
ト
マ
ス
@
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
愛

!
神
の
愛
(
門
担
問
ふ
件
踏
切
)

へ
の
道
行
き

i

序
西
洋
倫
理
思
想
の
源
流
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
は
、
「
愛
の
詑
」
と

し
て
知
ら
れ
る
か
の
聖
句
、
「
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽

く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。
こ
れ
が
最
も
重
要
な
第

一
の
戒
め
で
あ
る
。
第
二
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。
隣
人
を

自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。
律
法
と
預
言
者
は
こ
の
二
つ
の
戒
め
に
基
づ

い
て
い
る
(
マ
タ
M
M
泊
、
ア
さ
)
」
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
「
愛

の
宗
教
」
と
表
さ
れ
る
所
以
も
、
西
欧
文
化
に
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
与
え

て
き
た
こ
の
聖
句
に
あ
る
。
と
り
わ
け
隣
人
愛
を
説
く
「
第
二
の
提
」
は
、

信
仰
者
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
、
そ
う
で
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
興
味
深

い
テ
i
ゼ
で
あ
る
。
宗
教
的
信
仰
が
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

多
く
の
人
は
利
己
心
に
満
ち
た
自
己
愛
よ
り
も
、
他
者
を
配
慮
す
る
利
他
的

な
愛
に
魅
力
を
感
じ
、
賞
讃
す
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
u
キ
リ
ス
ト
教
文

化
圏
で
は
、
伝
統
的
な
倫
理
的
関
心
の
大
部
分
が
こ
う
し
た
「
愛
の
錠
」
の (

白
器
。
吋
)

の
射
程

伊

藤

子

遥

一ア

i
ゼ
に
即
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
h
u
o

本
稿
で
は
、
西
洋
倫
理
思
想
を
根
源
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
西
洋
中
世

の
代
表
的
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
(
]
M
M
U

年
頃
ム
ミ
ム

年
)
に
お
い
て
、
「
愛
」
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
考
察

す
る
。
ト
マ
ス
の
思
想
体
系
の
特
徴
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
哲
学
を
受
容
し
た
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
で
あ

る
「
愛
」
の
理
論
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ト
マ
ス
独
自
の
立
場
を
正

確
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
神
自
身
の
啓
示
に
基
づ
く

聖
書
、
そ
し
て
そ
の
重
要
な
解
釈
者
で
あ
る
教
父
達
を
広
く
学
び
、
同
時
に

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
思
考
方
法
も
援
用
し
つ
つ
、
キ
リ
ノ
ス
ト
教
的
創
造
論

ω
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
「
愛
」
の
思
想
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
で
示
さ
れ
る
ト
マ
ス
の
愛
の
理
論
は
、
『
神
学
大
全
』

の
中
で
主
に
二
箇
所
に
分
か
れ
て
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
愛

2
5
2
)
」

一
般
に
つ
い
て
の
基
礎
構
造
が
示
さ
れ
て
い
る
第
ア
ロ
部
第
お
問
題
か
ら

第
お
問
題
の
論
考
と
、
ト
マ
ス
の
思
想
の
中
核
を
な
す
、
「
神
愛
(
わ
き

g)」
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論
が
展
開
さ
れ
る
第
口
t

同
部
第
お
問
題
以
下
で
あ
る
守
ト
マ
ス
の
愛
の

思
想
に
お
い
て
よ
り
根
源
的
で
あ
る
の
は
、
人
間
に
与
え
ら
れ
、
人
間
に
お

い
て
現
美
化
さ
れ
る
神
の
愛
が
解
明
さ
れ
る
の
き
言
論
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
愛
に
つ
い
て
の
本
来
的
論
考
で
あ
る
の
ど
ん

g
論
の
前
提
で
あ
る
出
Eo--

の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ト
マ
ス
の
愛
に
関
す
る
近
年
の
先
行

研
究
を
概
観
し
て
み
る
と
、
ど
己
2
・
が
の
ど

ιg
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
か
を
主
題
化
し
た
論
考
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
園
内
の
ト

マ
ス
研
究
に
お
い
て
、
唯
一
包
括
的
に
「
愛
」
を
扱
っ
た
桑
原
直
己
氏
の
研

究
で
は
、
「
『
愛
』
を
記
述
す
る
一
一
一
缶
詰
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
」
と

い
う
テ

l
ゼ
を
中
核
に
し
た
、
ト
マ
ス
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
が
徹

密
に
分
析
さ
れ
て
い
る
ん
性

O

そ
し
て
欧
米
で
は
、
ク
リ
ス
ト
マ
ン
ら
や
シ
ヨ

ッ
ケ
ン
ホ
ッ
プ

ωが
、
ト
マ
ス
の
思
想
の
核
心
を
愛
に
見
出
し
、
山
5
2
な

ら
び
に
め
ど

ιg
の
次
元
を
手
が
か
り
に
重
層
的
な
愛
の
思
想
の
卓
越
し
た

意
味
付
け
と
、
理
性
的
被
造
物
の
神
へ
の
動
き
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
は
、
至
福
論
の
枠
組
み
の
中
に

ωEc--
な
ら
び
に
め
ど
止
訟

を
位
置
付
け
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
げ
o

し
た
が
っ
て
、
本
発
表
に
お
い
て

は
、
『
神
学
大
全
』
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
愛
の
理
解
全
体
の
見
取
留
を
示
す

た
め
に
、
ど
出
(
)
叶
と

g
三
訟
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

ト
マ
ス
の
愛
の
思
想
の
全
体
像
を
詳
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
次

の
よ
う
に
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
、
ど
き

-a
論
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
ト
マ

ス
の
根
本
関
心
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
か
ら
、

2
5円
の
及
、
ふ
範
囲
を
定
め

る
。
そ
の
上
で
、

S
5・
と
の
関
係
で
の
お
三
訟
を
概
観
す
る
。

-
S
O「
論
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
担
本
関
心
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司
神
学
大
全
』
に
お
け
る
、
愛
に
つ
い
て
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
論
考

(ど
do--
論
)
は
、
第
ア
中
部
第
お
問
題
か
ら
第
諸
問
題
に
お
い
て
展
開
削
さ

れ
る
何
回
。
こ
こ
で
は
、
ト
マ
ス
が
、
「
m
E。
ご
と
い
う
現
象
を
、
人
間
の
行

為
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
論
述
が
な
さ
れ
る
第
ア
ロ
部
第
泣
筒
g

第
特
問

と
の
連
関
に
お
い
て
主
題
化
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
箇
所
は
、
人
間
の
諸
行
為
を
分
析
す
る
際
に
、
そ
れ
ら
の

行
為
を
直
接
に
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
「
情
念
・

受
動
(
司
法
的
5
)
」
を
考
察
し
た
「
清
念
論
」
に
あ
た
る
。
ト
マ
ス
は
「
情
念

論
」
に
お
い
て
、
「
情
念
(
勺
2
2
0
)
」
と
は
、
魂
の
う
ち
の
受
動
的
な
は
た

ら
き
で
あ
り

ω、
端
的
に
は
精
神
が
存
在
者
に
惹
き
付
け
ら
れ
る
欲
求
で
あ

る

ωと
定
義
付
け
た
上
で
、
諸
情
念
の
序
列
に
お
い
て
「
愛

2
2
2
)
」
が

第
一
の
も
の
で
あ
り
、
愛
が
契
機
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
念
が
引
き
起
こ

さ
れ
る
U
こ
と
を
解
明
す
る
。
行
為
主
体
で
あ
る
人
間
存
在
を
欲
求
者
と
し

て
分
析
す
る
ト
マ
ス
は
、
魂
の
う
ち
で
情
念
(
宮
山
山
5
)
が
引
き
起
こ
さ
れ
、

対
象
と
な
る
存
在
者
の
善
さ
に
惹
き
付
け
ら
れ
て
生
ず
る
欲
求
の
構
造
を

明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
欲
求
の
う
ち
で
最
初
の
も
の
が
ど

g円
で
あ
る
と

考
察
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
諸
行
為
を
引
き
起
こ
す
根

本
情
念
で
あ
る
ど

g『
の
欲
求
性
絡
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
『
神
学
大
全
』
第
ア
ロ
部
第
お
問
題
か
ら
第
お
問
題
に
お

け
る
さ

5
・
の
考
察
の
ね
ら
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
V
A

問
題
か



ら
第
お
問
題
を
術
服
す
る
こ
と
で
露
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
ど
HJ2・
の
及
ぶ

範
囲
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ト
マ
ス
の
段
階
的
な
歩
み
で
あ
る
。
第

民
間
で
「
受
動
(
ワ
2
3
0
)
一
が
愛
の
基
木
構
造
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
、
続
い
て
第
幻
問
で
そ
の
よ
う
な
愛
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
、

魂
の
一
際
の
情
念
に
対
し
て
、
愛
そ
の
も
の
が
有
す
る
原
因
性
格
が
示
さ
れ

る
。
そ
う
し
て
、
第
諸
問
で
い
よ
い
よ
愛
が
成
し
う
る
結
果
が
論
究
さ
れ

る
と
と
も
に
、
最
終
的
に
考
察
は
、
愛
の
根
拠
へ
と
遡
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、

人
間
を
中
心
と
し
た
註
界
内
の
有
限
的
な
存
在
者
の
欲
求
構
造
が
詳
ら
か

に
さ
れ
る
こ
と
で
(
第
お
問
お
よ
び
第
幻
間
)
、
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
愛

が
一
体
何
を
成
し
得
(
第
お
問
第
1
嘆
か
ら
第
5
一
地
(
)
、
ま
た
そ
う
し
た
愛

そ
の
も
の
が
な
ぜ
成
立
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
(
第
民
間
第
6
項
)

が
導
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
ど
き
「
論
で
決
定
的
に
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
愛
の
射
程
で
あ
る
。
世
界
内
の
欲
求
構
造
の
鍛
密
な
分

析
の
上
に
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
の
は
、
愛
の
及
ぶ
範
囲
の
可
能
性
で
あ
る
。

愛
の
力
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
と
関
わ
れ
る
時
、
こ
こ
で
は
世
界
内
に
お
け

る
有
限
的
な
存
在
者
同
士
の
愛
を
越
え
た
次
元
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
わ

れ
わ
れ
は
も
は
や
、
何
故
人
間
が
愛
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
関
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
ト
マ
ス
の
最
終
的
な
目
的
は
、
有
限
的
な
存
在
者

向
士
の
愛
が
成
立
す
る
根
拠
を
問
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
ト
マ
ス
の
ね
ら
い
は
、
愛
一
般
の
考
察
の
導
入
部
と
し
て

の
役
割
を
担
う
第
民
間
第
1
項
主
文
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
項
に
お
い
て

は
、
ト
マ
ス
が

2
5
2
と
い
う
現
象
に
非
常
に
広
範
な
意
味
を
与
え
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ト
マ
ス
は
愛
の
は
た
ら
き
を
、
徹
底
的
に
存
在
に

却
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
存
在
者
が
在
る
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
、

愛
な
の
で
あ
る
。
愛
は
、
決
し
て
人
間
存
在
の
み
に
限
定
さ
れ
た
は
た
ら
き

で
は
な
い
。
第
V
A

間
第
]
項
主
文
で
は
、
愛
が
欲
求
で
あ
る
こ
と
に
基
づ

き
、
欲
望

(
8
2
F宣
言
H
E
-
-
∞
)
の
相
違
に
即
し
て
愛
が
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。

そ
の
区
分
と
は
、

[
1
〕
自
然
本
性
の
設
立
者

(
5
笠
宮

g
∞
)
の
認
識
に
よ

る
自
然
本
性
的
愛
(
自
然
本
性
的
欲
求
)
、

(
2
]
欲
求
者
の
自
己
の
把
捉
に

従
う
が
、
自
由
な
判
断
か
ら
で
は
な
く
必
然
か
ら
生
じ
て
い
る
動
物
的
愛

(
感
覚
的
欲
求
)
〔
3
]
欲
求
者
の
把
捉
に
、
自
由
な
判
断
に
即
し
て
従
う

人
間
的
・
精
神
的
愛
(
理
性
的
な
い
し
知
性
的
欲
求
・
意
士
山
)
で
あ
る
。
そ

し
て
、
い
ず
れ
の
欲
求
に
あ
っ
て
も
、
愛
さ
れ
る
目
的
を
自
指
す
運
動
の
根

拠
¥
線
源
(
古
.
5
2
H
X
C
E
)

は
愛
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
マ
ス
の
区
分
は
、

存
在
を
階
層
的
秩
序
に
よ
っ
て
整
理
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
と

一
見
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
創
造
論
」
を
前
提
と
し
て
い

る
点
で
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る

ω。

先
の
三
区
分
は
確
か
に
、
存
在
者
の
と
エ
ラ
ル
キ
i
に
相
応
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
の
区
別
は
、
存
在
者
に
お
け
る
認
識
の
在
り
方
に
根
拠
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
欲
求
の

主
体
は

[
1
]
自
然
物
、
無
機
物
、
植
物
(
認
識
能
力
を
持
た
な
い
存
在
者
)
、

[
2
〕
動
物
(
本
能
に
基
づ
い
た
認
識
能
力
し
か
持
た
な
い
存
在
者
)
、
〔
3
〕

人
間
(
自
由
な
認
識
能
力
を
持
つ
存
在
者
)
で
あ
る
。
こ
の
区
分
に
お
い
て

問
題
と
な
る
の
は
、
〔
1
]
認
識
を
持
た
な
い
存
夜
者
の
次
元
で
あ
る
。
認
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識
に
よ
っ
て
愛
/
欲
求
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
認
識
能
力

の
な
い
存
在
者
の
欲
求
で
あ
る
自
然
本
性
的
愛
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立

つ
の
か
。
自
然
本
性
的
愛
と
は
、
物
体
が
落
下
す
る
な
ど
の
物
理
的
現
象
に

代
表
さ
れ
る
事
態
で
あ
る

ω。
ト
マ
ス
は
、
こ
の
自
然
本
性
的
愛
(
自
然
本

性
的
欲
求
)
の
論
拠
と
し
て
、
『
神
学
大
全
』
第
一
部
第
6
問
題
第
1
項
第

2
異
論
回
答
と
、
第
問
問
題
第
1
項
第
]
・
第
3
異
論
回
答
M
を
引
用
す
る
。

こ
こ
で
は
、
万
物
は
自
己
の
完
成
を
希
求
す
る
こ
と
で
、
究
極
的
な
産
出
閤

(
2
5
2
Rの
わ
き
と
で
あ
る
創
造
者
そ
の
も
の
を
希
求
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
被
造
物
は
自
ら
の
認
識
能
力
の
及
ぶ
範
囲
に
応
じ
て
、
何
ら
か
の
仕
方

に
お
け
る
神
の
似
姿
で
あ
る
各
々
の
完
全
性
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
ト
マ
ス
は
自
然
物
が
自
己
の
完
成
と
い
う
目
的
に
む
か
つ
て
動
く

在
り
方
を
、
矢
が
標
的
に
向
か
っ
て
動
く
事
例
を
取
り
上
げ
て
解
説
す
る
出
。

矢
が
標
的
(
目
的
)
へ
と
向
か
う
必
然
性
は
矢
そ
の
も
の
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
射
手
の
刻
印
付
け
(
弓
官
2
3
0
)

に
よ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
被
造
物

は
創
造
主
に
よ
っ
て
そ
の
本
性
に
自
己
の
目
的
へ
と
向
か
う
自
然
本
性
的

な
必
然
性
を
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
を
欠
く
諸
々
の
自
然

物
の
確
実
な
道
行
き
は
、
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

認
識
能
力
を
持
た
な
い
被
造
物
(
自
然
物
)
が
自
然
本
性
的
に
自
己
の
到
達

す
べ
き
自
的
に
ま
で
傾
向
付
け
ら
れ
て
い
る
事
態
は
、
世
界
の
統
卒
者
の
認

識
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
が
自
然
物
に
お
い
て

[
1
]
自
然
本
性
的
愛
(
自

然
本
性
的
欲
求
)
が
成
立
つ
線
拠
と
な
る
。

愛
が
善
を
自
指
す
欲
求
で
あ
る
こ
と
は
、
第
引
間
第
]
項
で
、
認
識
が

欲
求
に
先
行
す
る
と
い
う
前
提
は
、
第
幻
問
第
2
項
で
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ

れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
愛
し
、
愛
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

根
拠
は
、
神
に
よ
る
創
造
に
あ
る
。
存
在
者
は
な
ぜ
価
値
を
持
つ
の
か
。
す

な
わ
ち
、
存
在
者
、
が
善
さ
を
持
ち
、
愛
を
山
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は

一
体
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
存
在
者
が
善
を
有
し
て
い
る
理
由
は
、
究
極
の

善
に
よ
っ
て
、
そ
の
善
さ
を
賦
与
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
造
ら
れ
、
統
率
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
あ
る
。

ハ
υハリ

ト
マ
ス
の
お
5
2
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
創
造
論
の
枠
組

み
に
お
い
て
、
愛
を
存
在
に
即
し
て
考
察
す
る
。

OBo--
の
現
象
は
、
種
々

の
存
在
の
次
元
が
有
す
る
欲
求
に
相
応
す
る
た
め
、
広
範
な
意
味
付
け
を
有

す
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
が
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
愛
の
次
元
は

当
然
、
行
為
者
と
し
て
の
人
間
の
愛
で
あ
る
。
第
お
問
第
6
項
で
は
、
愛

の
原
因
性
を
徹
底
的
に
遡
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
「
愛
は
愛
を
も
つ
も
の

が
行
為
す
る
す
べ
て
の
原
国
で
あ
る
の
か
」
を
問
う
第
6
項
の
簡
潔
な
主
文

に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
述
の
ご
と
く
川
、
行
為
者

2
m
g
出
)
は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
自
的

の
た
め
に
行
為
す
る
。
た
だ
し
自
的
は
各
行
為
者
に
と
っ
て
欲
望
さ

れ
愛
さ
れ
て
い
る
善
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
は
い
か
な
る

者
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
に
せ
よ
す
べ
て
愛
ゆ
え
に
行
為

す
る
例
。



日

5
2
論
全
体
の
統
括
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
の
引
用
で
、
言
及
さ
れ

て
い
る
愛
は
、
精
神
的
な
存
在
者
で
あ
る
人
間
が
持
つ
愛
で
あ
る
。
換
ユ
一
目
す

れ
ば
、
人
間
の
愛
は
、
「
共
通
的
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
た
愛
」
で
あ
り
、
知

性
的
愛
、
湿
性
的
愛
、
動
物
的
愛
、
自
然
本
性
的
愛
を
そ
の
下
に
包
含
し
て

い
る
存
在
者
の
現
実
態
と
し
て
の
愛
の
最
も
普
遍
的
な
姿
を
示
す
。
ま
た
、

お
よ
そ
何
ら
か
の
情
念
か
ら
出
発
す
る
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
、
愛
を
第
一

原
国
と
し
て
出
発
し
て
お
り
、
そ
れ
は
愛
の
欠
如
態
で
あ
る
惜
し
み
に
さ
え

あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
第
諸
問
第
6
項
の
主
文
に
お
い
て
は
、

愛
の
受
動
性
が
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
善
で
あ
る
存
在
者
を
前
提
と
し
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
愛
が
す
べ
て
の
情
念
の
前
提
・
原
因
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

愛
が
す
べ
て
を
結
果
す
る
と
い
う
、
愛
一
般
の
構
造
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
反
対
具
論
で
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
を
引
用
し
て
「
万
物
は
、
お

よ
そ
何
を
行
う
に
せ
よ
、
す
べ
て
善
の
愛
の
た
め
に
行
う
」
と
諮
る
よ
う
に
、

は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
善
へ
の
愛
の
下
に

お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
愛
と
い
う
の
は
ほ
か
な

ら
ぬ
創
造
を
通
し
て
第
一
原
因
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
世
界
内
の
存
在
者
間
の
愛
は
、
神
の
愛
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ

と
で
成
立
す
る
。
愛
の
射
程
を
定
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
、
神
と

人
間
と
の
関
係
に
お
け
る
愛
を
全
面
的
に
主
題
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

2
.
創
造
に
基
づ
く
望
号
の
射
程

き戸
2
・
論
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
根
本
関
心
は
、
愛
が
在
る
と
い
う
事
態
が

神
に
よ
る
創
造
に
根
拠
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
欲
求

能
力
に
座
す
愛
の
は
た
ら
き
は
、
世
界
内
に
お
い
て
は
因
果
性
の
連
関
の
中

に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
創
造
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
愛

は
、
一
体
ど
こ
へ
向
か
う
の
だ
ろ
う
か
。

序
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ト
マ
ス
の
『
神
学
大
全
』
に
お
い
て
愛
が
主

題
化
さ
れ
る
笛
所
は
大
き
く
二
箇
所
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
0
5
2
a
に
つ
い
て

の
考
察
を
扱
う
第
ア
ロ
部
第
お
間
か
ら
第
諸
問
と
、

gH，
I
S
論
が
展
開
さ

れ
る
第
ロ
ー
ロ
部
第
お
間
以
下
で
あ
る
。
『
神
学
大
全
』
第
ア
口
部
第
お
問

第
1
項
か
ら
第
5
項
に
お
い
て
愛
の
結
果
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
ト
マ
ス

は
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
説
や
新
約
聖
書
の
き
わ
め
て
重
要
な
愛

に
つ
い
て
の
記
述
を
引
き
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
的
な
解
釈
に
深
く
は
踏
み

込
ま
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第
ア
ロ
部
第
お
問
か
ら
第
お
間
の

ω
5
2
の

理
論
で
の
中
核
が
あ
く
ま
で
、
創
造
に
よ
っ
て
愛
が
在
る
と
い
う
存
在
論
的

愛
の
解
明
に
あ
り
、
そ
う
し
た
論
究
が
出
t

口
部
第
お
間
以
下
に
お
い
て
広

範
囲
に
わ
た
っ
て
詳
述
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
「
神
愛
(
。

g
g
)
一
理
解

の
た
め
の
基
盤
を
回
め
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
。

し
た
が
っ
て
次
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

m
H
3
2

の
解
明
に

お
い
て
、
愛
が
創
造
に
よ
っ
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
わ
R
R
S
の
次
元
が
必
要
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

i
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2 

-
自
由
な
人
間
の
愛

創
造
に
基
づ
く
「
愛

ZEo--)
一
の
射
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
、
欲
求
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ω
5
2
・
論
の
前

提
と
な
る
箆
一
助
、
『
神
学
大
全
』
第
ア
ロ
部
の
冒
頭
で
は
、
人
間
の
生

(
E
5
0
3
m
i
g
)
の
究
極
目
的
(
己
主
5
5
p
a
)
が
論
究
さ
れ
て
お
り
、
理

性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
固
有
の
欲
求
な
ら
び
に
行
為
の
在
り
方
が
中

心
に
分
析
さ
れ
る

ω。
こ
の
「
究
極
目
的
論
」
の
第
ア
ロ
部
第
1
間
第
2

項
で
は
、
先
の
引
用
箇
所
、
第
ア
ロ
部
第
お
間
第
6
項
主
文
の
冒
頭
部
分

「
行
為
者
(
出
∞

gm)
は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
行
為
す
る
」

の
論
拠
と
な
る
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
存
在
者
が
働
く
/
行

為
す
る
構
造
が
、
語
的
と
の
関
連
で
解
明
さ
れ
る
。
働
く
も
の
(
山
間
ぬ
ま
)

は
す
べ
て
、
目
的
へ
の
志
向

(
E
g
g
)
に
基
づ
い
て
作
動
す
る
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
特
定
の
結
果
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
働
く
も

の
は
必
ず
、
自
的
を
確
定
さ
せ
る
も
の
に
よ
っ
て
決
定
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
決
定
は
、
理
性
的
存
在
者
(
人
間
)
と
非
浬
性
的

存
在
者
(
自
然
物
、
動
物
)
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
仕
方
で
、
つ
ま
り
、

人
間
の
場
合
は
理
性
的
欲
求
(
意
志
)
に
よ
っ
て
、
非
理
性
的
存
在
者
の
場

合
は
自
然
本
性
的
欲
求
(
自
然
本
性
的
傾
向
性
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

ω。

そ
し
て
、
存
在
者
が
目
的
へ
と
向
か
う
仕
方
も
、
こ
の
区
分
に
却
し
て
異
な

っ
て
く
る
。
理
性
を
欠
く
存
在
者
は
、
自
己
自
身
で
は
な
く
他
の
存
在
者
に

よ
っ
て
目
的
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
根
本
的
に
は
根
源
的
作

勤
者

(
m
m
o
E
E
R
-官
庁
)
た
る
神
に
よ
っ
て
、
自
然
本
性
的
傾
向
性
に
即

し
て
動
か
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
人
間
は
、
意
志
と
理
性
の
能
力
た
る
ア
自

由
意
志

(
Z
Z
E
B
R
E
E戸
B)
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
行
為
を
支
配
す
る
こ

と
が
で
き
、
自
己
自
身
を
自
ら
目
的
に
向
か
っ
て
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

102 

こ
の
よ
う
に
、
存
在
者
の
働
き
/
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
性
絡
に
{
応

じ
た
仕
方
で
語
的
へ
と
向
か
う
こ
と
で
成
立
す
る
。
そ
れ
で
は
、
働
き
を
成

り
立
た
し
め
る
目
的
そ
の
も
の
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
の
か
。

人
間
の
生
に
お
け
る
目
的
の
構
造
は
、
第
ア
ロ
部
第
1
間
第
4
項
に
お
い

て
解
明
さ
れ
る
。
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
究
極
目
的
の
理
論
を
受

容
し
、
あ
ら
ゆ
る
欲
求
は
必
ず
、
何
ら
か
の
目
的
系
列
の
中
に
位
置
付
け
ら

れ
る
が
、
こ
の
目
的
系
列
が
無
限
に
進
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
は
始
源
か
ら
出
発
し
て
何
ら
か
の
終
極
に

至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

ω。
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
行
為

は
、
常
に
何
ら
か
の
目
的
を
実
現
す
る
「
手
段
と
し
て
」
遂
行
さ
れ
る
。
け

れ
ど
も
、
最
終
的
に
「
そ
れ
自
体
と
し
て
」
遂
行
さ
れ
る
行
為
の
目
的
が
な

け
れ
ば
、
目
的
手
段
連
関
は
無
限
遡
行
に
陥
り
、
欲
求
そ
の
も
の
が
成
立
し

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
究
機
目
的
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
何

も
の
も
欲
求
さ
れ
ず
、
働
き
が
終
撞
す
る
こ
と
も
な
く
、
働
く
も
の
の
志
向

も
休
ら
う
こ
と
が
な
い
印
。
究
極
目
的
は
欲
求
が
成
立
す
る
上
で
、
理
論
的

に
措
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る

ω。

第
ナ
口
部
第
1
間
第
8
一
地
〆
に
お
い
て
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

究
極
目
的
論
に
は
見
出
さ
れ
な
い
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス



は
、
欲
求
の
般
拠
で
あ
り
、
欲
求
の
志
向
の
終
極
で
あ
る
究
極
目
的
が
一
体

何
で
あ
る
の
か
に
は
言
明
し
な
か
っ
た
が
、
ト
マ
ス
は
創
造
論
の
枠
組
み
に

お
い
て
、
こ
れ
を
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
こ
う
し
た
究
極
目
的
が
ほ
か
な
ら

ぬ
、
万
物
の
存
在
の
根
拠
た
る
創
造
主
で
あ
る
こ
と
を
示
す

ω。
あ
ら
ゆ
る

被
造
物
は
、
各
々
が
分
有
す
る

(
B
E
2
Y
5
)
神
へ
の
類
似
性
に
応
じ
て

究
極
目
的
を
志
向
す
る
の
で
、
そ
こ
へ
の
到
達
の
仕
方
は
共
通
で
は
な
い
。

非
理
性
的
被
造
物
は
「
存
在
す
る
な
∞
お
ご
と
い
う
こ
と
、
な
い
し
「
生

き
る
(
〈
宅
20)
」
と
い
う
こ
と
を
媒
介
に
し
て
神
に
到
達
す
る
が
、
理
性
的

被
造
物
は
「
認
識
す
る

(gmBRo--O)
」
と
い
う
こ
と
を
媒
介
に
す
る
。
つ

ま
り
、
神
の
愛
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
万
物
の
中
で
、
自
由
意
志
を
付
与
さ

れ
た
人
間
の
み
が
、
神
を
認
識
し
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
に
到
達
し
得
る

の
で
あ
る

ω。

理
性
的
存
在
者
だ
け
が
、
自
由
に
欲
求
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
由
に
愛

す
る
こ
と
を
選
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
意
志
に
基
づ
く
人
間
の
愛
は
、

非
浬
性
的
存
在
者
の
場
合
の
よ
う
に
必
然
的
に
神
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
一
体
何
を
示
し
て
い
る
の
か
。
自
由
な

人
間
の
愛
は
ど
の
よ
う
に
し
て
究
極
目
的
に
向
か
う
の
か
。
第
ア
ロ
部
第

l
問問第
7
項
で
は
、
す
べ
て
の
人
聞
が
究
極
目
的
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
誰
し
も
自
己
の
完
全
性
の
充
足
を
願
う
の
で
、
す
べ

て
の
人
間
は
究
極
目
的
を
希
求
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
一
致
し
て

い
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
万
人
が
究
極
目
的
に
お
い
て
一
致
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
人
は
、
各
人
に
と
っ
て
最
善
と
思

し
き
も
の
を
究
極
目
的
と
し
て
欲
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の

意
志
に
普
通
的
善
へ
の
開
き
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

他
方
で
、
意
志
が
到
達
す
べ
き
究
極
自
的
を
見
失
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
危

険
性
を
苧
ん
で
い
る
。
人
間
の
愛
に
は
、
創
造
に
よ
っ
て
自
由
が
与
え
ら
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
究
極
目
的
に
辿
り
つ
く
こ
と
が
確
約
さ
れ
て
い

な
い
の
は
何
故
な
の
か
。
理
性
的
被
造
物
の
愛
の
眼
界
を
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。

人
間
理
性
の
限
界

人
間
の
自
由
な
愛
の
限
界
と
可
能
性
を
考
察
す
る
上
で
、
鍵
と
な
る
の
が
、

人
間
理
性
の
射
程
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
神
学
大
全
』
冒
頭
の
第
1

問
第
1
項
主
文
に
お
け
る
、
聖
一
な
る
教
え
(
答
。
5
己

2
E
S
)
」
に
つ
い
て
の

論
考
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

2 

2 人
間
救
済
の
た
め
に
は
、
人
間
理
性
を
も
っ
て
探
求
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
哲
学
的
諸
学
問
の
ほ
か
に
、
な
お
神
の
啓
示
に
基
づ
く
或
る
種
の

教
え
の
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
ゆ
え
は
第
一
に
、
人

間
は
第
一
に
神
を
自
己
の
或
る
自
的
と
し
て
、
こ
れ
に
向
か
っ
て
秩

序
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
目
的
た
る
や
、
理

倒
叫
剖
掛
封
劇
社
寸
パ
引

1
・
・
だ
が
、
人
間
は
自
己
の
意
図
や
行

為
を
自
的
に
向
か
っ
て
、
み
ず
か
ら
秩
序
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
副
吋
凶
制
け
叫
斗
斗
寸
刻
サ
刊
は
制
対
叫
村
寸
川
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る
こ
と
を
要
す
る
。
か
く
て
、
人
間
理
性
を
超
え
た
或
る
種
の
も
の

ご
と
が
、
神
の
啓
示
を
通
じ
て
人
間
に
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

川
聞
は
叶
寸
寸
引
叫
税
制
叫
社
叫
は
剖
到
寸
刻
寸
け
叶
iω

こ
の
箇
所
は
、
司
神
学
大
全
』
全
体
の
議
論
の
根
本
的
な
枠
組
み
を
提
示
す

る
。
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
存
在
の
限
界
と
、
啓
示
の
必
要
性
で
あ
る
。

「
人
間
理
性
を
も
っ
て
探
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
哲
学
的
諸
学
問
」
に
は
、
自

然
本
性
の
傾
向
性
を
よ
す
が
に
探
求
さ
れ
る
倫
理
学
が
含
ま
れ
る
。
ト
マ
ス

は
、
自
然
理
性
に
よ
る
哲
学
的
倫
理
学
だ
け
で
は
、
究
極
目
的
は
十
全
に
明

ら
か
に
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
究
極
目
的
た
る
神
は
、
「
浬

性
の
把
握
を
超
え
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
究
極
目
的

が
何
で
あ
る
か
を
理
性
に
よ
っ
て
十
全
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ

人
間
が
究
極
目
的
に
確
か
な
仕
方
で
向
か
う
た
め
に
は
、
究
極
目
的
は
他
な

ら
ぬ
究
極
目
的
自
体
に
よ
っ
て
、
人
間
に
啓
示
を
通
し
て
一
不
さ
れ
る
必
要
が

あ
っ
た
の
だ
。
人
間
は
自
由
を
自
ら
の
線
源
的
現
実
と
し
て
経
験
し
な
が
ら
、

己
が
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
そ
も
そ
も
自
由
で
あ
る
の
か
を
十
全
に
捉

え
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
根
拠
へ
と
自
力
で
到
達
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
自
然
本
性
的
な
能
力
に

よ
っ
て
十
全
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
到
達
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と

こ
ろ
へ
と
、
自
然
本
性
的
な
憧
れ
に
よ
っ
て
向
か
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
自
由
の
構
造
的
な
問
題
は
、
「
意
志
(
〈
。
一
広
三
宮
)
」
の
分

析
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
と
な
る
。
人
間
に
付
さ
れ
た
理
性
的
欲
求
能
力
た
る

意
志
は
、
唯
一
の
外
的
根
源
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
線
本
的
に
動
か
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
自
己
規
定
性
は
他
の
一
切
の
も
の
に
対
し
て
確

保
さ
れ
て
も
い
る
。
意
志
は
、
創
造
を
通
し
て
神
の
み
に
よ
っ
て
原
因
さ
れ

る
浬
性
的
な
魂
の
能
力
(
勺

2
2
5
)
で
あ
り
、
普
通
的
善
へ
の
秩
序
付
け

を
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
意
志
の
動
き
の
契
機
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
普
通
的
善

た
る
神
自

L

沖
切
で
あ
る
出
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
意
志
に
対
す
る
神
の
外
的

な
動
か
し
は
、
意
志
を
一
つ
の
方
向
へ
と
必
然
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
決

し
て
な
い
。
と
い
う
の
は
、
神
の
摂
理
は
諸
々
の
被
造
物
の
自
然
本
性
を
保

全
す
る
の
で
、
万
物
は
そ
れ
わ
れ
に
付
さ
れ
た
自
然
本
性
的
条
件
に
応
じ
て

動
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
欲
求
の
三
区
分
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ

う
に
、
非
理
性
的
存
在
者
の
欲
求
は
材
に
よ
っ
て
必
然
的
に
方
向
付
け
ら
れ

て
い
る
が
、
理
性
的
存
在
者
(
人
間
)
の
理
性
的
欲
求
(
意
志
)
だ
け
は
非

必
然
的
な
仕
方
で
動
か
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
は
人
間
を
創
造
す
る
に

あ
た
っ
て
、
そ
の
意
志
に
線
源
的
な
自
律
性
を
付
し
た
の
で
あ
る
印
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
人
間
の
自
由
意
志
に
は
究
極
目
的
へ
と
向
か
う

こ
と
を
拒
む
可
能
性
す
ら
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

人
間
の
意
志
は
創
造
に
よ
っ
て
神
か
ら
の
根
本
的
な
動
か
し
を
与
え
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
動
か
し
に
基
づ
く
固
有
の
動
き
と
し
て
の
意
欲
(
〈
色
。
)

は
、
神
と
い
う
唯
一
の
究
極
目
的
へ
と
決
定
的
に
方
向
付
け
ら
れ
て
は
い
な

い
。
人
間
は
認
識
を
媒
介
に
世
界
内
の
諸
善
を
自
由
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
自
由
ゆ
え
に
、
自
ら
が
根
源
的
に
憧

れ
向
か
お
う
と
す
る
自
ら
の
根
拠
へ
と
辿
り
着
く
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
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な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
志
の
構
造
か
ら
、
先
の
第
日
部
第
1
間
第

1
項
の
意
味
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
人
間
は
、
理
性
を
以
て
探
求
さ

れ
る
留
学
的
諸
学
問
、
な
い
し
哲
学
的
倫
理
学
で
は
究
極
目
的
が
実
質
的
に

何
で
あ
る
か
が
わ
か
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
へ
と
到
達
す
る
道
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
理
性
が
「
自
己
の
意
図
や
行
為
を
目
的
に
む
か
つ

て
み
ず
か
ら
秩
序
づ
け
」
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

究
極
目
的
そ
の
も
の
が
、
自
ら
が
究
極
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
人
間
に

知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
「
人
間
理
性
を
超
え
た
或
る
種

の
も
の
ご
と
」
、
つ
ま
り
神
に
よ
る
啓
示
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然

本
性
的
・
理
性
的
な
欲
求
に
は
、
究
極
目
的
が
神
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な

い
の
で
、
人
間
は
自
由
を
濫
用
し
、
自
ら
に
と
っ
て
善
で
あ
る
と
認
識
さ
れ

る
も
の
に
向
か
う
。
自
由
が
付
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
自
力

で
究
僅
呂
的
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
創
造
に
成
立

根
拠
を
持
つ
、
人
間
の
ど
ロ
2
・
は
そ
れ
自
体
で
は
不
完
全
な
愛
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
、
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
啓
示
す
な
わ
ち
キ
リ

ス
ト
に
よ
っ
て
歴
史
の
中
で
為
さ
れ
た
神
自
身
の
愛
(
わ
き

g)、
す
な
わ

ち
完
全
な
愛
に
よ
る
救
済
の
業
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
、
ア
ロ
部
第
お
間
か
ら
第
諸
問
に
お
け
る

ω
5
2
論
で
、
愛

の
存
在
論
的
成
立
根
拠
を
示
す
と
同
時
に
、
自
力
で
は
自
ら
の
根
拠
へ
と
遡

る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
限
界
を
露
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
自
然
的
愛

(
0
5
0
円
)
は
神
の
救
い
が
必
要
で
あ
る
人
間
の
愛
の
姿
に
他
な
ら
な
い
こ
と

を
示
し
た
。
第
ア
ロ
部
第
羽
田
川
か
ら
第
お
間
で
展
開
さ
れ
る
ど

g『
論
は
、

自
然
的
愛
の
射
程
の
解
明
を
通
し
て
第
口
t

口
部
第
お
間
以
下
の
わ
き

g
論

の
舞
台
を
用
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

3
.
救
済
と
し
て
の

g
ヱ
gω

神
に
よ
る
創
造
に
根
拠
を
持
つ

β
5
2
は
、
理
性
的
被
造
物
で
あ
る
人
間

に
お
い
て
は
、
自
由
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
自
然
的
愛
で
あ
り
、
世
界
内
の

自
然
本
性
の
次
元
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
愛
と
し
て
は
最
も
優
れ
た
在
り

方
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
体
不
完
全
な
愛
で
あ
る
。
理
性
的
存
在
者
は

自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
究
極
自
的
へ
の
道
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
な
事
態
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
神
に
よ
る
愛

(gユ
門
知
的
)
と
し
て
、
神
の
側
か
ら
、
人
間
を
救
う
業
が
決
定
的
な
形
で
示

さ
れ
る
。
人
間
の
救
い
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
の
か
。

神
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
愛

i
l
ロ
o
c
ω
o
ω
三仲
ω
ω
ω
ω
け

理
性
の
限
界
と
い
う
事
態
へ
の
回
答
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間

の
「
救
済
」
が
神
の
側
か
ら
示
さ
れ
る
。
神
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
救
い
の

業
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
で
あ
っ
た
。
神
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い

て
、
理
性
的
存
在
者
に
把
握
可
能
な
仕
方
で
真
の
愛
(
わ
ざ
宮
山
)
を
具
現
化

さ
せ
、
そ
の
愛
を
通
し
て
、
自
ら
の
三
位
一
体
の
愛
の
交
わ
り
に
人
間
が
参

与
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
受
肉
に
お
い
て
示
さ
れ
た
救
い
の
愛
と
は

3 
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体
何
で
あ
ろ
う
か
。

受
肉
は
司
神
学
大
全
』
第
百
部
(
「
キ
リ
ス
ト
論
」
)
で
主
題
化
さ
れ
る
。

第
1
間
第
2
項
で
は
、
受
肉
の
業
の
必
然
性
に
対
し
て
、
多
角
的
な
見
地
か

ら
神
学
的
考
察
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
罪
(
勺
2
2
E
g
)
に
よ
っ
て
傷

つ
い
た
人
間
本
性
の
回
復
の
た
め
に
な
さ
れ
た
受
肉
の
業
の
結
果
が
枚
挙

さ
れ
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
罪
と
は
、
自
然
木
性
の
完
全
性
に
欠
け
る
と

こ
ろ
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
旬
。
キ
リ
ス
ト
教
が
「
原
罪
」
と
し
て
理
解
す

る
神
と
人
間
の
関
係
性
の
損
な
わ
れ
た
在
り
方
の
故
に
、
さ
ら
に
倍
々
の
人

間
は
そ
の
白
由
意
志
に
基
づ
い
て
罪
を
犯
す
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、

自
由
な
人
間
理
性
に
は
究
極
目
的
を
拒
む
選
択
肢
さ
え
も
付
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
ト
マ
ス
の
解
釈
で
は
、
神
を
拒
む
こ
と
を
選
び
取
る
こ
と
は
、
可

能
で
は
あ
る
が
罪
と
な
る
。
つ
ま
り
、
自
由
に
よ
っ
て
罪
へ
と
傾
く
人
間
を

滅
び
の
危
機
か
ら
救
う
業
こ
そ
が
、
受
肉
な
の
で
あ
る
。
第
田
部
第
1
間
第

2
一
項
主
文
で
は
ま
さ
し
く
受
肉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
救
い
の
内
実
が
拙
か

れ
て
お
り
、
そ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
受
肉
、
が

co--E∞
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
一
一
一
一
口
説
に
却
し
て
簡
潔
に
記
し
て
い
る

ω。
主

の
到
来
の
自
的
は
、
神
が
人
間
の
あ
い
だ
に
入
っ
て
そ
の
愛
を
示
す
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
神
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

o

g--s
は
受
肉
に
よ
っ
て
そ
の
最
も
優
れ
た
姿
を
示
し
た
。
神
は
独
り
子
を

与
え
る
ほ
ど
に
、
こ
の
世
を
愛
し
た
の
で
あ
る

ω
(
ヨ
ハ
凶
斗
小
)
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
あ
く
ま
で
救
い
は
神

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
史
実
で
あ
る
。
人
間
存
在
は
創

造
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
山
吉
宗
の
み
で
は
神
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

人
間
は
自
力
で

g号
g
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
神
の
側
か
ら
手
を

差
し
伸
べ
ら
れ
る
こ
と
で
よ
う
や
く
救
い
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
が

神
を
愛
し
た
の
で
は
な
く
、
神
が
人
間
を
愛
し
、
人
間
の
罪
を
償
う
い
け
に

え
と
し
て
泊
り
子
を
遣
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
(
ヨ
ハ
一
介
-
C
)

。
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
到
来
こ
そ
が
、

g
三
g
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、

人
間
が
神
に
至
る
道
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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ヨロ
2
の
次
元
、
す
な
わ
ち
人
間
の
自
然
本
性
的
な
理
解
能
力
(
哲
学
的

諸
学
問
の
探
究
)
に
よ
っ
て
は
解
明
不
可
能
で
あ
っ
た
、
三
位
一
体
の
交
わ

り
(
究
極
自
的
)
へ
の
道
行
き
は
、

g
ュ
g
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
啓
示
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
わ
き
S
日
に
お
け
る
救
済
の
内
実
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

1

0

 

BUM-

3 

2 

i愛
門の

言語
5.経

r+ 

人
間
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
唯
一
択
に
お
い
て
、
神
が
愛
そ
の
も
の
で
あ
る

こ
と
(
一
ヨ
ハ
弁
一
色
、
そ
し
て
神
の
似
姿
と
し
て
作
ら
れ
た
(
創
?
以
)

自
ら
が
ま
さ
に
そ
の
神
自
身
の
愛
に
参
与
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
。
ト
マ
ス
は
こ
う
し
た
の
さ
ま
の
本
質
を
、
第
ロ
ム
{
部
第
お

問
題
以
下
で
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
本
発
表
で
は
、

2
2
2
論
全
体
の

方
向
付
け
を
担
う
第
お
問
題
第
1
項
の
分
析
を
通
し
て
、

2
5円
か
ら



わ
き
片
山
田
へ
の
道
行
き
の
根
木
構
造
を
考
察
し
た
い
。

第
お
問
題
第
1
項
で
は
、
「
神
愛
(
の
き
S
山
)
は
友
愛

2
2
2
5
)
で
あ

る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
提
示
さ
れ
る
。
ト
マ
ス
は
ま
ず

m
E
2
が
友
愛
と
い

う
本
察
側
面
を
そ
な
え
持
つ
た
め
の
成
立
条
件
を
一
二
つ
挙
げ
る
。
第
一
の
条

件
は
好
意

(
σ
2
0
5
Z
2
5
)
、
第
二
は
相
互
的
な
愛
し
返
し

(
5
5
2
5三
5)
、

そ
し
て
第
三
が
こ
の
よ
う
な
相
互
的
な
好
意
を
礎
と
す
る
分
か
ち
合
い

(
8
5
5
5お
さ
C
)

で
あ
る
。
桑
原
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
友
愛
に
つ
い

て
の
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

第
八
巻
の
叙
述
に
一
見
ほ
ぼ
忠
実
に
従
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
ト
マ
ス

の
場
合
、
あ
く
ま
で
こ
う
し
た
言
説
は
、
人
間
と
神
と
の
関
係
を
浮
き
彫
り

に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
加
。

そ
も
そ
も
何
故
、
ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
友
愛

(
Z
E
m
)
」
論

を
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
た
る
の

3
5
の
解
明
に
用
い
た
か
と
い
え
ば
、
反
対

異
論
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
笠
幸
一
一
聞
に
の
ど
・
5
∞
が
友
愛
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
友
愛
理
解
に
含
ま
れ

な
い
次
元
を
主
題
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、

神
と
人
間
と
の
間
に
は
存
在
性
格
の
非
対
等
性
の
ゆ
え
に
、
本
来
的
な
相
互

の
友
愛
は
成
立
し
え
な
い

ω。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
は
人
間
に
、

g
2
2
に

基
づ
い
て
、
「
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を
友
と
呼
ぶ
」
(
ヨ
ハ
一
円
一
凶
)
と
諮

っ
た

ω。
こ
の
言
明
は
、
神
の
め
ど
・
t
g
が
自
ら
と
対
等
な
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
自
ら
よ
り
も
劣
る
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
(
フ
イ

リ
ピ
円
令
吋
)
、
し
た
が
っ
て
、
何
故
人
間
が
三
位
一
体
の
神
と
の
交
わ
り
に

招
き
入
れ
ら
れ
得
る
の
か
を
、
友
愛
の
観
点
か
ら
読
み
解
く
論
拠
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

友
愛
が
神
と
人
間
の
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先

の
三
つ
の
成
立
条
件
に
鑑
み
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
好
意
は
、
そ
れ

を
差
し
向
け
る
相
手
の
た
め
に
善
い
こ
と
を
願
う
と
い
う
利
他
性
を
持
つ
。

事
物
の
善
そ
の
も
の
を
自
分
の
た
め
に
欲
し
た
場
合
、
そ
れ
は
友
愛
で
は
な

く
な
り
、

2
2
2
と
は
か
け
隊
れ
た
「
欲
望
の
愛

2
5
2・8
コ
2
1日
2
5
8
)
」

と
な
る
。
こ
の
好
意
に
加
え
、
第
二
に
、
互
い
に
「
友
」
で
あ
る
こ
と
が
成

り
立
っ
た
め
の
、
相
互
的
な
愛
し
返
し
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
格

以
上
の
間
(
神
、
人
間
)
に
し
か
成
立
し
得
な
い
こ
う
し
た
相
互
的
な
好
意

は
、
第
三
の
、
分
か
ち
合
い
の
上
に
基
礎
を
お
く
。
そ
し
て
、
こ
の
分
か
ち

合
い
を
先
に
み
た
よ
う
に
、
神
は
一
方
的
に
受
肉
に
よ
る
救
い
の
業
を
通
し

て
、
人
間
に
対
し
て
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

g
号
訟
の
至
高
の

在
り
方
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
神
の
愛
の
う
ち
に
、
神
と
人
間
と

の
分
か
ち
合
い
が
成
立
し
、
こ
の
よ
う
な
神
と
人
間
と
の
関
係
の
ゆ
え
に
、

人
間
は
憐
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は

こ
う
し
た
分
か
ち
合
い
の
本
質
を
、
。
ハ
ウ
ロ
の
一
一
一
一
口
葉
の
う
ち
に
見
て
い
る
。

「
神
は
真
実
な
方
で
す
。
こ
の
神
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
は
神
の
子
、
わ

た
し
た
ち
の
主
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
の

で
す
」
(
一
コ
リ
一
泊
)
。
こ
う
し
た
三
位
一
体
の
愛
の
交
わ
り
へ
と
招
き
入

れ
ら
れ
、
そ
の
分
か
ち
合
い
の
上
に
成
立
す
る
友
愛
こ
そ
が
わ
民
広
告
で
あ

る
。
そ
し
て
、
神
と
人
間
と
の
開
に
こ
の
よ
う
な
真
の

g
5
5
2
の
分
か
ち
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合
い
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
神
が
自
ら
の
歪
搭
!
す
な
わ
ち
、
三
位
一
体
の

愛
の
交
わ
り

i
を
人
間
に
分
ち
与
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
神
は
、
キ

リ
ス
ト
の
受
肉
に
お
け
る
救
い
の
業
に
よ
っ
て
、
人
間
に
把
握
可
能
な
形
で

至
高
の
愛
を
示
し
、
人
間
を
自
ら
の
愛
に
招
き
入
れ
た
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
の
語
る
わ
き

sm
と
し
て
の
友
愛
は
、
人
間
を
、
父
な
る
神
、
子

な
る
キ
リ
ス
ト
、
聖
一
室
の
三
位
一
体
の
愛
の
交
わ
り
の
な
か
に
、
聖
一
室
か
ら

与
え
ら
れ
た
恵
み
に
よ
っ
て
、
道
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
招
轄
す
る
と

い
う
神
の
側
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
を
礎
と
す
る
点
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
友
愛
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、
友
愛
は
対
等

な
者
向
士
の
間
に
成
立
す
る
愛
で
あ
る
が
、
神
の
自
己
始
与
に
基
づ
く

の
2
5
と
し
て
の
友
愛
は
、
そ
の
対
象
を
極
め
て
広
範
囲
に
持
つ
。
ト
マ
ス

は
、
イ
エ
ス
の
「
愛
敵
の
教
え
(
マ
タ
や
む
1

怠
)
」
に
つ
い
て
も
、
友
愛
の

観
点
か
ら
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
他
者
自
身
に

愛
が
向
け
ら
れ
る
場
合
、
対
象
と
な
る
他
者
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
人
間
に

も
愛
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
う
し
て
隣
人
愛
の
範
囲
は
他

者
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
り
、
究
極
的
に
は
敵

を
も
愛
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
人
間
は
わ
ざ
H
S
と

し
て
の
友
愛
が
主
要
的
に
向
け
ら
れ
る
神
へ
の
関
係
に
お
い
て
、

2
2
2
の

ゆ
え
に
す
べ
て
の
人
間
を
一
変
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る。
ト
マ
ス
は
当
然
、
人
間
に
お
け
る
の
き
同
訟
の
完
成
度
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
る
。
人
間
の
生
(
〈

5)
は
、
感
覚
的
な
い
し
身
体
的
本
性
に
基
づ

く
外
的
生
命
と
、
精
神

(
5
8印
)
に
基
づ
く
霊
的
生
命
の
二
つ
の
側
面
に

お
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
在
り
方
に
お
い
て
は
、
物
理
的
な
存
在

様
態
を
と
ら
な
い
天
使
や
神
と
の
開
の
分
か
ち
合
い
や
霊
的
交
わ
り
に
本

来
的
に
は
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後
者
の
在
り
方
で
は
、
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そ
う
し
た
交
流
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、

2
2
2
の
完
成
は
、
自
己
中
心

性
の
線
源
で
あ
る

2

身
体
性
に
基
づ
く
地
上
の
人
間
に
お
い
て
で
は
な
く
、
天

の
国
で
の
霊
的
交
わ
り
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
フ
イ
リ
ピ

W
己、

欧…

U
凶
凶
ム
)
。

結
人
間
同
士
の
愛
(
隣
人
愛
)
は
、
本
来
的
に
は
三
位
一
体
の
愛
の
交
わ
り

な
さ
門
知
的
)
を
根
拠
に
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
の

2
2
2
に
基
礎
付
け
ら
れ

た
隣
人
愛
の
ゆ
え
に
、
愛
の
共
同
性

(
8
2
5
5
R色
。
)
が
成
立
つ
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
愛
の
共
同
性
の
地
上
に
お
け
る
結
実
が
、
教
会
な
の
で
あ

る
。
創
造
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
戸
Eo--
は
、
キ
リ
ス
ト
に
仲
介
さ
れ
て
、

のg
g
m
の
次
元
へ
と
誘
わ
れ
る
。

5
6円、が

g
E
S
へ
と
至
る
こ
と
に
お
い

て
は
じ
め
て
、
人
間
に
お
け
る
愛
の
完
成
の
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
。

ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
友
愛
と
し
て
の

g号
訟
の
次
元
に
お
い
て
、
人
間

が
、
「
共
に
生
き
る
」
と
い
う
事
態
が
本
来
的
に
実
現
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
の
不
完
全
な
愛
か
ら
完
全
な
愛
へ
と
人
間
が
自
己
を
超
出
さ
せ
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
の
が
、
神
の
救
済
の
業
で
あ
り
、
こ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ



ス
ト
に
よ
っ
て
歴
史
の
中
で
決
定
的
な
形
で
為
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
は
啓
示

そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
神
は
彼
に
お
い
て
、
理
性
的
存
在
者
に
把
握
可
能

な
仕
方
で
真
の
愛
を
具
現
化
さ
せ
、
そ
の
愛
を
通
し
て
、
自
ら
の
三
位
一
体

の
愛
の
交
わ
り
に
人
間
が
参
与
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
人
間
に
救
い
を
与

え
た
。
こ
の
救
い
の
業
に
お
い
て
人
間
は
、
神
が
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
神
の
似
姿
と
し
て
造
ら
れ
た
自
ら
が
そ
の
愛
に
参
与
す
る
可
能
性

を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
キ
リ
ス
ト
は
創
造
と
救
済
に
お
け
る
仲

介
者
な
の
で
あ
り
(
コ
ロ

7
5
心
。
)
、
こ
の
両
側
面
は
表
裏
一
体
な
の
で
あ

る
。
ト
マ
ス
は
、
「
愛

2
5
2・
)
」
の
考
察
に
お
い
て
、
人
間
が
造
ら
れ
た
も

の
と
し
て
の
自
己
の
存
在
様
態
を
、
理
性
を
用
い
て
把
握
し
、
そ
の
上
で
自

己
の
根
拠
へ
と
遡
る
た
め
の
道
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
道
は
「
神
の
愛

(の

g
s∞
)
」
た
る
救
済
の
内
実
に
お
い
て
、
そ
の
終
局
を
見
出
す
も
の
な

の
で
あ
る
。

注仰
欧
米
の
倫
理
学
が
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
性
に
お
い
て
避
け
て
通
る
こ
と

の
で
き
な
い
愛
官
官
官
)
の
問
題
を
、
現
代
的
視
座
か
ら
包
括
的
に
考
察

し
て
い
る
G

・
ア
ウ
ト
カ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
ユ

ダ
ヤ
H

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
対
す
る
歴
史
的
・
倫
理
的
関
心
の
多
く
が
『
愛

と
い
う
言
語
(
「
0
5
C
D
m
g
m
o
)
』
に
代
表
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
信
す
る

者
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
言
語
の
中
で
ま
さ
に
何
が
意
味
さ
れ
て
き

た
か
を
理
解
す
る
よ
う
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
内
向
。
g
G
O
E
E

ヘA

品
川
む
豆
、
ム
ミ
ミ
之
内
ミ
さ
む
す
~
子
三
一
m
C
2
5
5
々
?
g
p
Z
2
E〈ぬコ一三
M
U

3
、
邦
訳
G

・
ア
ウ
ト
カ
著
、
茂
泉
昭
男
・
佐
々
木
勝
彦
・
佐
藤
司
郎
訳

愛
に
つ
い
て
の
倫
理
学
的
研
究
』
教
文
館
、

3
3
年
、
十

『
ア
ガ
ペ
ー

四
頁
。

mw
キ
リ
ス
ト
教
的
創
造
論
に
関
し
て
は
、
本
発
表
で
は
端
的
に
、
三
位
一
体
の

神
に
よ
っ
て
、
万
物
が
創
造
さ
れ
て
い
る
と
思
想
(
コ
ロ
庁
一
三
を
念
頭
に

お
く
。

ゆ
ト
マ
ス
は
神
学
的
、
哲
学
的
伝
統
に
見
ら
れ
る
「
愛
」
の
さ
ま
、
ざ
ま
な
呼
び

名
を
独
自
に
整
理
し
て
い
る
。
『
神
学
大
全
』
第
?
口
第
お
間
第
3
項
で
、

四
つ
の
愛
(
「
愛

(
3
2
)
」、「込山一
m
g
c
(
意
志
的
愛
)
」
、
「
友
愛

(555)」、

「
神
愛
(
の

g
g印
)
」
)
の
区
分
が
整
理
さ
れ
る
が
、
ト
マ
ス
は
最
も
共
通
的

な
「
愛
一
と
し
て
白
ヨ
2
を
、
そ
し
て
完
全
性
が
加
味
さ
れ
た
愛

2
5
0円

)

を

g
号
思
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
表
記
に
よ
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
原

語
の
ま
ま
さ
凶
号
、

2
2
2
と
記
す
。

ω
桑
原
直
己
氏
の
研
究
は
、
ト
マ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
徳
論
の
厳
密
な
比

較
検
討
に
基
づ
い
て
、
ト
マ
ス
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
超
克
を
実
り
だ

し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
形
相
的
完
全
性
と
し
て
の
徳
が
目

指
さ
れ
る
が
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
自
然
本
性
に
お
け
る
生
命
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
充
溢
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
。
内
向
桑
原
註
己
『
ト
マ
ス
・

ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
「
愛
」
と
「
正
義
」
』
知
泉
書
館
、

M
C
C
U

年。

ω
ク
リ
ス
ト
マ
ン
は
、
ト
マ
ス
の
思
想
に
お
い
て
、
愛
の
論
考
が
中
心
的
な
意

義
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
論
文
『
愛
の
神
学
と
し
て
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
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