〕
深
層
に
お
い
て
開
発
さ
れ
る
〈
ナ
ロ
!
ド
の

真
理
〉
と
は
体
何
で
あ
ろ
う
か
?
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
は
そ



れ
を
農
畏
か
ら
借
り
は
し
な
か
っ
た
。
〔
略
〕

〈
ド
ゥ
フ
〉
の
奥
底
に
お
い
て
関
顕
し
た
。

そ
れ
は
彼
自
身
の

上
の
引
用
文
に
お
い
て
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
が
〈
ナ
ロ

i
ド
〉
な

い
し
〈
ナ
ロ
l
t
ド
の
真
理
〉
と
い
う
言
葉
を
、
「
農
民
」
の
で
は
な
く

〈
ド
ゥ
ブ
〉
の
同
義
語
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
ロ
シ
ア
に
お
け
る
特
定
の
社
会
指
級
を
意
味

し
て
い
た
従
来
の
ナ
ロ

l
ド
、
い
わ
ば
「
古
き
ナ
ロ

i
ド
」
へ
と
自
己

の
存
在
を
一
方
的
に
消
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
と
手
を
携
え
て

階
級
や
国
籍
を
超
え
た
「
新
し
き
ナ
ロ
!
ド
」
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
と

い
う
意
味
で
の
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
義
を
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
ド
ス

ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
思
索
に
克
出
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
自
ら
も
賛
同

を
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
を
通
じ
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
ブ
は
〈
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
〉
お
よ
び
そ
の
「
病
」
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
を
ド
ス
ト

エ
ア
ス
キ
ー
と
共
有
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
病
の
癒
し
を
〈
ナ

ロ
i
ド
〉
へ
の
沼
帰
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
「
宗
教
的
ナ
ロ

i
ド
主
義
」

に
求
め
る
点
で
も
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス

キ
ー
の
ナ
ロ
le--
ド
主
義
的
思
惟
の
内
に
、
普
遍
的
な
「
ソ
ボ
ー
ル
ノ
ス

チ
」
の
希
求
お
よ
び
排
他
的
民
族
主
義
へ
の
傾
向
と
い
う
、
矛
震
す

る
こ
つ
の
要
素
を
読
み
取
っ
た
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
、
〈
ド
ゥ
フ
〉
と

〈
客
体
化
〉
の
区
別
と
い
う
自
ら
の
概
念
的
な
区
別
に
基
づ
い
て
、
前

者
を
後
者
か
ら
切
断
し
よ
う
と
す
る
。
要
す
る
に
、
本
稿
の
主
題
に
関

す
る
限
り
、
ベ
ル
ジ
ャ

i
エ
フ
は
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
思
惟
に
見
出

さ
れ
る
需
義
性
の
内
、
彼
に
と
っ
て
の
肯
定
的
な
側
面
を
評
価
し
、
自

ら
の
思
想
的
枠
組
み
へ
と
接
続
す
る
と
い
う
形
で
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー

の
「
受
容
」
を
行
っ
た
の
だ
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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