
カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

(Jo
ha
n
n
 
Go
tt
frie
d
 Her
der,
 1
744
ー1803)
は、
呻
8

年_
の
一
バハ
O
O
午ナ
に
和
5

っ
て
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

い
う
風
変
り
な
題
名
の
か
な
り
大
部
な
書
物
を
出
版
し
た。

こ
の
本
は、

ら
な
か
っ
た
が、

こ
の
自
然
観
に
関
し
て
言
え
ば、

『
判
断
力
批
判』
(
Kriti
k
der
 U
rteils
kraft)-

を
さ
ら
に
批
判
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た。

し
か
し
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

は、

(
1)
 

さ
れ
た。

こ
の
場
合
と
く
に
ゲ
ー
テ
の
沈
黙
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
『
判
断
力
批
判』
と
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

と
の
理
論
的
対
立
の
根
底
に
あ
る
の
は
自
然
観
の
相
克
に
他
な

ゲ
ー
テ
は
朋
ら
か
に
ヘ
ル
ダ
ー
に
近
か
っ
た。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ゲ
ー
テ
は
『
判
断
力
批
判』

を
一

読

す
る
や、

彼
の
芸
術
家
お
よ
び
自
然
科
学
者
と
し
て
の
活
動
が
そ
こ
に
お
い
て
た
だ
―
つ
の
原
理
か
ら
理
論
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
て
感
動
し
た
の
で
あ
っ

(

3

)

（

4

)
 

た°

ゲ
ー
テ
は
『
純
粋
理
性
批
判』
の
二
元
論
に
は
賛
成
で
き
な
か
っ
た
が、

こ
の
『
判
断
力
批
判』

に
は
い
た
＜
惹
き
つ
け
ら
れ
た。

た
し
か
に
彼
は
こ
の
作
品
に
も

全
面
的
に
満
足
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が、

し
か
し
彼
に
と
っ
て
一

致
点
は
相
違
点
を
償
な
っ
て
余
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た。

こ
う
し
て
『
判
断
力
批
判』

は、

カ
ン

ト
と
ゲ
ー
テ
と
の
結
節
点
と
な
り、

そ
の
後
の
ド
イ
ッ
哲
学
の
出
発
点
と
な
っ
た。
一
七
九
八
年
に
ゲ
ー
テ
の
箇
旋
で
イ
ニ
ナ
大
学
に
赴
任
し
た
ジ
ェ
リ
ソ
グ
は、

(

7

)
 

ゲ
ー
テ
の
自
然
哲
学
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た。

そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
を
継
い
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
0
二
年
の
『
信
と
知』

ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
レ
ダ
ー

‘‘
 

ヨ

ハ

ソ

・

コ

ー

問

題

提

起

|—
美
と
摂
理
を
め
ぐ
る
論
争
ー

カ

ン

ト

と

ヘ

ル

ダ

イ
マ
ヌ
ニ
ル
・
カ
ン
ト

村

五

七

(
Gl
au
ben
 u
n
d
 Wisse
n)

な
か
で、

ヘ
ル
ダ
ー
の
友
人
た
ち
か
ら
も
黙
殺

(I
m
ma
n
uel
 Ka
nt,
 1
724
ー1804) 上

J

の

が
一
七
九
0
年
に
出
版
し
た

(
Ka
lli
go
ne)

と

夫



す。

あ
あ、

わ
た
し
は
彼
女
に
何
を
持
た
せ、

い
て
弁
解
し
て
い
る。

美

と

崇

高

『
純
粋
理
性
批
判
』

を
批
判
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
一

七
九
九
年
の

(
8)
 

『
判
断
力
批
判
』

の
カ
ン
ト
が
彼
自
身
の
立
場
へ
と
大
き
く
前
進
し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
。

の
影
響
を
受
け
て
い
た
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
暖
か
く
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

Ei
n
e
 
M
et
a
kriti
k
 z
u
r
 Kriti
k
 d
er
 r
ei
n
e
n
 V
er
n
u
n
ft)

が
か
な
り
の
反
響
を
呼
ん
だ
の
に
対
し
て、

こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る。

カ
ン
ト
自
身
が
『
判
断
力
批
判
』

に
お
い
て
ゲ
ー
テ
や
ヘ
ル
ダ
ー
の
立
場
に
接
近
し
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら、

何
も
論
争
を
引
き
起
こ
し
て

わ
ざ
わ
ざ
事
を
荒
だ
て
る
必
要
は
な
い
。

ゲ
ー
テ
は
持
ち
前
の
慎
重
で
融
和
的
な
性
格
に
し
た
が
っ
て
、

そ
う
考
え
た
で
あ
ろ
う。

じ
っ
さ
い
ヘ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
ゲ
ー

(
9)
 

テ
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
は、

こ
の
長
年
の
友
人
の
気
難
し
い
論
争
癖
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
ゲ
ー
テ
が
中
心
に
な
っ
て
創
り
出
し
つ
つ
あ
っ
た
新
し
い
思
想
潮

流
の
な
か
に
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

は
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
作
品
の
不
幸
は
そ
れ
以
後
ず
っ
と
続
い
て
い
る。

(
10)
 

価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く、

哲
学
史
的
に
も
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
『
判
断
力
批
判
』

の
な
か
に
あ
っ
て、

ゲ
ー
テ
の
老
檜
な
賛
同
を
浴
び
て
失
な
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
を
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

は
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る。

批
判
』

が
古
典
主
義
の
調
和
に
満
ち
た
世
界
像
と
は
相
容
れ
ぬ
位
相
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

は
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る。

そ
の
意
味
で
は、

ま
せ
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
論
争
癖
に
む
し
ろ
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

が
容
赦
な
く
照
ら
し
出
し
て
い
る
カ
ソ
ト
哲
学
の
こ
の
位
相
と
は
い
か
な
る

も
の
な
の
か
。

ま
た
カ
ソ
ト
哲
学
の
う
ち
で
こ
の
位
相
は、

ネ
』

を
手
が
か
り
に
し
て
行
な
わ
れ
る
以
下
の
論
述
は、

こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
を
目
ざ
し
て
い
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
は
一

八
0
0
年
六
月

ニ―一
日
付
の
ヨ
ハ
ソ
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・

グ
ラ
イ
ム

宛
の
書
簡
の
な
か
で、

筑
波
大
学

「
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

が
争
わ
な
け
れ
ば、

そ
れ
は
も
っ
と
麗
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に、

い
か
に
飾
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う。

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

『
悟
性
と
経
験、

純
粋
理
性
批
判
へ

の

メ
ク
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』

『
カ
リ
ゴ

『
判
断
力

(
V
erst
a
n
d
 u
n
d
 
Erf
a
hr
u
n
g,
 

つ
ま
り
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

は
内
容
的
に
高
く
評

ゲ
ー
テ
を
悩

ゲ
ー
テ
を
惹
き
つ
け
た
も
う
一

っ
別
の
位
相
と
い
か
な
る
か
た
ち
で

結
び
つ

い
て
い
る
の
か
。

『
カ
リ
ゴ
ネ
』

の
論
争
的
性
格
に
つ

と
あ
な
た
が
言
う
の
は、
•••
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で

し
か
し
わ
た
し
は
彼
女
を
た
だ
武
装
さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し

『
カ
リ
ゴ
ネ
』

が
当
時
す
で
に
黙
殺
さ
れ
た
背
景
に
は、

『
判
断
力
批
判
』

は、

ワ
イ
マ
ー
ル

公
国
に
お
い
て
ゲ
ー
テ
と
彼

五
八



カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

実
際
に
自
然
の
根
底
に
置
く
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。

カ
ソ
ト
主
義
者
や
フ
ィ
ヒ
テ
主
義
者
（
さ
ら
に
こ
の
時
は
ま
だ
シ
ェ
リ
ソ
グ
主
義
者
も
含
ま
れ
て
い
る）

と
闘
か
う
た
め
に、

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
美
学
を
扱
う
こ
の
書
物
は
内
容
的
に
み
れ
ば、

る。

カ
リ
ゴ
ネ
(
k

a
i

ざ
ro
ぷ）

と
い
う
ギ
リ
シ
ャ

語
の
題
名
が
す
で
に
根
本
思
想
を
暗
示
し
て
い
る。

的
対
象
を
産
出
す
る
も
の、

美
し
き
子
宮
を
示
し
て
い
る。

美
の
根
拠
は
自
然
の
う
ち
に
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と、

自
然
を
讃
え
る
こ
と、

こ
の
こ
と
が――1
0
0
頁
を
越
え
る
こ
の
著
書
を
貫
ぬ
く
主
題
を
な
し
て
い
る。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
『
判
断
力
批
判
』

へ
の
反
諭
を

な

し
て
い

さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

カ
ソ
ト
の
『
判
断
力
批
判
』

は
合
目
的
性
と
い
う
概
念
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る。
「
ひ
と
つ
の
概
念
が
あ
る
対
象
の
原
因
（
そ
の
可
能
性
の
現
実
的
な
根
拠）

と
み
な

(
12)
 

そ
の
概
念
の
対
象
が
目
的
で
あ
る。

そ
し
て
あ
る
概
念
の
客
体
に
関
す
る
こ
の
概
念
の
因
果
性
が
合
目
的
性
(
fo
r
m
a
fi
n
alis)
で
あ
る。
」

し
た
が
っ
て
合
目
的
性
の
概
念
は、

概
念
と
対
象
と
の
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る。

し
か
し
こ
の
関
係
は、

普
遍
的
な
概
念
の
も
と
に
個
別
的
な
対
象
が
論
理
的
に
包
摂
さ

ェ

イ

ド
ス

れ
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
。

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ソ
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
形
相
と
呼
ん
だ
原
型
と
し
て
の
概
念
と、

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
形
成
さ
れ
た
対
象
と
の
関
係
に

(
13)
 

他
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
合
目
的
性
の
概
念
が
自
然
の
対
象
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は、

と
に
な
る。

さ
て
カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば、

あ
る
対
象
が
美
し
い
と
判
断
さ
れ
る
の
は、

概
念
に
対
し
て、

そ
の
対
象
が
目
的
と
し
て
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る。

し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
美
的
判
断
は、

美
し
い
対
象
の
も
つ
形
式
の
原
因
を

然
的
に
前
提
し
な
く
て
も、

合
目
的
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る。

わ
れ
わ
れ
が
目
的
に
し
た
が
っ
た
因
果
性
を、

す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
も
の
を
一

定
の
法
則
の
表
象
に
し
た

が
っ
て
そ
の
よ
う
に
秩
序‘‘
つ
け
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
意
志
を、

そ
れ
ら
の
も
の
の
根
底
に
仮
定
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

そ
れ
ら
の
も
の
の
可
能
性
が
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ

(
14)
 

て
説
明
さ
れ
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば、

そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る。
」

美
的
判
断
を
下
す
場
合
に
悟
性
と
構
想
力
は、

自
然
対
象
の
根
底
に
神
的
な
意
志
を
た
ん
に

自
由
に
想
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

る。

し
た
が
っ
て
美
的
判
断
は、

結
局
は
悟
性
と
構
想
力
の
た
ん
な
る
戯
れ
に
も
と
づ
い
て
い
る。

こ
う
し
て
カ
ソ
ト
に
と
っ
て
は、

自
然

を
色
ど
る
美
し
さ
は
自
然
そ
れ
自
体
と
は
何
の
関
わ
り
も
も
た
ず、

ラ

ス

た
が
っ
て
彼
女
は
ま
た
ア
テ
ネ
女
神
と
し
て、

五
九

キ

ュ

プ

リ

ス

7

マ

ゾ

ン

(
11)

ス
。ハ
ル
タ
的
な
美
の
女
神
と
し
て、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
高
貴
な
る
女
戦
士
と
し
て
現
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」

ヘ
ル
ダ
ー
の
他
の
著
作
と
同
じ
よ
う
に
女
性
的
で
安
定
し
た
調
和
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い

カ

リ

ゴ

ネ

そ
れ
は
美
的
対
象
を
美
し
い
子
孫
と
し
て
示
す
が、

同
時
に
美

そ
し
て
美
的
対
象
を
無
限
に
産
出
す
る
こ
の
母
な
る

こ
れ
ら
の
対
象
を
形
成
し
た
何
ら
か
の
精
神
的
な
原
理
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ

そ
の
対
象
の
合
目
的
性
に
も
と
づ
い
て
い
る。

す
な
わ
ち
そ
の
対
象
の
原
因
と
な
る

「
あ
る
客
体、

あ
る
い
は
心
的
状
態、

あ
る
い
は
ま
た
行
為
は、

た
ん
に
人
間
の
認
識
諸
能
力
の
調
和
か
ら
生
ず
る。

た
と
え
そ
れ
ら
の
可
能
性
が
目
的
の
表
象
を
必

『
カ
リ
ゴ
ネ
』

は
論
争
的
性
格
を
も
た
ね



c
ht
e
 d
er
 

創
造
さ
れ、

神
に
よ
っ
て
あ
ま
ね
く
浸
透
さ
れ
て
い
る。

合
目
的
的
な
も
の
の
形
態
は
消
失
す
る。

そ
う
で

「
合
目
的
的
な
も
の
が
対
象
の
形
態
に
お
い

自
然
が
全
能
の
神
に
よ
っ
て

形
づ
く
ら
れ、

こ
の

「
わ
れ
わ
れ
は
美
し
き

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
は、

自
然
対
象
の
合
目
的
性
の
概
念
を
ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
チ
ノ
ス
と
同
じ
よ
う
に
捉
え
る。

す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
は
自
然

は、

文
字
ど
お
り
神
的
な
原
理
に
よ
っ
て
形
態
化
さ
れ
て
い
る。

し
た
が
っ
て
美
し
さ
と
は、

秩
序
と
美
し
き
形
態
を
も
っ
た
世
界
の
う
ち
に
生
き
て
い
る。

そ
こ
で
は
自
然
法
則
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
が
穏
や
か
な
形
式
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
に
い
わ
ば
静
止
と
運
動
と

う
つ

し
み

の
結
合
を、

諸
物
の
弾
力
的
で
効
果
的
な
存
立
を、

簡
単
に
言
え
ば
美
し
さ
を、

物
体
の
完
全
さ
の
現
身
の
表
現
と
し
て、

そ
れ
自
身
と
わ
れ
わ
れ
の
感
情
に
調
和
し
た

(
15)
 

か
た
ち
で
啓
示
す
る。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
喜
ん
で
は
い
け
な
い
の
か。
」

自
然
が
美
し
い
姿
を
見
せ
る
の
は、

神
の
本
質
が
自
然
の
う
ち
に
現
象
し
て
く
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
自
然
が
こ
の
神
の
本
質
の
顕
現
だ
と
す
れ
ば、

美
的
判
断
の
根
拠
と
な
る
合
目
的
性
は

目
的
の
表
象
を
欠
い
た
認
識
能
力
の
た
ん
な
る
戯
れ
に
も
と
づ
い
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は、

世
迷
い
事
に
す
ぎ
な
い。

て
き
わ
め
て
生
き
生
き
と
知
覚
さ
れ、

こ
の
知
覚
が
わ
た
し
に
歓
び
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
で
は、

M
en
s
c
h
heit)
 

ま
さ
に
自
然
そ
れ
自
体
の
属
性
に
他
な
ら
な
い
。

わ
た
し
は
ひ
と
つ
の
目
的
を
表
象
せ
ざ
る
を
得
な
い。

さ
も
な
け
れ
ば

(
16)
 

II
合
目
的
性
は
目
的
を
欠
い
て
も
あ
る
II

と
い
う
の
は、

空
虚
な
思
考
遊
戯
で
あ
る。
」

こ
の
点
に

関
し
て
カ
ソ
ト
に

対
す
る

ヘ
ル
ダ
ー
の
反
対
は、

結
局
は
彼
の
根
本
的
な
世
界
観
に
根
ざ
し
て
い
る。

対
象
の
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
も、

美
に
つ

い
て
の
判
断
と
同
じ
く、

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

カ
ソ
ト
に
と
っ
て
は
自
然
の
形
式
や
形
態
は
人
間
の
認
識
能
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る。

自
然
そ
れ
自
体
が
も
っ
て
い
る
形
式
や
形
態
は、

人
間
に
は
永
遠
に
認
識
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る。

し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
は
自
然
は、

明
ら
か
に
神
に
よ
っ
て

P
hil
os
o
p
hi
e
 der
 Ges
c
hi
 

l

七
八
四
年
に
出
版
さ
れ
た
主
著
『
人
類
史
の
哲
学
の
構
想』

(I
dee
n
 
zur
 

の
第
一

部
は、

す
で
に
こ
の
点
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
を
残
さ
な
い
。

す
な
わ
ち
「
自
然
は
決
し
て
自
立
し
た
存
在
で
は
な
い
。

(
17)
 

は
な
く、

神
が
そ
の
作
品
に
お
け
る
全
て
で
あ
る。
」

次
に
崇
高
の
概
念
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
議
論
は、

自
然
が
有
す
る
神
的
な
性
格
を
さ
ら
に
貶
め
る
よ
う
に
ヘ
ル
ダ
ー
に
は
お
も
わ
れ
る。

カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば、

あ
る

や
は
り
そ
の
対
象
の
も
つ
合
目
的
性
に
も
と
づ
い
て
い
る。

し
か
し
美
的
判
断
の
さ
い
の
合
目
的

性
は、

対
象
の
原
因
と
し
て
の
概
念
と
そ
の
概
念
の
目
的
と
し
て
の
対
象
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て、

崇
高
が
判
断
さ
れ
る
さ
い
の
合
目
的
性
は、

対
象
の

原
因
と
し
て
の
理
念
と
そ
の
理
念
の
目
的
と
し
て
の
対
象
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る。

「
本
来
的
に
崇
高
な
る
も
の
は
い
か
な
る
惑
性
的
形
式
の
う
ち
に
も
含
ま
れ
ず、

た
ん
に
理
性
の
理
念
に
関
わ
る。

こ
れ
ら
の
理
念
は、
そ
れ
に
適
し
い
い
か
な
る
表
現
も
可
能
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず、
ま
さ
に
感
性
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
の
不
適
合

(
18)
 

性
に
よ
っ
て
賦
活
さ
れ、

心
意
識
の
う
ち
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る。
」

し
た
が
っ
て

美
的
判
断
が

悟
性
と
構
想
力
と
の
調
和
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
に
対
し、

崇
高
の
判
断

六
〇



カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

た
わ
る
。

そ
し
て
人
間
理
性
は、

対
象
を
崇
高
と
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

「．．．
 無
限
な
る
も
の
の
表
現
は、

”
汝、

」
ヽ

ー
／

こ
の
惨
め
な
世
界
を
超
越
し、

神
的
な
理
念
に
触
れ
る
の
で
あ
る。

ま
さ
に
そ
れ
故
に
た
ん
な
る
消
極
的
な
表
現
で
し
か
あ
り
得
な
い
が、

お
の
れ
の
た
め
に
い
か
な
る
形
象
を
も
造
る
勿
れ、

天
に
あ
る
も
の
、

地
上
に
あ
る
も
の
、

地
下
に
あ
る
も
の
の
い
か
な
る
似
姿
を
も
造

(
19)
 

る
こ
と
勿
れ
云
々
“

と
い
う
命
令
よ
り
も
崇
高
な
箇
所
は
多
分
な
い
。
」

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば、

学
的
崇
高）

や
自
然
の
恐
ろ
し
い
威
力
（
力
学
的
崇
高）

の
他
に、

「
し
た
が
っ
て
わ
れ

し
か
し
そ
れ
が
魂
を
拡
張
す
る。

無
限
な
る
も
の
の
理
念
を
喚
起
す
る
数
菫
的
に
大
な
る
も
の

な
ぜ
ヵ
ソ
ト
が
地
獄
や
闇
や
茫
成
た
る
荒
野
の
光
景
を
崇
高
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
か、

そ
の

理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
も
し
無
限
な
理
念
と
無
限
な
る
神
か
ら
自
然
が
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
が
崇
高
に
関
す
る
対
象
の
合
目
的
性
だ
と
す
れ

ば、

打
ち
棄
て
ら
れ
腐
敗
し
て
死
臭
の
漂
っ
て
い
る
自
然
対
象、

神
の
恩
寵
に
見
は
な
さ
れ
た
対
象
ほ
ど
こ
の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
な
い
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
こ
れ
ら
の
対
象
が、

隠
さ
れ
た
理
念
を
消
極
的
な
か
た
ち
で
指
示
す
る
か
ぎ
り、

し
て
挙
げ
ら
れ、

時、

悲
哀
(
Tr
a
u
eri
g
k
eit)

の
律
法
書
の
な
か
で、

明
ら
か
に
な
る。

そ
れ
ら
は
崇
高
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る。

の
感
情
に
関
す
る
考
察
』
(
B
e
o
b
a
c
ht
u
n
g
e
n
il
b
er
 d
a
s
 G
ef
il
hl
 d
es
 S
c
h
o
n
e
n
 u
n
d
 Er
h
a
b
e
n
e
n)
 

「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
腰
ま
わ
り
に
つ
い
て
の
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
描
写
」

が
も
た
ら
す
美
に
対
比
さ
れ、

し
た
が
っ
て
一

七
六
四
年
の
『
美
と
崇
高

で
は、
「
ミ
ル
ト
ソ
に
よ
る
地
獄
の
描
写
」

が
崇
高
の
例
と

(
20)
 

さ
ら
に
「
夜
は
崇
高
で
あ
り、

昼
は
美
し
い
」

と
さ

れ
る。

崇
高
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
合
目
的
性
は、

崇
高
の
感
情
に
関
す
る
分
析
に
お
い
て
明
瞭
と
な
る。

楽
園
追
放
後
の
自
然、

神
よ
り
見
捨
て
ら
れ
た
悲
惨
な
自
然

が
示
す
理
念
と
の
眼
も
眩
む
よ
う
な
落
差
は、

絶
望
や
激
怒
の
感
情
を
引
ぎ
起
こ
す。

そ
し
て
カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
激
怒
や
絶
望
の
感
情
は、

そ
れ
が
遠
い
遥
か
な
理

(
21)
 

念
を
敢
く
ま
で
も
求
め
よ
う
と
す
る
意
志
を
呼
び
起
こ
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
崇
高
と
さ
れ
る
の
で
あ
る。

さ
ら
に
救
済
な
き
世
界
の
な
か
で
人
間
た
ち
が
無

意

味
に

争

い、

殺
し
合
っ
て
い
る
光
景
は、

理
念
と
現
実
と
の
恐
ろ
し
い
矛
盾
を
見
せ
つ
け
る。

こ
の
よ
う
な
光
景
が
理
念
の
光
に
照
ら
さ
れ
て、

(
22)
 

の
感
情
が
生
ず
る。

こ
の
感
情
も
崇
高
と
さ
れ
る。

そ
の
酬
＜
歪
ん
だ
姿
を
さ
ら
す

こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
崇
高
概
念
に
お
い
て
は、

自
然
と
そ
の
根
底
に
あ
る
神
的
な
意
志
と
の
つ
な
が
り
は、

美
の
概
念
の
場
合
よ
り
も
遥
か
に
疎
遠
な
も
の
と
な
る。

対
象
の
原
因
と
な
る
概
念
を
保
持
す
る
も
の
と
し
て
神
的
な
意
志
が
た
ん
に
自
由
に
想
定
さ
れ
う
る
と
い
う
段
階
は
越
え
ら
れ
る。

理
念
を
保
持
す
る
も
の
と
し
て
の
神

的
な
意
志
は、

自
然
に
真
向
う
か
ら
対
立
さ
せ
ら
れ、

自
然
か
ら
隔
絶
さ
れ
る。

理
念
と
逢
か
な
距
離
を
隔
て
て、

世
界
は
理
念
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
荒
蓼
た
る
姿
で
横

（
数

ユ
ダ
ヤ
人

は
理
性
と
構
想
力
と
の
不
調
和
に
も
と
づ
い
て
い
る。

自
然
と
理
念
と
の
間
に
は
越
え
が
た
い
溝
が
設
け
ら
れ
る。

理
念
は
決
し
て
自
然
の
う
ち
に
は
現
象
し
な
い
の
で

あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
を
思
い
知
ら
す
よ
う
な
自
然
対
象
が
崇
高
と
判
断
さ
れ
る。

こ
う
し
て
偶
像
崇
拝
を
否
定
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
伝
統
と
崇
高
概
念
と
の
つ
な
が
り
が



歴

は
存
在
し
な
い。

（
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
影
響
を
与
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て）

わ
れ
わ
れ
の
外
な
る
自
然
に
も
優
越
し
て
い

(
23)
 

る
と
意
識
で
き
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

崇
高
は
自
然
の
事
物
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
ず、

た
だ
わ
れ
わ
れ
の
心
意
識
の
う
ち
に
含
ま
れ
る。
」

高
概
念
の
分
析
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
世
界
観
に
言
及
し
て
い
る
と
す
れ
ぽ、

い
る。

ギ
リ
シ
ャ
人
は
美
と
崇
高
を
決
し
て
区
別
し
は
し
な
か
っ
た。

の
だ
っ
た
と
す
れ
ば、

華
美
や
大
法
螺
(u
令7ro-0へ
R9

の
間
に、

ヘ
ル
ダ
ー
は
カ
ソ
ト
に
反
対
す
る
た
め
に
ギ
リ
シ
ャ
人
の
世
界
観
を
引
き
合
い
に
出
し
て

「
も
し
彼
ら
に
と
っ
て
美
し
き
も
の
と
は
現
わ
れ
出
る
も
の
で
あ
り、

あ
ら
ゆ
る
点
で
優
れ
た
も

各7
宕u
Zeヒ
蕊

等
々
）

か
ら
は
区
別
さ
れ
て、

達
成
す
る
の
が
最
も
困
難
な
真
に
崇
高
な
も
の
と
は、

美
し
き
も

最
も
美
し
き
も
の、

の
の
頂
点、

徳
の
精
華
(
RK
モ1
aIOST7Sy
TO
R-c
poP)、

す
な
わ
ち
k
ai
ざ
gop)
R-0
ら
を、

(
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た。
」
ヘ
ル
ダ
ー
は
美
と
崇
高
を
同
種
の
も
の
と
捉
え
る。

崇
高
は
最
高
級
の
美
に
す
ぎ
な
い。

し
た
が
っ
て
彼
に
と
っ
て
は、

悟
性
が
抱
く
概
念
と
理
性
が
抱
く
理
念
と

カ
ソ
ト
の
よ
う
に
認
識
論
的
な
種
差
は
な
い。

概
念
と
理
念
は
ど
ち
ら
も
自
然
の
諸
対
象
の
原
因
と
し
て
そ
れ
ら
の
形
態
を
形
成
す
る。

崇
高
な
も
の
と
し
て

の
自
然
は、

理
念
と
の
目
の
眩
む
よ
う
な
断
絶
の
な
か
で、

し
た
が
っ
て
崇
高
概
念
に
関
し
て
は、

わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
自
然
と

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

死
斑
の
浮
き
出
た
躯
と
し
て
現
わ
れ
は
し
な
い。

む
し
ろ
自
然
は
澄
み
き
っ
た
広
大
な
蒼
弯
と
し
て、

あ
る

い
は
神
の
偉
容
が
誇
ら
か
に
示
さ
れ
る
壮
麗
な
神
殿
と
し
て
現
わ
れ
る。

「
ひ
と
つ
の
内
的
な
法
則
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
世
界
(Ko
ぞ

Eo�)
 

コ
ス
モ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
的
概
念
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
自
然
に
は、

神
と
の
断
絶
や
乖
離

(
25)
 

よ
り
も
気
高
く
美
し
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か。
」

カ
ソ
ト
に
対
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
反
論
は
二
重
に
強
化
さ
れ
る。

美
的
判
断
の
場
合
の
よ
う
に
対
象
の
合
目
的
性
が
た
ん
に
主
観

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い。

こ
の
主
観
的
な
合
目
的
性
が、

崇
高
に
関
し
て
は
さ
ら
に
理
念
と
自
然
対
象
と
の
間
の
不
調
和
を
表

わ
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る。

自
然
が
理
念
を
啓
示
し
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る。

た
こ
と
に
な
ろ
う。

だ
か
ら
こ
そ
美
し
い
カ
リ
ゴ
ネ
は
武
装
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た。

神
か
ら
見
は
な
さ
れ
た
こ
の
暗
い
地
獄
の
よ
う
な
世
界
や、

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た

ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば、

自
然
は
理
念
に
対
す
る
適
合
性
を
保
持
す
る。

し
た
が

っ
て
カ
ソ
ト
の
よ
う
に
自
然
が
理
念
の
光
の
な
か
で
見
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
さ
ら
す
な
ら
ば、

神
的
な
原
理
で
満
た
さ
れ
た
自
然
は
そ
の
美
し
く
高
貴
な
顔
に
泥
を
塗
ら
れ

『
判
断
力
批
判』

に
は
美
学
的
判
断
力
の
批
判
を
行
な
う
第
一

部
の
後
に、

目
的
論
的
判
断
力
の
批
判
を
行
な
う
第
二
部
が
続
い
て
い
る。

し
か
し
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

は

こ
の
世
界
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
悲
哀
な
ど
は、

最
良
の
も
の
以
外
の
何
物
と
も
呼
ば
れ
得
な
か
っ

ヘ
ル
ダ
ー
に
は
無
縁
な
ま
ま
に
止
ま
る。

ノ‘

カ
ソ
ト
が
崇



カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

の
と
し
て
そ
も
そ
も
観
察
す
る
わ
け
で
は
な
く、

と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

機
的
存
在
者
は、

ま
さ
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た。

Ges
c
h
ic
ht
e
 i
n
 w
e
lt
b
ur
ger
li
c
h
e
n
 A
bsi
c
ht)

を
出
版
し
て
自
ら
の
歴
史
哲
学
を
展
開
し
た
の
に
対
し
て、

和
と
不
調
和
か
ら
生
ず
る
主
観
的
な
原
理
な
の
に
対
し
て
、

目
的
論
的
な
合
目
的
性
は
客
観
的
な
原
理
と
さ
れ
る。

ノ‘

し
た
が
っ
て
あ
る
種
の
自
然
現
象
を
認
識
す
る
場
合
に
は、

あ

た
ん
に
こ
の
第
一

部
を
批
判
し
た
だ
け
で
終
っ
て
い
る。

そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
次
の
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る。

す
な
わ
ち
『
判
断
力
批
判
』

の
第
二
部
は
有
機
的
自
然

と
人
類
史
の
合
目
的
性
を
取
り
扱．
っ
て
い
る。

そ
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
は
一

七
八
四
年
か
ら
九
九
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
膨
大
な
『
人
類
史
の
哲
学
の
構
想』

に
お
い
て、

し
か
も
カ
ン
ト
が
一

七
八
四
年
に
『
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
一

般
歴
史
考
』
(
I
d
e
e

z
u
 

想
』

第
二
部
で
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て
『
判
断
力
批
判
』

の
第
二
部
に
対
す
る
批
判
は
す
で
に
済
ん
で
い
る
と
彼
は
考
え
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な

『
人
類
史
の
哲
学
の
構
想
』

を
始
め
と
す
る
別
の
資
料
か
ら
再
構
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
判
断
力
批
判
』

の
第
二
部
で
カ
ン
ト
は
目
的
論
的
な
合
目
的
性
の
概
念
を
取
り
扱
っ
て
い
る。

美
学
的
な
判
断
を
支
え
る
合
目
的
性
は、

人
間
の
認
識
諸
能
力
の
調

つ
ま
り
そ
れ
は
機
械
論
的
な
因
果
法
則
に
よ
る
だ
け

「
自
然
の
諸
結
合
や
諸
形
式
が
目
的
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
概
念
は、

自
然
の
機
械
的
組
織
に
し
た
が
っ

(
26)
 

た
因
果
性
の
法
則
で
は
充
分
で
な
い
よ
う
な
自
然
の
諸
現
象
を
規
則
の
も
と
に
も
た
ら
す、

少
な
く
と
も
さ
ら
な
る
原
理
で
あ
る
こ

こ
の
目
的
諭
的
な
合
目
的
性
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る。

す
な
わ
ち
有
機
的
存
在
者
は、

果
に
関
し
て
何
ら
か
の
理
性
概
念
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
る。

し
か
も
そ
れ
は、

自
然
に
お
け
る
何
ら
か
他
の
理
性
的
存
在
者
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く、

む
し
ろ
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
自
ら
の
原
因
と
結
果
を
含
ん
で
い
る。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
も
の
は、

自
然
の
根
底
に
あ
る
超
感
性
的
な
知
性
的
原
因
の
所
産

「
わ
れ
わ
れ
が
ま
さ
に
多
く
の
自
然
物
の
内
的
な
可
能
性
を
認
識
す
る
さ
い
に、

合
目
的
性
が
根
底
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
自
然
物
と
そ
し
て
一

般
に
世
界
を
あ
る
知
性
的
な
原
因
（
神）

(
27)
 

考
え
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い。
」

し
か
し
美
学
的
判
断
の
場
合
と
同
じ
く、

な
判
断
力
の
格
律
と
し
て、

で
は
説
明
で
き
な
い
自
然
現
象
の
説
明
を
可
能
に
す
る。

わ
け
で
あ
る
か
ら、

J

の
第一
一
部
を
め
ぐ
る
両
者
の
確
執
は、

の
所
産
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
に
よ
る
以
外
に、

カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
な
合
目
的
性
は、

客
硯
的
な
認
識
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
反
省
的

わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
な
認
識
を
導
く
た
ん
な
る
手
引
に
す
ぎ
な
い
。

「
な
ぜ
な
ら、

『
人
類
史
の
哲
学
の
構

そ
の
形
式
の
原
因
お
よ
び
結

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
合
目
的
性
を

わ
れ
わ
れ
は
日
然
の
う
ち
な
る
諸
目
的
を
意
図
的
な
も

た
だ
自
然
の
所
産
に
つ
い
て
反
省
す
る
さ
い
に、

こ
の
慨
念
を
判
断
力
の

塙
き
の
糸
と
し
て
つ
け

加
え
て
考
え
る
に

(
28)
 

す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら、

こ
れ
ら
の
諸
目
的
は
客
体
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い。
」

自
然
に
お
い
て
人
間
を
含
め
た
有

ヘ
ル
ダ
ー
は
一

七
八
五
年
の

ei
n
er
 a
ll
g
e
m
ei
n
e
n
 



た
か
も
そ
れ
が
超
惑
性
的
な
原
因
の
所
産
で
あ
る
か
の
よ
う
に
想
定
し
て、

認
識
を
す
す
め
る
べ
き
だ
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

く
ま
で
も
機
械
論
的
な
因
果
連
関
の
網
を
密
に
し
て
い
く
よ
う
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ず、

こ
の
目
的
論
的
な
合
目
的
性
と
は、

無
限
に
絡
み
合
っ
て
い
る
機
械
論
的
な
因
果
連
関
の
う
ち
に
独
自
な
枠
組
み、

あ
る
い
は
布
置
を
神
の
摂
理
と
し
て
浮
き

カ
ソ
ト
は
こ
の
よ
う
な
認
識
論
的
前
提
に
し
た
が
っ
て
彼
の
歴
史
哲
学
を
展
開
す
る。

そ
の
概
略
は
『
判
断
力
批
判』

の
八―――。ハ
ラ
グ
ラ
フ
に
見
ら
れ
る
が、

主
要
な

展
開
は
一

七
八
四
年
の
『
一

般
歴
史
考
』

お
よ
び
一

七
九
五
年
の
『
永
久
平
和
の
た
め
に
』

「
人
間
的
な
こ
と
が
ら
の．．．
 非
合
理
な
経
過
の
う
ち
に
あ
る
自
然
の
意
図
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き、

に
行
動
し
て
い
る
被
造
物
に
つ
い
て、

そ
し
て
自
ら
の
計
画
を
持
た
ず

(
29)
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
の
一

定
の
計
画
に
し
た
が
っ
た
歴
史
が
こ
の
自
然
の
意
図
か
ら
可
能
な
の
で
は
な
い
か
」

と
こ
の
哲

学
者
は
一

七
八
四
年
に
問
う。

そ
し
て
彼
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
る
が、

カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば
「
人
類
の
歴
史
は、

全
体
と
し
て
み
れ
ば、

内
的
に
完
全
で、

の
隠
さ
れ
た
計
画
の
遂
行
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る。

そ
し
て
こ
の
国
家
体
制
は、

そ
こ
に
お
い
て
自
然
が
人
間
の
う
ち
な
る
そ
の
全
て
の
素
質
を
完
全
に
展
開
さ
せ
る

(
30)
 

こ
と
が
で
き
る
唯
一

の
状
態
と
し
て
あ
る。
」

人
間
は
人
間
に
と
っ
て
狼
で
あ
る
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
か
ら
く
る
死
の
恐
怖
が
人
間
た
ち
を
強
制
し
て、

内
的
に
完
全

(
31)
 

な
国
家
体
制
へ
と
駆
り
立
て
る。

ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
諸
国
家
間
の
軍
事
的
な
院
み
合
い
か
ら
湧
き
上
が
る
戦
争
の
恐
怖
が
諸
国
家
を
強
制
し
て、

国
際
乎

(
32)
 

和
に
途
を
拓
か
せ
る。

こ
う
し
て
自
然
は、

人
間
の
意
志
と
は
関
わ
り
な
し
に、

全
般
的
な
法
治
状
態
を
も
た
ら
す。

こ
の
平
和
な
市
民
社
会
と
そ
こ
に
展
開
す
る
文
化

が
自
然
の
目
的
を
な
し
て
い
る。

そ
し
て
こ
の
自
然
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
は
じ
め
て、

創
造
の
究
極
目
的
で
あ
る
人
間
の
道
徳
的
な
完
成
を
可
能
に
す
る
客
観
的
条
件

(
34)
 

が
形
成
さ
れ
る。

つ
ま
り
自
然
が
創
り
出
す
政
治
的
な
安
定
が
道
徳
的
な
陶
冶
の
た
め
の
条
件
を
調
え
る。

カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
が
展
開
す
る
こ
の
よ
う
な
図
式
は、

そ

の
ま
ま
一

七
世
紀
か
ら
一

八
世
紀
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。ハ

史
の
進
展
に
合
致
し
て
い
る。

す
な
わ
ち
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る。

「
し
た
が
っ
て
道
徳
的
な
世
界
の
展
開
は、

開
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る。

い
て
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
る。

上
が
ら
せ
る
主
観
の
原
理
に
す
ぎ
な
い
。

い
え
ば、

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

し
か
も
そ
の
場
合
で
も、

わ
れ
わ
れ
は
あ

そ
れ
だ
け
が
確
実
な
経
験
的
認
識
を
保
証
す
る。

そ
れ
故
歴
史
の
領
域
に
つ
い
て

(
Z
u
rn
 e
wi
ge
n
 F
ri
e
d
e
n,
 
Ei
n
 p
hil
os
o
p
his
c
h
er
 E
nt
w
u
rf)

に
お

そ
の
場
合
の
論
証
は
も
っ
ば
ら
近
代
ョ
ー
ロ
ッ
パ

史
の
展

し
か
も
そ
の
目
的
の
た
め
に
外
的
に
も
完
全
な
国
家
体
制
を
も
た
ら
す
た
め
の
自
然

ま
さ
に
そ
れ
に
先
だ
っ
て
確
保
さ
れ
た
政
治
的
安
定
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
う
の
が、

」
、

四

r

／

ー一

八
世
紀
の
基
本
的
な
状
況

で
あ
る。

宗
教
的
な
対
立
が
政
治
的
に
中
性
化
さ
れ、

戦
争
が
純
粋
な
国
家
間
の
戦
争
へ
と
制
限
さ
れ
て
よ
う
や
く、

新
し
い
ェ
リ
ー
ト
が
発
展
で
ぎ
る
社
会
的
領
域



カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

す
る
自
然
n
at
u
r
a
d
a
e
d
al
a
 r
er
u
m)

以
下
の
も
の
で
は
な
い
。

の
自
然
の
機
械
的
な
歩
み
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
の
合
目
的
性
は、

し
て
運
命
と
名
づ
け
ら
れ
る
が、

世
界
の
歩
み
の
な
か
で
こ
の
原
因
の
合
目
的
性
を
考
え
る
場
合
に
は、

人
類
の
客
観
的
な
最
終
目
的
を
目
ざ
し
て
こ
の
世
界
の
歩
み
を

(
36)
 

前
も
っ
て
決
定
す
る
よ
り
高
い
原
因
で
あ
る
深
層
の
叡
知
と
し
て
摂
理
と
呼
ば
れ
る。
」

カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
哲
学
に
対
し
て、

ヘ
ル
ダ
ー
の
歴
史
哲
学
は
歴
史
発
展
の
図
式
に
つ
い
て
で
は
な
く、

む
し
ろ
認
識
論
的
な
前
提
に
つ
い
て
対
立
す
る。

ヘ
ル
ダ
ー
も
ま
た
カ
ソ
ト
と
同
じ
よ
う
に、

摂
理
に
よ
っ
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ

が
内
乱
状
態
か
ら
啓
蒙
主
義
に
到
達
し
た
こ
と
を
讃
え
る。

が
考
え
も
し
な
か
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
た。

欠
乏
と
悲
惨
と
危
険
が
両
陣
営
の
間
に
第
三
の
階
級
を
も
た
ら
す。

そ
れ
は
い
わ
ば
こ
の
偉
大
な
活
動
的
有
機
体
の
暖
か

て
騎
士
階
級
と
僧
侶
階
級
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
時
代
は、

い
血
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
こ
の
有
機
体
は
腐
朽
す
る。

そ
れ
は
科
学
と
有
用
な
活
動
と
競
争
的
な
技
術
的
勤
勉
の
階
級
で
あ
る。

こ
の
階
級
に
よ
っ

(
37)
 

し
か
し
た
だ
ゆ
っ
く
り
と
終
結
を
迎
え
る。
」

こ
う
し
て

彼
も
ま
た

市
民
的
な
ョ
ー
ロ
ッ
バ
の
形

必
然
的
に、

成
を
歓
迎
す
る。
し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
歴
史
の
こ
の
よ
う
な
合
目
的
性
は、
カ
ソ
ト
の
よ
う
に
反
省
的
判
断
力
の
作
用
に
も
と
づ
く
主
観
自
身
の
原
理
で
は
な
い
。

乎
和
の
た
め
に
』

は、

さ
ら
に
神
の
摂
理
と
し
て
理
解
す
る。

市
民
社
会
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と、

が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
背
景
に
お
い
て
よ
う
や
く、

(
35)
 

的
な
安
定
の
産
物
だ
っ
た。
」

そ
の
作
用
の
法
則
に
関
し
て
は
わ
れ
わ
れ
に
は
知
ら
れ
ぬ
原
因
に
よ
る
強
制
と

人
間
た
ち
の
争
い
か
ら、

れ
う
る
と
い
う
楽
観
主
義
的
な
希
望
は、

支
配
的
な
均
衡
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

六
五

「
今
や
圧
迫
と
反
挽
は、

両
陣
営

ま
さ
に
彼
ら
の
意
志
に
反
し
て
協
調
を
生
じ
さ
せ
る
合
目
的
性
が、

そ
の
明
証
性
を
獲
得
し
た
。

し
た
が
っ
て
道
徳
的
な
進
歩
は、

歴
史
的
な
運
関
の
う
ち
に
お
く
な
ら
ば、

政
治

宗
教
戦
争
の
混
乱
の
な
か
か
ら
絶
対
主
義
国
家
が
形
成
さ
れ、

こ
の
絶
対
主
義
国
家
が
た
ん
に
国
内
的
な
平
和
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く、

ァ
リ
ア
条
約
を
通
じ
て
国
際
的
な
平
和
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が、

た
と
え
ば
ヴ
ェ
ス
ト
フ

カ
ン
ト
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
は
人
間
理
性
の
意
図
に
も
と
づ

く
も
の
で
は
な
い
と
彼
は
考
え
る。

な
ぜ
な
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
が
指
摘
し
た
よ
う
に、

絶
対
主
義
国
家
と
そ
の
諸
成
果
は、

人
間
の
敵
対
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
う
し
て
内
乱
の
地
獄
の
な
か
か
ら
啓
蒙
主
義
的
な
一

八
世
紀
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と、

絶
望
の
深
い
闇
の
な
か
か
ら
道
徳
的
な
完
成
へ
の
希
望
の
光
に
溢
れ
た

こ
の
こ
と
が
カ
ソ
ト
の
言
う
自
然
の
計
画
の
具
体
的
内
容
を
な
し
て
い
る。

そ
し
て
歴
史
の
こ
の
歩
み
を
一

七
九
五
年
の
『
永
久

「
こ
の
保
障
（
保
証）

を
も
た
ら
す
も
の
は、

偉
大
な
る
芸
術
家
と
し
て
の
自
然
（
諸
物
を
巧
妙
に
産
出

市
民
的
な
人
間
の
道
徳
的
進
歩
に
対
す
る
歴
史
哲
学
的
な
信
仰
は、

こ

が
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
。
·
：
内
乱
は
終
結
し、

戦
争
は
市
民
の
民
間
の
領
域
に
は
可
能
な
か
ぎ
り
僅
か
な
影
響
し
か
与
え
な
か
っ
た。

さ
ら
に
戦
争
そ
の
も
の
が
排
除
さ

一

般
に
安
全



暗
い
時
代
の
思
想
家
た
ち

カ
ソ
ト
か
ら
み
れ
ば、

筑
波
大
学

て
諸
事
物
の
本
質、

哲
学
・
思
想
学
系
論
集

カ
ソ
ト
の
歴
史
哲
学
を
扱
っ
た
学
位
論
文
の
構
想
を
語
っ
て

「
そ
れ
に
つ
い
て
何
ら
か
の

そ
の
形
態
と
連
関、

そ
の
成
り
行
き
と
保
存
を
調
え
た。

そ
の
結
果、

偉
大
な
世
界
建
築
か
ら
蛛
蜘
の
巣
の
糸
に
到
る
ま
で、

(
38)
 

と
善
と
力
が
支
配
し
て
い
る。
」

自
然
に
は
文
字
ど
お
り
神
の
摂
理
に
も
と
づ
く
合
目
的
性
が
付
与
さ
れ
る。

カ
ソ
ト

『
純
粋
理
性
批
判』

で
確
立
さ
れ
た
認
識
論

「
豊
か
な
精
神
を
持
っ
た
わ
が
著
者
は、

作
品
を
継

「
神
は
自
然
に
お
け
る
全
て
の
も
の
を
程
度
と
数
量
と
重
量
に
関
し
て
秩
序
づ
け、

神
は
そ
れ
に
し
た
が
っ

た
だ
ひ
と
つ
の
叡
知

ヘ
ル
ダ
ー
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は、

経
験
の
限
界
を
超
出
し
た
独
断
論
の
妄
想
と
映
る。

カ
ン
ト
は
一
七
八
五
年
に
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
人
類
史
の

哲
学
の
構
想』

第
一

部
お
よ
び
第
二
部
へ
の
書
評
を
発
表
す
る
が、

続
し
て
い
く
う
ち
に
確
固
た
る
地
盤
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
が、

そ
こ
で
ヘ
ル
ダ
ー
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る。

そ
こ
で
彼
が
彼
の
生
き
生
き
と
し
た
天
才
に
若
干
の
拘
束
を
課
す
る
よ
う
に。

そ
し
て
哲
学
の
配
慮
は
豊

富
な
芽
生
え
を
推
進
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
刈
り
込
む
こ
と
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
が、

推
測
さ
れ
た
法
則
に
よ
っ
て
で
は
な
く
観
察
さ
れ
た
法
則
に
よ
っ
て、

…
翼
を
与
え
ら
れ
た
想
像
力
を
介
し
て
で
は
な
く、

構
想
で
は
手
を
拡
げ
る
が
諭
述
で
は
用
心
深

(
39)
 

い
理
性
に
よ
っ
て、

彼
の
企
て
の
完
成
に
導
く
よ
う
に。

こ
の
こ
と
が
…
願
わ
れ
る。
」

こ
う
し
て
み
る
と
ヘ
ル
ダ
ー
は、

以
前
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る。

あ
る
い
は
ヘ
ル
ダ
ー
は、

『
一

般
自
然
史
お
よ
び
天
体
の
理
論』

ヴ
ャ
ル
ク
ー
・
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
(
W
alter
Be
nj
a
mi
n,
 1
892
ー1
940)

証
拠
を
こ
れ
ま
で
に
手
に
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が、

る
の
で
は
な
い
に
し
て
も、

哲
学
が
属
し
て
い
る
学
問
に
関
し
て
は、

彼
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
神
が
現
実
に
歴
史
を
導
い
て
い
る。

第
五
号

こ
の
哲
学
が
彼
を、

仄
め
か
し
に
よ
っ
て
で
は
な
く
明
確
な
概
念
に
よ
っ
て、

カ
ソ
ト
が
独
断
論
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
目
覚
め
る
以
前
の
段
階、

(
A
ll
ge
mei
ne
 Gesc
hic
hte
 u
n
d
 T
heorie
 des
 Hi
m
mels)
 

と
く
に
一

七
七
五
年
の

(
40)
 

の
段
階
の
カ
ソ
ト
に
忠
実
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

は
一

九
二
五
年
に
『
ド
イ
ッ
悲
劇
の
根
源』
(
Urs
pru
n
g
des
 deutsc
he
n
 Tr
a
uers
piels)
 

を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
に
教
授
資
格
申
請
論
文
と
し
て
提
出
し、

却
下
さ
れ
た。

し
か
し
彼
が
当
初
に
学
位
論
文
の
主
題
と
し
て
心
に
描
い
て
い
た
の
は、

の
歴
史
哲
学
で
あ
っ
た。

彼
は
ゲ
ル
ジ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
に
宛
て
た
一

九
一

七
年
一

0
月
二
二
日
の
書
簡
で
カ
ソ
ト
を
高
く
評
価
す
る。

わ
た
し
は
固
く
信
じ
て
い
る。

す
な
わ
ち
哲
学
に
関
し
て
は、

そ
し
て
哲
学
が
ま
さ
に
学
問
を
構
成
し
て
い

カ
ン
ト
の
体
系
を
揺
る
が
す
こ
と、

転
覆
さ
せ
る
こ
と
は
全
く
問
題
に
な
り
得
ず、

(
41)
 

を
し
っ
か
り
と
確
認
し、

普
遍
的
に
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
が
問
題
と
な
る。
」

さ
ら
に
こ
の
書
簡
で
彼
は、

六
六

む
し
ろ
そ
れ



カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

s
piel)

と
の
相
違
を
論
じ
て
い
る。

そ
の
場
合
の
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
を
支
え
る
感
情
は

ン
ヘ
の
親
近
性
が
き
わ
め
て
よ
く
示
し
て
く
れ
る。

根
拠
を、

ら
わ
た
し

ば

ど
う
か、

い
る。

『
判
断
力
批
判』

に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー
と
の
理
論
的
な
対
立

「
こ
の
冬
に
わ
た
し
は
カ
ソ
ト
と
歴
史
に
関
し
て
仕
事
を
始
め
る
だ
ろ
う。

こ
の
点
に
関
し
て
必
要
な
完
全
に
積
極
的
な
内
容
を
歴
史
的
な
カ
ソ
ト
に
見
出
す
か

わ
た
し
に
は
ま
だ
分
か
ら
な
い。

ま
た
わ
た
し
が
こ
の
仕
事
か
ら
わ
た
し
の
学
位
論
文
を
展
開
で
き
る
か
ど
う
か
も、

の
た
め
に
』
）

を
読
ん
で、

て
ま
ず
い。

学
テ
ー
ゼ
』

六
七

『
判
断
力
批
判』

に
お
い
て、

対
象
の
合

こ
れ
に
関
係
し
た
カ
ソ
ト
の
著
作
を
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
か
ら
だ。

多
く
の
き
っ
か
け
や
関
心
と
な
ら
ん
で
わ
た
し
を
こ
の
主
題
へ
と
誘
っ
た
最
終
的
な

わ
た
し
は
次
の
点
に
認
め
た
と
信
ず
る。

す
な
わ
ち
現
実
に
規
範
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
哲
学
的
直
観
の
最
終
の
形
而
上
学
的
尊
厳
性
は、

そ
れ
が
歴
史
と
対
決

(
042)
 

す
る
さ
い
に
最
も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
の
だ
」

し
か
し
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
こ
の
仕
事
は
す
ぐ
彼
に
失
望
を
も
た
ら
す。

彼
は
同
年
―
二
月
二
三
日
前
後
に
再
び、ソ
ョ
ー
レ
ム

『
永
久
平
和

わ
た
し
の
張
り
つ
め
て
い
た
期
待
は
裏
切
ら
れ
た。

こ
の
こ
と
は
わ
た
し
の
博
士
論
文
の
主
題
に
関
す
る
わ
た
し
の
計
画
に
と
っ
て
き
わ
め

し
か
し
わ
た
し
は、

わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
あ
る
歴
史
哲
学
的
な
諸
著
作
に
本
来
的
に
関
係
す
る
点
を
こ
の
二
つ
の
作
品
の
う
ち
に
全
く
見
出
さ
な
い
…。

カ

ソ
ト
に
お
い
て
は
歴
史
よ
り
も
む
し
ろ、

倫
理
的
な
関
心
が
も
つ
一

定
の
歴
史
的
配
列
原
理
が
問
題
と
な
っ
て
い
る。

し
か
も
ま
さ
に
こ
の
歴
史
の
倫
理
的
な
側
面
は、

特
殊
な
観
察
で
は
近
づ
け
な
い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り、

自
然
科
学
的
な
観
察
の
仕
方
と
方
法
が
主
張
さ
れ
て
い
る。
」

こ
う
し
て
カ
ソ
ト
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
の
学
位
論
文
の
か
わ
り
に
『
ド
イ
ッ
悲
劇
の
根
源』
が
書
か
れ、

歴
史
哲
学
に
関
し
て
は、

死
の
直
前
に
な
っ
て
『
歴
史
哲

(
Gesc
h
ic
hts
p
h
iloso
p
hisc
he
 T
hesen,
 1940)

が
重芦
芸
J迫追
さ
h
た。
エ
J

し
て
こ
れ
ま
で
踪
てつ
け
て
き
た
経
綺
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に、

こ
れ
ら
の

作
品
の
な
か
に
は、

(
Tra
uer
lic
h
keit)

 
ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
を
カ
ン
ト
ヘ
引
き
寄
せ
た
も
の
が
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る。

を
さ
ら
に
生
々
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は、

カ
ソ
ト
に
対
す
る
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
屈
折
し
た
関
係
が
貴
重
な
手
助
け
を
与
え
る。

目
的
性
が
た
ん
に
主
観
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は、

カ
ソ
ト
の
体
系
の
な
か
で
は
具
体
的
に
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か。

こ
の
こ
と
は、

バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
ド
イ
ッ
悲
劇
を
扱
っ
た
『
ド
イ
ッ
悲
劇
の
根
源』
に
お
い
て、

に
き
わ
め
て
近
い
。

さ
て
カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば、
「
虚
伶、

忘
恩、

目
的
を
追
求
し
て
人
々
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
害
悪
を
加
え
合
っ
て
い
る、

に
宛
て
た
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
(
T
ra
godie)

と
バ
U
ッ
ク
悲
劇
(
Tr
a
uer-

カ
ソ
ト
が
崇
高
概
念
を
分
析
し
た
際
に
崇
高
な
惑
情
と
し
て
規
定
し
た
悲
哀

不

正、

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
は
重
要
で
偉
大
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る

(
44)
 

そ
の
よ
う
な
目
的
の
う
ち
に
あ
る
子
供
じ
み
た
こ
と」

を
目
の
あ
た
り
に
し
た
時、

悲
哀
の
感

「
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
関
し
て
言
え
ば、

J

の
問
題
を
扱
っ
た
二
つ
の
主
要
著
作
（
『
一

般
歴
史
考』
、

J

の
こ
と
に
懸
っ
て
い
る。

ベ
ソ
ヤ`
‘‘

な
ぜ
な



に
強
調
し
て
い
る。

宗
教
戦
争
と
い
う
歴
史
的
な
経
験
が
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
世
界
を
規
定
し
て
い
る。
「
：．
II

悲
劇
II

と
い
う
言
葉
は、

(
48)
 

史
的
な
出
来
事
に
同
じ
よ
う
に
当
て
は
ま
っ
た。
」

宗
教
戦
争
の
こ
の
混
乱
の
な
か
か
ら
絶
対
主
義
国
家
が
立
ち
現
わ
れ
て
き
た。

そ
し
て
絶
対
主
義
国
家
の
頂
点
に
立

ち、

そ
の
人
格
的
表
現
を
な
す
絶
対
君
主
が、

バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
主
人
公
と
な
る。

絶
対
君
主
は
歴
史
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
る。

に、

絶
対
君
主
は
神
の
如
き
権
力
を
手
中
に
す
る。

し
か
し
彼
は
被
造
物
と
し
て
現
世
の
宿
命
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

陰
謀
と
反
乱
の
恐
怖
の
な
か
で
彼
は
い
や
お
う
な

し
に
暴
君
と
化
し、

破
滅
し
て
い
く。

「
一

七
世
紀
の
君
主、

被
造
物
の
頂
点
が、

火
山
の
よ
う
に
突
如
と
し
て
錯
乱
し、

彼
の
ま
わ
り
に
い
る
全
て
の
廷
臣
も
ろ
と
も

(
49)

（

50)
 

自
ら
を
破
滅
さ
せ
る。
」

こ
の
よ
う
な
事
態
は、

君
主
の
絶
大
な
支
配
権
力
（
神
的
性
格）

と
貧
弱
な
支
配
能
力
（
人
間
的
性
格）

と
の
乖
離
に
も
と
づ
い
て
い
る。

そ

し
て
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
は、

君
主
の
没
落
の
う
ち
に
人
間
の
一

般
的
な
運
命
が
最
も
尖
鋭
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す。

神
に
も
似
た
偉
大
な
権
力
を
与
え
ら

れ
た
人
間
も
ま
た
苦
悩
と
破
滅
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
ほ
ど、

現
世
に
お
け
る
摂
理
の
不
在
を
端
的
に
表
わ
す
も
の
が
他
に
あ
ろ
う
か。

こ
う
し
て
舞
台
の
暴

君
は、

彼
が
人
間
の
一

般
的
な
条
件
を
表
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

ド
イ
ツ
の
バ
u
ッ
ク
悲
劇
を
特
徴‘・つ
け
る
こ
の
よ
う
な
世
界
観
は、

筑
波
大
学

情
が
生
ま
れ
る。

そ
し
て
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
に
よ
れ
ば、

バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
は
ま
さ
に
現
世
の
こ
の
よ
う
な
無
意
味
さ
に
対
し
て
湧
き
上
が
る
惑
情
に
も
と
づ
い
て
い
る。

＜
探
究
す
る
人
間
は、

中
途
半
端
で
不
正
な
行
為
か
ら
な
る
一

面
の
廃
墟
と
し
て
の
現
存
在
の
う
ち
に
自
分
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
の
を
見
出
す。
．．．
 感
情
は、

虚
な
世
界
を
眺
め
て
不
思
議
な
満
足
を
得
る
た
め
に、

(
45)
 

る。
」
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
は
こ
の
悲
し
み
の
眼
な
ざ
し
の
下
に
世
界
を
見
る。

世
界
は
全
く
無
意
味
な
空
掻
ぎ
と
し
て、

果
し
な
い
愚
行
の
連
続
と
し
て、

何
の
役
に
も
立

た
ぬ
血
腟
い
殺
叡
の
繰
り
返
し
と
し
て
現
わ
れ
る。

そ
こ
で
は
時
間
は
積
極
的
な
意
味
を
失
な
う。

因
果
系
列
を
ど
こ
ま
で
辿
っ
て
も、

質
的
に
新
し
い
要
素
は
現
わ
れ

な
い
。

か
く
し
て
時
間
は
空
間
化
さ
れ、

歴
史
は
た
だ
一

回
の
破
局
の
光
景
と
な
る。

時
に
徴
分
法
に
到
っ
た
の
と
同
じ
形
而
上
学
的
な
傾
向
が
生
ず
る。

ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
時
間
的
な
運
動
の
経
過
は、

空
間
の
形
象
で
言
い
表
わ
さ
れ
分
析
さ
れ

(
46)
 

る。
」

宗
教
的
に
言
え
ば、

こ
の
よ
う
な
世
界
に
は
救
済
の
可
能
性
は
見
出
さ
れ
な
い
。

人
類
を
救
済
へ
と
導
く
摂
理
や
神
の
世
界
計
画
を
求
め
て
も
空
し
い
。

自
然
は

慈
愛
に
満
ち
た
芸
術
家
と
し
て
目
的
論
的
な
合
目
的
性
を
帯
び
る
こ
と
は
な
い
。

っ
て
い
る
と
し
て
も、

救
済
は
神
の
救
済
計
画
の
遂
行
の
中
に
で
は
な
く、

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

新
し
い
主
権
概
念
の

登
場
と
と
も

一

七
世
紀
に
お
い
て
は
戯
曲
と
歴

(
Tr
au
er)

で
あ

「
も
し
歴
史
が
世
俗
化
さ
れ
て
光
景
と
な
る
な
ら
ば、

精
密
科
学
に
お
い
て
は
同

「
ド
イ
ッ
悲
劇
は
現
世
の
絶
望
の
う
ち
に
完
全
に
埋
没
し
て
い
る。

そ
れ
が
救
済
を
知

(
047)
 

む
し
ろ
こ
の
宿
命
そ
の
も
の
の
深
み
の
う
ち
に
あ
る
」

一

七
世
紀
の
絶
対
主
義
的
な
状
況
に
固
く
結
び
つ
い
て
い
る。
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
こ
の
こ
と
を
と
く

さ
ら
に
殉
教
者
と
し
て
の
規
定
を
帯
び
る。

J

の
世
界
に
仮
面
を
つ
け
る
よ
う
に
新
し
い
生
命
を
吹
き
込
む
が、

「
ど
の
専
制
君
主
劇
の
う
ち
に
も
殉
教
者
悲
劇

そ
の

際
の
心
が
悲
し
み

六
入

J

の
空

「
深



カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

の
側
面
か
ら
み
れ
ば、

人
間
に
と
っ
て
自
由
は
存
在
し
な
い
。

の
要
素
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
に
は、

さ
き
に
挙
げ
た
一

九
一

七
年
―

0
月
二
二
日
の
書
簡
で
ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は、

限
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
が、

ち
に
は
必
ず
芸
術
が
含
ま
れ
て
い
る
（
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
る）

と
い
う
こ
と
は、

全
く
真
実
で
あ
る。

そ
し
て
カ
ソ
ト
の
散
文
そ
れ
自
体
が
高
度
な
芸
術
散
文
の
極

(
52)
 

わ
た
し
の
確
信
で
も
あ
る。

さ
も
な
け
れ
ば
『
純
粋
理
性
批
判』

が
ク
ラ
イ
ス
ト
を
根
底
ま
で

揺
さ
ぶ
っ
た
で

あ
ろ
う
か。
」

ッ
悲
劇
の
根
娠』

で
展
開
さ
れ
て
い
る
世
界
観
に
照
ら
し
て
み
る
と、

め
と
す
る
カ
ソ
ト
の
諸
著
作
は、

ま
さ
に
同
じ
よ
う
な
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
的
な
実
存
を
理
論
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る。

ベ
ソ
ヤ`
、、
ソ
に
学
位
論
文
の
題
材
を
提
供
す
る

(
53)
 

よ
う
に
思
わ
れ
た
カ
ソ
ト
哲
学
の
魅
力
的
な
位
相
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る。

崇
高
概
念
の
分
析
に
お
い
て、

(
51)
 

さ
し
て
深
い
研
究
は
い
ら
な
い。
」

カ
ソ
ト
哲
学
の
條
大
さ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

た
し
か
に
一

七
八
一

年
の
『
純
粋
理
性
批
判』

カ
ソ
ト
は
理
念
と
世
界
と
の
深
い
断
絶
を
強
調
し
て
い
た。

に
と
っ
て
理
念
は
い
ぜ
ん
と
し
て
自
然
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
は
し
な
か
っ
た。

ま
た
美
的
判
断
に
お
け
る
概
念
の
合
目
的
性
も、

し、

目
的
論
的
な
合
目
的
性
も
客
観
的
認
識
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た。

そ
し
て
『
純
粋
理
性
批
判』

に
お
い
て
は、

精
神
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
こ

の
分
裂
は
さ
ら
に
絶
望
的
な
様
相
を
示
す。

ゲ
ー
テ
は
こ
の
作
品
に
は
親
し
め
な
か
っ
た
が、

性
は
自
然
に
は
属
さ
ず、

そ
こ
で
は
人
間
の
理
性
は
完
全
に
世
界
の
外
に
立
っ
て
い
る。

人
間
の
理

し
た
が
っ
て
自
然
の
必
然
的
な
因
果
連
関
の
網
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。

状
態
を
規
定
す
る
い
か
な
る
状
態
も
先
行
し
な
い
。

す
な
わ
ち
理
性
は、

諸
現
象
を
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
す
る
惑
性
的
な
諸
条
件
の
系
列
に
は
全

(
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＜
属
さ
な
い。
」
そ
れ
故
に
人
間
が
自
ら
の
理
性
を
慟
ら
か
せ
て
行
な
う
行
為
は、

二
重
の
因
果
性
の
下
に
置
か
れ
る。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
一

方
で
は、

づ
く
も
の
と
し
て
そ
の
結
果
と
み
な
さ
れ
る。

「
あ
ら
ゆ
る
行
為
は、

＿
ヽ

L

1

／
ブ

現
絞
と
し
て
み
れ
ば、

人

こ
の
理
性
に
も
と

そ
れ
が
他
の
諸
現
象
と
と
も
に
あ
る
時
間
関
係
を
度
外
視
す
れ
ば、

純
粋
理
性
の
可
想
的
な
性
格

の
直
接
の
結
果
で
あ
る。

す
な
わ
ち
純
粋
理
性
は
自
由
に
行
為
し、

自
然
原
因
の
網
の
な
か
で
外
的
あ
る
い
は
内
的
な、

し
か
し
時
間
に
関
し
て
は
先
行
し
て
い
る
諸
原

命）

因
に
よ
っ
て
力
学
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
し
か
し
他
方
で
は
こ
の
行
為
は、

自
然
に
属
す
る
も
の
と
し
て
自
然
法
則
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る。

そ
し
て
こ

「
現
象
に
お
け
る
人
間
の
一

切
の
行
動
は、

彼
の
経
験
的
な
性
格
お
よ
び
そ
れ
と
と
も
に
作
用
す
る
他
の

諸
原
因
か
ら
自
然
の
秩
序
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る。

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
確
信
を
も
っ
て
予
言
し、

そ
れ
に
先
行
す
る
諸
条
件
か
ら
必
然
的
な
も
の
と
し

(
56)
 

、
。

て
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
的
行
為
は
ひ
と
つ
も
な
い
だ
ろ
う。

こ
う
し
て
こ
の
経
験
的
な
性
格
に
開
し
て
は、

自
由
は
存
在
し
な
し
」

「
理
性
は
変
化
し
な
い·
:。

理
性
の
う
ち
に
は、

後
か
ら
く
る

た
ん
に
主
観
的
原
理
に
止
ま
っ
て
い
た

『
判
断
力
批
判』

の
な
か
で
自
然
の
合
目
的
性
を
認
め
た
時
で
さ
え、

彼

(
K
riti
k
 
d
e
r
 r
ei
n
e
n
 
V
e
r
n
u
n
ft
)
 

を
は
じ

『
ド
イ

「
偉
大
な
学
問
的
創
造
の
う



ニ
の
よ
う
な
悲
観
主
義
は、

『
判
断
力
批
判
』

の
う
ち
に
も
不
気
味
な
基
底
音
と
し
て
嗅
り
続
け
る。

こ
う
し
て
人
間
は
無
慈
悲
な
世
界
に
取
り
残
さ
れ
る。

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

間
は
た
ん
な
る
自
動
機
械
に
す
ぎ
な
い
。

世
界
の
外
に
立
つ
理
性
の
眼
前
で、

『
判
断
力
批
判
』

は
歴
史
の
う
ち
に
あ
る
合
目
的
性
に
つ
い
て

こ
の
理
性
自
身
の
行
為
を
含
め
て
世
界
の
全
て
の
過
去
と
全
て
の
未
来
は、

自
然
法
則
に

よ
っ
て
隙
間
な
く
規
定
さ
れ
た
因
果
系
列
と
し
て、

全
て
の
瞬
間
に
原
理
的
に
見
通
さ
れ
う
る
。

理
性
は
世
界
か
ら
退
き、

世
界
に
お
い
て
時
間
は
空
間
化
さ
れ
る。

理

性
が
手
を
捩
い
て
傍
観
す
る
よ
り
他
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
と
し
て、

歴
史
は
た
だ
―

つ
の
光
景
に
凍
り
つ
い
て
し
ま
う。

『
純
粋
理
性
批
判
』

の
こ
の
厳
格
な
二
元
論
か
ら
陰
鬱
な
倫
理
学
が
生
ず
る。

カ
ン
ト
の
倫
理
学
は、

道
徳
性
と
い
う
も
の
を
行
為
に

お

け

る

理
性
の
意
志
に
帰
す

る
。

す
な
わ
ち
行
為
を
規
定
す
る
意
志
が
道
徳
法
則
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

(
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本
質
は、

道
徳
法
則
が
直
接
に
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る。
」

そ
の
行
為
は
道
徳
的
で
あ
る
と
さ
れ
る。

「
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
な
価
値
の

道
徳
的
な
価
値
は
世
界
に
は
属
さ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
必
然
的

に
決
定
さ
れ
た
世
界
に
つ
い
て
人
間
が
な
し
う
る
こ
と
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る。

二
元
論
の
こ
の
帰
結
は、

最
高
善
の
不
可
能
性
に
お
い
て
最
も
痛
切
な
か
た
ち
で
現

わ
れ
る
。

最
高
菩
と
は、

人
間
が
行
為
に
お
い
て
完
全
に
有
徳
で
あ
り、

そ
の
結
果
と
し
て
感
性
界
に
お
い
て
完
全
に
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る。

し
か
し
こ
の
よ

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
践
的
な、

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
よ
っ
て
現
実
に
作
ら
れ
る
べ
き
最
高
の
菩
に
お
い
て

は、

有
徳
性
と
幸
福
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
…
。

し
か
し
こ
の
与
え
ら
れ
た
結
び
つ
き
は
分
析
的
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら、

…
そ
れ
は
綜
合
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
。

し
た
が
っ
て
幸
福
へ
の
欲
求
が
有
徳
性
の
格
律
の
動
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か、

あ
る
い
は
有
徳
性
の
格
律
が
幸
福
の
作
用
原
因
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

前
者
は
端
的
に
不
可
能
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
…
意
志
の
規
定
根
拠
を
自
ら
の
幸
福
へ
の
願
望
の
う
ち
に
置
く
格
律
は、

決
し
て
道
徳
的
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
…。

し
か
し
後
者
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
世
界
に
お
け
る
原
因
と
結
果
と
の
全
て
の
実
践
的
な
結
び
つ
き
は、

意
志
規
定
の
結
果
と
し
て
は
意
志
の

道
徳
的
な
心
情
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く、

自
然
法
則
の
知
識
と
そ
れ
を
自
ら
の
目
的
の
た
め
に
用
い
る
物
理
的
能
力
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て、

て
こ
の
世
界
に
お
い
て
最
高
善
を
も
た
ら
す
に
充
分
な
有
徳
性
と
幸
福
と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
は、

道
徳
法
則
を
最
も
適
確
に
尊
守
し
て
も、

期
待
さ
れ
得
な
い
か
ら

(
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で
あ
る。
」

な
努
力
は
悲
劇
的
な
営
為
と
な
る。

神
の
如
く
完
壁
に
道
徳
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
者
す
ら、

(
59)
 

の
感
情
に
結
び
つ
く。

こ
と
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
道
徳
的
な
努
力
は
憂
鬱
(
M
el
a
nc
h
oli
e)

語
る
一

方
で、

救
済
な
き
暗
黒
の
世
界
に
お
け
る
人
間
の
こ
の
悲
劇
的
状
況
に
目
配
り
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

う
な
因
果
関
係
は
端
的
に
不
可
能
と
さ
れ
る。

筑
波
大
学

第
五
号

い
か
に
道
徳
的
に
努
力
し
て
も
幸
福
が
与
え
ら
れ
る
保
証
の
な
い
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て、

道
徳
的

こ
の
無
意
味
な
世
界
の
無
意
味
な
苦
悩
と
悲
惨
な
死
か
ら
逃
れ
る

つ
ま
り
「
人
間
が
幸
福
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て
い
る

七
0

し
た
が
っ



カ
ン
ト
とヘ
ル
ダ
ー

も
の、
そ
し
て
実
際
に
彼
自
身
の
最
終
の
自
然
目
的
（
自
由
の
目
的
で
は
な
い）

が
人
間
を
特
に
自
ら
の
寵
児
と
し、
全
て
の
動
物
に
先
ん
じ
て
恩
恵
を
旋
す
と
い
う
こ
と
は
全
く
誤
ま
り
で
あ
っ
て、
む
し
ろ
自
然
は
そ
の
破
壊
的
作
用
に
お
い
て、
悪

疫
や
飢
饉
や
洪
水
や
寒
気
や
大
小
の
動
物
の
製
撃
等
々
に
お
い
て、
人
間
を
他
の
全
て
の
獣
と
同
様
に
殆
ん
ど
容
赦
し
な
い。
し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
な
く、
人
間
の
う

ち
な
る
自
然
的
素
質
の
矛
盾
は、
さ
ら
に
彼
を
自
ら
で
考
案
し
た
厄
災
に
陥
れ、
さ
ら
に
支
配
の
重
圧
や
戦
争
の
野
蛮
さ
等
々
に
よ
っ
て
彼
の
同
類
た
ち
を
そ
の
よ
う
な

(bo)
 

苦
境
に
陥
れ
る。」
『
判
断
力
批
判』
に
お
け
る
目
的
論
的
な
世
界
観
の
根
底
に
は、
バ
ロ
ッ
ク
的
な
世
界
観
の
深
い
闇
が
広
が
っ
て
い
る。

す
る
理
性
の
判
断
力
が
よ
う
や
く
美
と
救
済
の
構
図
を
描
き
出
す。
し
か
し
神
の
摂
理
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
合
目
的
性
は、

ぎ
な
い。
カ
ソ
ト
的
な
理
性
が
ふ
た
た
び
自
ら
の
足
許
に
目
を
遣
り、
客
観
的
な
認
識
を
求
め
る
な
ら
ば、

(61)
 

の
バ
ロ
ッ
ク
的
な
位
相
が
ヘ
ル
ダ
ー
に
怖
気
を
ふ
る
わ
せ
る。

(62)
 

ヘ
ル
ダ
ー
が
カ
ン
ト
批
判
を
公
然
と
行
な
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は、
根
本
悪
に
関
す
る
カ
ソ
ト
の
思
想
で
あ
っ
た。
実
際
こ

し
て）
そ
れ
か
ら
の
離
反
を
彼
の
格
律
の
う
ち
に
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
以
外
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い。
彼
が
本
性
か
ら
し
て
悪
だ
と
い
う
こ
と
は、
こ

(63)
 

の
こ
と
が、
類
と
し
て
み
ら
れ
た
人
間
に
つ
い
て
妥
当
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。」
彼
は
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と一
八
世
紀
の
ル
ソ
］
よ
り
も一
七
世

(

64

)
 

紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
に
賛
同
し
て
い
る。
無
垢
の
自
然
状
態
に
つ
い
て
の一
八
世
紀
な
仮
説
は一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う。
こ
う
し
て
人
間
は
人
間
に
と
っ
て
狼
だ
と
す
れ
ば、
平

和
な
法
治
状
態
を
確
保
す
る
た
め
に
は
絶
対
主
義
的
権
力
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る。

(65)
 

る
動
物
で
あ
る。」
カ
ン
ト
が
絶
対
主
義
に
賛
同
す
る
の
は、
こ
の
よ
う
な一
七
世
紀
的
な
人
間
観
に
も
と
づ
い
て
い
る。
し
た
が
っ
て
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
の
専
制
主

義
に
対
す
る
彼
の
信
頼
や、
余
り
に
も
有
名
な
抵
抗
権
の
否
定
は、
世
渡
り
の
た
め
の
外
交
辞
礼
で
も
な
け
れ
ば、

い。
そ
れ
は
む
し
ろ、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
を
惹
き
つ
け
て
止
ま
な
か
っ
た
彼
の
い
わ
ば
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
的
な
世
界
観
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
に
他
な
ら
な
い。
彼
の
思
想
の)3

(66)
 

の
位
相
に
お
い
て
は、
歴
史
は
愚
行
の
瓦
礫
の
山
と
な
り、
暴
君
は
宿
命
と
な
り、
永
久
平
和
も一
篇
の
夢
物
語
と
な
る。

ア
ダ
ム
の
原
罪
以
後
の
陰
鬱
な
世
界
を
生
々
し
く
描
く
こ
と
に
お
い
て、

の
思
想
は一
八
世
紀
の一
般
的
傾
向
と
は
著
る
し
く
か
け
離
れ
て
い
る。

伝

記か
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば、

七

（
時
と

で
あ
る
も
の
は、
彼
に
よ
っ
て
は
決
し
て
達
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う。
…
他
方
で
自
然

た
ん
に
反
省
的
判
断
力
の
所
産
に
す

そ
れ
は
相
変
ら
ず
救
済
な
き
地
獄
を
見
出
す
で
あ
ろ
う。
こ

「
人
間
が
悪
で
あ
る
と
い
う
命
題
は、
…
彼
が
道
徳
法
則
を
意
識
し
て
お
り
な
が
ら、

「
人
間
は
他
の
同
類
た
ち
の
な
か
で
暮
し
て
い
る
時
に
は
主
人
を
必
要
と
す

ド
イ
ツ
の
後
進
性
へ
の
止
む
を
得
ぬ
妥
協
で
も
な

カ
ン
ト
の
思
想
は
古
典
主
義
よ
り
も
む
し
ろ
バ
ロ
ッ
ク
様
式
に
近
い。
あ
る
い
は
ベ
ン
ヤ
ミ

ど
が
解
明
す
る
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
世
界
は、
全
面
的
に
展
開
さ
れ
徹
底
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
崇
高
概
念
に
他
な
ら
な
い。
し
か
し
『
ド
イ
ッ
悲
劇
の
根
瀕』
に
お

一
面
の
廃
墟
の
な
か
で
苦
悩



局
の
光
景
に
擬
固
し
て
い
る。

い
て
ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
が
解
明
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
の
一

七
世
紀
的
な
世
界
に
対
し
て、

ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
ン
ト
に
失
望
す
る。

そ
し
て
ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
に
つ
れ
て、

ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
一

九
一

八
年
に
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
に
一

篇
の
草
稿
を
手
渡
し
た
。

ko
m
m
e
n
d
e
n
 P
hil
o
s
o
p
hi
e)

と
い
う
表
題
を
も
つ
こ
の
作
品
に
お
い
て、

彼
は
カ
ン
ト
哲
学
を
修
正
す
る
試
み
を
行
な
っ
て
い
る。

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は、

に
あ
る
種
の
神
学
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る。

す
な
わ
ち
彼
は、

神
と
直
接
に
結
び
つ
く
よ
う
な
特
別
な
経
験
を
も
た
ら
す
力
を
カ
ソ
ト
哲
学
に

与

え
よ
う
と
す
る。

「
:•
明
ら
か
に
形
而
上
学
の
概
念
に
お
い
て
傑
出
し
た
も
の
は、

な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
彼
は
形
而
上
学
の
た
め
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。

む
し
ろ
そ
れ
は、

全
体
的
な
経
験
を
理
念
に
よ
っ
て
神
概
念
に

(
67)

ア

レ

ゴ

リ

ー

直
接
に
結
び
つ
け
る
そ
の
力
の
う
ち
に
あ
る。
」
後
に
な
っ
て
彼
は
一

九
二
五
年
の
『
ド
イ
ッ
悲
劇
の
根
椋
』

に
お
い
て、

形
而
上
学
が
も
つ
べ
き
こ
の
力
を
寓
意
の
認
識

論
的
機
能
の
う
ち
に
見
出
す。

カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』

の
な
か
で
崇
高
概
念
を
分
析
し
た
際
に
示
し
て
い
た
理
念
と
世
界
と
の
関
係
が、

(
68)
 

意
義
づ
け
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
く
る。

理
念
と
の
逢
か
な
隔
た
り
の
な
か
で、

破
壊
さ
れ、

打
ち
殆
さ
れ
て
地
に
横
た
わ
っ
て
い
る
自
然
は、

寓
意
に
お
い
て
こ
の
理
念

を
逆
照
射
す
る。

廃
墟
と
な
っ
た
世
界
の
無
数
の
破
片
は、

寓
意
の
眼
な
ざ
し
の
も
と
で、

実
現
さ
れ
る
べ
き
理
念
の
輪
郭
を
浮
き
彫
り
に
す
る。

醜
く
歪
ん
だ
世
界
は

今
や
救
済
さ
れ
る
べ

き
も
の
へ
と
変
貌
す
る。

「
空
し
さ
が
こ
の
絶
望
的
な
混
乱
の
な
か
で
意
味
さ
れ、

寓
意
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
り
は、

意
味
す
る
も
の
と
し
て、

寓
意
と
し
て
提
示
さ
れ
る。

復
活
の
寓
意
と
し
て
。

を
行
な
い
つ
つ
ー
寓
意
的
な
観
照
は
急
変
す
る。

寓
意
的
な
沈
思
の
七
年
間
は
た
だ
の
一

日
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
こ
の
地
獄
の
時
間
も
空
間
の
う
ち
に
世
俗
化
さ
れ、

悪

(
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魔
の
深
遠
な
精
神
に
身
を
任
せ
て
（
神
を）

裏
切
っ
た
世
界
も
ま
た
神
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
る。

神
の
世
界
の
う
ち
に
寓
意
家
は
目
醒
め
る。
」

寓
意
を
現
実
認
識
の
梃
子
と
し
た
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
に
も
と
づ
く
歴
史
哲
学
は、

何
よ
り
も
ま
ず
進
歩
の
観
念
に
反
対
す
る。

な
ぜ
な
ら
救
済
な
き
世
界
に
お
け

る
時
間
の
経
過
は、

た
ん
に
同
じ
よ
う
な
破
局
を
積
み
重
ね
て
い
く
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る。

そ
こ
で
は
時
間
は
空
間
化
さ
れ、

遠
い
未
来
に
到
る
ま
で
見
通
せ
る
破

「
新
し
き
天
使
(
A
n
g
el
u
s

N
o
v
u
s)

と
い
う
題
の
ク
レ
ー
の
絵
が
あ
る。

そ
こ
に
は
一

人
の
天
使
が
描
か
れ
て
い
て、

見
つ
め
て
い
る
も
の
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る。

彼
の
眼
は
見
開
か
れ、

彼
の
口
は
開
か
れ、

彼
の
興
は
拡
げ
ら
れ
て
い
る。

歴
史
の
天
使
は
こ
の

り
啓
蒙
主
義
と
古
典
主
義
に
近
づ
い
て
い
く。

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

『
来
る
べ
き
哲
学
の
桐
領
に
つ
い
て
』

カ
ン
ト
は
ヘ
ル
ダ
ー

そ
の
認
識
が
無
効
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

と
に
か
く
カ
ソ
ト
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は

つ
い
に
バ
ロ
ッ
ク
の
死
斑
の
な
か
で
ー
今
は
じ
め
て
後
向
き
に
最
大
の
孤
を
描
き、

救
済

（
と
ゲ
ー
テ
）

彼
は
自
分
が

カ
ン
ト
哲
学

よ
り
積
極
的
で
能
動
的
な

む
し
ろ
そ
れ
自
ら
が
何
か
を

(
U
b
er
 da
s
 Pr
o
gra
m
m
 dE
r

の
思
想
圏
に
近
づ
い
て
い
く。

理
性
は
こ
れ
か
ら
い
か
な
る
関
係
を
も
と
う
と
す
る
の
か
。

こ
の
点
に
な
る
と
ベ

七

つ
ま



がヽ

カ
ン

ト

と
ヘ

ル

ダ
ー

J

の
よ
う
な
努
力
を
続
け
る
人
間
は、

七

一

方
で
冗
礫
の
山
は
彼
の
眼
前
で
天
に
ま
で
達

か

ん

ば
せ

よ
う
に
み
え
る
に
ち
が
い
な
い
。

彼
は
顔
を
過
去
へ
向
け
て
い
る。

わ
れ
わ
れ
の
前
に
は
出
来
事
の
連
鎖
が
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
で、

彼
は
た
っ
た
一

度
の
破
局
を
み
る。

こ
の
破
局
は
絶
え
間
な
く
瓦
礫
の
上
に
瓦
礫
を
積
み
重
ね、

そ
れ
は
彼
の
足
許
を
す
べ
っ
て
い
く。

お
そ
ら
く
彼
は
留
ま
っ
て、

つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
い
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し
強
風
が
楽
園
か
ら
吹
き
つ
け
て
く
る。

そ
れ
は
彼
の
翼
に
は
ら
ま
れ、

る
寓
意
の
急
変
は、

革
命
に
よ
る
現
状
打
破
に
対
応
す
る。

(
71)
 

る。
」
革
命
に
お
い
て
は
じ
め
て、

こ
の
断
片
化
さ
れ
た
世
界
は
理
念
の
う
ち
に
救
済
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

し
か
も
き
わ
め
て
激
し
い
の
で、

天
使
は
も
は
や
翼

を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
強
風
は、

彼
が
背
を
向
け
て
い
る
未
来
へ
と
断
え
間
な
く
彼
を
押
し
や
っ
て
い
く。

(
70
)
 

し
て
い
く。

わ
れ
わ
れ
が
進
歩
と
呼
ん
で
い
る
の
は、

こ
の
強
風
の
こ
と
で
あ
る。
」
今
の
ま
ま
の
世
界
が
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
は、

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
哲
学
に
お
い
て
カ
ン
ト
に
真
向
う
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な
る。

な
ぜ
な
ら
カ
ソ
ト
は、

に
カ
ン
ト
の
体
系
の
発
端
に
お
い
て
は、

死
者
を
起
こ
し、

破
壊
さ
れ
た
も
の
を

ょ
き
も
の
が
自
ず
か
ら
増
大
し
て

く
る
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。

自
然
の
因
果
連
関
の
こ
の
絶
望
的
な
鎖
を
ど
こ
か
で
切
断
し、

救
済
を
一

気
に
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
美
意
識
に
お
け

「
歴
史
の
連
続
性
を
爆
破
す
る
と
い
う
意
識
は、

行
動
の
瞬
間
に
お
け
る
革
命
的
階
級
に
特
有
の
も
の
で
あ

た
ん
に

主
観
的
な
原
理
と
し
て
で
は
あ

れ、

と
に
か
く
自
然
の
う
ち
に
作
用
し
て
い
る
神
の
摂
理
に
つ
い
て、

あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
進
歩
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
9

た
し
か

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に、

自
然
は
概
念
や
理
念
に
関
す
る
合
目
的
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
こ
の
無
慈
悲
で
苛
酷
な
世
界
の
う
ち
に
生
活
す
る
人
間
に
は、

最
高
善
は
拒
ま
れ
て
い
る。

人
間
は、

救
済
な
き
暗
黒
の
世
界
の
な
か
で、

道
徳
法
則
に
も
と
づ

く
無
限
の
努
力
を
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
絶
望
的
な、ソ
ジ
フ
ォ
ス
の
劫
罰
の
な
か
で、

救
済
へ
の
仄
か
な
希
望
が
芽
生
え
る。

る。

さ
ら
に
最
高
善
の
も
う
―
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
完
全
な
幸
福
は、

自
然
原
因
と
し
て
の
神
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る。

つ
ま
り
道
徳
的
努
力

を
続
け
る
理
性
に
は、

最
高
善
の
実
現
を
神
の
摂
理
と
し
て
少
な
く
と
も
信
ず
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る。

最
高
善
を
構
成
す
る
要
素
の
一
っ
は
完
全
な
道

徳
性
で
あ
る

こ
れ
は
主
体
の
無
限
の
道
徳
的
努
力
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る。

そ
し
て
こ
の
無
限
の
努
力
を
可
能
と
す
る
た
め
に、

霊
魂
の
不
死
を
信
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ

「
…
幸
福
で
あ
ろ
う
と
す
る
希
望

と、

自
ら
を
幸
福
に
値
す
る
も
の
と
し
よ
う
と
い
う
不
断
の
努
力
と
の
こ
の
よ
う
な
必
然
的
な
結
び
つ
き
は、

自
然
を
根
底
に
置
く
だ
け
で
は
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ

な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は、

道
徳
法
則
に
し
た
が
っ
て
命
令
す
る
最
高
の
理
性
が、

同
時
に
自
然
の
原
因
と
し
て
根
底
に
置
か
れ
る
場
合
に
の
み、

希
望
す
る
こ
と
が
許
さ

(
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れ
る。
」
個
人
は
や
が
て
死
ん
で
い
く
が、

そ
れ
で
も
無
限
の
道
徳
的
努
力
を
続
け
る
な
か
で、

最
高
善
の
実
硯
さ
れ
た
米
世
を
信
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
る。

ま
た
さ
ら
に

こ
の
現
実
の
世
界
を
神
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
目
的
論
的
に
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
る。

最
高
菩
の
理
念



の
く
す
ぶ
る
一
七
世
紀
の
冗
礫
の
山
は、

る。
有
機
的
に
配
列
さ
れ、

そ
こ
か
ら
神
の
摂
理
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る。

ら
ゆ
る
自
然
研
究
は、

こ
の
道
徳
的
な
理
性
使
用
に
合
致
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば、

世
界
は
ひ
と
つ
の
理
念
か
ら
生
じ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ

(
74
)

 

目
的
の
体
系
と
い
う
形
式
に
し
た
が
っ
た
方
向
を
と
る。
」

道
徳
が
歴
史
を
可
能
に
す
る。

倫
理
的
な
関
心
が
は
じ
め
て、

救
済
に
向
か
う
進
歩
を
発
見
さ
せ
る
よ
う
な
歴
史
的
配
列
原
理
を
も
た
ら
す。

こ
の
原
理
に
し
た
が
っ

て
目
的
の
体
系
と
し
て
現
わ
れ
る
自
然
は、

人
間
が
最
高
菩
の
実
現
に
少
し
で
も
接
近
す
る
よ
う
に
作
用
す
る。

自
然
は、

人
間
が
道
徳
的
に
自
己
を
完
成
さ
せ
る
な
ら

ば、

た
ん
に
そ
れ
に
応
じ
て
完
全
な
幸
福
を
保
証
す
る
だ
け
で
は
な
い。

こ
の
合
目
的
的
な
自
然
は、

人
間
が
自
ら
の
理
性
に
し
た
が
っ
て
道
徳
的
に
行
為
し
て
最
高
善

の
主
体
的
な
条
件
を
満
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
物
質
的
条
件
を
調
え
る。

人
間
相
互
の
争
い
か
ら
平
和
な
法
治
状
態
が
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
過
程
を
自
然
の
計
画

あ
る
い
は
神
の
摂
理
と
名
づ
け
る
時、

が
い
か
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
も、

自
然
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
目
的
を
達
成
し
た。

後
は
人
間
が
自
ら、

こ
の
政
治
的
な
安
定
の
も
と
で
最
高
善
に
向
か
っ

て
自
ら
を
道
徳
的
に
陶
冶
し、

道
徳
的
世
界
を
展
開
せ
ね
ば
な
ら
な
い。

つ
ま
り
絶
対
主
義
が
も
た
ら
す
乎
和
な
市
民
社
会
の
も
と
で、

啓
蒙
主
義
が
推
進
さ
れ
ね
ば
な

（
わ）

ら
な
い。

こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
は、

道
徳
的
努
力
を
も
っ
て
始
ま
り、

道
徳
的
努
力
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
終
る。

道
徳
を
媒
介
に
し
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が、

と
に
か
く
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
は、

人
間
の
幸
福
へ
と
向
か
う
歴
史
の
合
目
的
性
と
進
歩
を
容
認
す
る。

絶
対
主
義
国

家
の
も
た
ら
す
政
治
的
な
安
定
の
も
と
で
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
市
民
社
会
と
啓
蒙
主
義
が、

彼
を
一
七
世
紀
の
悲
観
主
義
か
ら
一
八
世
紀
の

楽
観
主
義
へ
と
移
行
さ
せ

一
八
世
紀
の
平
和
と
安
定
の
も
と
で
啓
蒙
と
道
徳
的
陶
冶
が
今
こ
そ
可
能
だ
と
信
ず
る
理
性
は、

過
ぎ
去
っ
た
苛
酷
な
時
代
の
う
ち
に
神
の
摂
理
を
認
め
る。

硝
煙

ぎ
な
い
と
し
て
も、

着
実
に
よ
き
方
向
に
向
か
う
自
然
と
歴
史
が
可
能
と
な
る。

自
然
は
人
間
性
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も、

整
備
し
て
い
く。

こ
の
安
定
し
た
進
歩
の
な
か
で、

い
た
冷
た
く
無
意
味
な
世
界
は、

法
則
に
固
執
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

の
実
現
は、

「
道
徳
的
な
理
性
使
用
は
完
全
に
最
高
善
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
が、
•••
も
し
世
界
が

カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
は
自
然
の
こ
の
作
用
を
述
べ
て
い
る。

絶
対
主
義
国
家
は
慈
悲
深
い
自
然
の
贈
物
と
し
て
現
わ
れ
る。

そ
れ

一
八
世
紀
の
青
空
の
も
と
で
意
味
を
与
え
ら
れ
る。

た
と
え
道
徳
的
決
意
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
反
省
的
判
断
力
の
作
用
に
す

そ
の
た
め
の
条
件
を
日
々
に

カ
ソ
ト
は
革
命
よ
り
も
改
良
を
選
択
す
る。
（「
欠
陥
の
あ
る）

体
制
を
変
え
る
こ
と
は
：・
た
だ
主
権
者
自
身
に
よ
っ

合
目
的
性
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
て
く
る。

破
壊
さ
れ
砕
か
れ
て
い
た
破
片
は、

世
界
は
そ
の
相
貌
を
変
え
る。

道
徳
法
則
の
理
念
に
よ
っ
て
賦
活
さ
れ
て
新
た
に

救
済
な
き
世
界
の
う
ち
に
救
済
の
構
図
が
浮
き
出
し
て
く
る。

機
械
論
的
因
果
性
に
規
定
さ
れ
て

(

73

)
 

個
人
に
と
っ
て
は
来
世
に
想
定
さ
れ、

人
類
に
と
っ
て
は
歴
史
の
終
局
に
想
定
さ
れ
る。

こ
う
し
て
破
局
的
な
暗
黒
の
世
界
の
な
か
で
人
間
が
な
お
も
道
徳

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

七
四



ヤ
ミ
ン
が
証
言
し
た
と
す
れ
ば、

の
カ
ン
ト
を
ヘ
ル
ダ
ー

カ
ン
ト
とヘ
ル
ダ
ー

徴

(76)
 

て
改
良
を
通
じ
て
の
み
行
な
わ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て、
人
民
に
よ
っ
て、
す
な
わ
ち
革
命
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い。」

一
八
世
紀
の
政
治
的
安
定
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
歴
史
へ
の
信
頼
惑
は、
来
る
べ
き
フ
ァ
ン
ズ
ム
に
よ
る
破
局
の
予
感
の
も
と
に
生
き
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
系

知
識
人
に
は
拒
ま
れ
て
い
る。

が
ベ
ソ
ヤ`‘、
ソ
を
突
き
動
か
し
て
い
る。
世
界
が
進
歩
し
て
い
く
均
質
な
時
間
を
未
来
と
し
て
期
待
す
る
こ
と
は、
手
を
挟
い
て
虐
殺
さ
れ
る
瞬
間
を
待
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る。
「
こ
の
惑
星
で
は
す
で
に
非
常
に
多
く
の
文
明
が
流
血
と
恐
怖
の
う
ち
に
没
落
し
た。
た
し
か
に
こ
の
惑
星
が
い
つ
の
日
か、

明
を
経
験
す
る
こ
と
を、

か、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い。
そ
し
て
も
し
で
き
な
け
れ
ば、
こ
の
惑
星
は
つ
い
に
は、
そ
の
誕
生
日
を
祝
う
こ
と
を
忘
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
罰
と
し
て、
世
界
と
い

(77)
 

う
料
理
(
Weltger
icht
 11
世
界
審
判）
を
食
卓
に
乗
せ
る
だ
ろ
う。」

現
在
の
よ
う
な
状
態
が
明
日
も
続
く
と
い
う
こ
と
は、

破
局
の
上
に
破
局
が
積
み
重
な
り、
最

(

78

)
 

終
的
な
破
局
が
近
づ
い
て
く
る
こ
と
を
意
味
ナ
る。
カ
ソ
ト
と
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
ど
ち
ら
も
暗
い
時
代
の
思
想
家
と
し
て
出
発
す
る。
し
か
し
カ
ソ
ト
は、
こ
の
絶
望
的
な

出
発
状
況
か
ら、
や
が
て
ゲ
ー
テ
を
も
惑
動
さ
せ
た
美
し
い
自
然
と
着
実
な
歴
史
的
進
歩
の
位
相
を
構
築
し
て
い
く。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
は、
カ
ン
ト
の
歴
史

（四）

哲
学
に
別
れ
を
告
げ
た
後、
共
産
主
義
に
も
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
も
自
ら
の
未
来
を
託
せ
ず、
一
九
四
0
年
に。ヒ
レ
ネ
ー
の
山
中
で
自
ら
命
を
断
つ
こ
と
に
な
っ
た。

ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
が
カ
ン
ト
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
接
近
し
て
い
っ
た
思
想
家
が
い
る。
し
た
が
っ
て
彼
は、
カ
ソ
ト
の
体
系
の
う
ち
で
ゲ
ー
テ
を
感
動

ア

レ

ゴ

リ

ー

さ
せ
た一
八
世
紀
的
で
明
朗
な
位
相
か
ら
出
発
し
て
自
ら
の
哲
学
体
系
を
築
い
た。
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
が
寓
意
を
認
識
諭
の
中
心
概
念
と
し
た
の
に
対
し
て、
こ
の
思
想
家
は

象
徴
を
中
心
概
念
と
し
た。
彼
は、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
同
じ
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
り
な
が
ら、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
は
違
っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
で
は
な
く、
ギ
リ
シ
ャ
的
伝
統
に
依

拠
し
た。
彼
は、

カ
ソ
ト
が
啓
蒙
主
義
に
接
近
し
て
い
く
に
つ
れ
て、

ひ
と
は
希
望
せ
ね
ば
な
ら
な
い。
…
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が一
億
年
あ
る
い
は
四
億
年
の
誕
生
日
に
こ
の
惑
星
に
こ
の

贈物
が
で
き
る
か
ど
う

（
と
ゲ
ー
テ）こ

の
思
想
家、
エ
ル
ソ
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
(
Ernst
Cassirer,
 1874
 | 1945)
 

か
ら
分
か
つ
も
の
に
つ
い
て、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
政
権
獲
得
後、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
と
は
違
っ
て、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
亡
命
し
て、

ま
、

'
,＇
 

ベ
ソ
ヤ‘̀、
ソ
は
彼
か
ら
離
れ
て
い
く。

七
五

『
判
断
力
批
判』

の
カ
ソ
ト
を
ヘ
ル
ダ
ー

カ
ソ
ト
と
は
違
っ
て、

『
判
断
力
批
判』

さ
し
迫
っ
た
危
機
惑

こ
の
両
者
を
脱
却
し
た
文

そ
こ
で―
つ
の
学
派
を
形
成
し
た。

し
た
が
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
が
『
カ
リ
ゴ
ネ』
を
出
版
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
ペ
ソ



（
と
ゲ
ー
テ
）

に
結
び
つ
け
る
も
の
に
つ
い
て、

「
産
出
さ
れ
た
も
の
は
産
出
す
る
も
の
以
下
の

し
た
が
っ
て
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

に
対
し
て
ゲ
ー
テ
が
沈
黙
し
た
理
由
に
つ
い
て
証
言
す
る
で
あ
ろ
う。

ゲ
ー
テ
は、ソ
ラ
ー
と
の
論
争
の
際
に
寓
意
と
象
徴
と
の
区
別
に
つ
い
て
論
じ、

象
徴
を
文
学
の
本
質
と
し
て
規
定
し
て
い
る。

殊
な
も
の
を
求
め
る
か、

そ
れ
と
も
特
殊
な
も
の
の
う
ち
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
る
か、

も
の
は
た
ん
に
普
遍
的
な
も
の
の
実
例、

先
例
と
し
て
妥
当
す
る。

し
か
し
な
が
ら
本
来
は
後
者
が
詩
の
本
性
で
あ
る。

詩
は、

普
遍
的
な
も
の
に
つ
い
て
考
え
た
り、

そ
れ
を
指
示
し
た
り
す
る
こ
と
な
し
に、

特
殊
な
も
の
を
表
現
す
る。

と
こ
ろ
で
こ
の
特
殊
な
も
の
を
生
き
生
き
と
捉
え
る
者
は、

同
時
に
普
遍
的
な
も
の
を
手
に
入
れ

(
80)
 

る。
」
ゲ
ー
テ
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
彼
の
自
然
観
に
対
応
し
て
い
る。

す
な
わ
ち
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば、

自
然
は
神
的
な
創
造
者
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
。

し
た
が
っ
て
自
然
の
対
象
は、

そ
の
創
造
者
の
抱
い
て
い
た
概
念
や
そ
の
創
造
者
に
つ
い
て
の
理
念
を
含
ん
で
い
る。

そ
こ
で
は
特
殊
な
も
の
は
普
遍
的
な
名
称
の

も
と
に
任
意
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
た
ん
な
る
論
理
的
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
た
合
目
的
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る。

そ
し
て
こ
の
関
係
の
も

と
で
は
普
遍
的
な
も
の
は
特
殊
な
も
の
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
る。

ゲ
ー
テ
は
こ
の
啓
示
を
象
徴
と
呼
ぶ
。
「
特
殊
な
も
の
が、

夢
想
や
影
と
し
て
で
は
な
く、

(
82)
 

ぬ
も
の
の
生
き
生
き
と
し
て
目
近
な
啓
示
と
し
て、

普
遍
的
な
も
の
を
表
現
す
る
こ
と。

こ
れ
が
真
の
象
徴
表
現
で
あ
る。
」
ゲ
ー
テ
は
こ
の
象
徴
を
彼
の
認
識
論
の
中
心

に
据
え
る。

彼
に
と
っ
て
は、

神
と
世
界
と
の
間
に
深
刻
な
断
絶
は
な
い
し、

神
の
抱
い
て
い
る
概
念
や
神
に
関
わ
る
理
念
と
自
然
の
対
象
と
の
間
に
隔
た
り
は
な
い
。

神
は
そ
の
本
質
を
世
界
の
う
ち
に
完
全
に
現
象
さ
せ、

特
殊
な
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
と
合
目
的
的
に
調
和
し
て
い
る。

も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
産
出
さ
れ
た
も
の
が
産
出
す
る
も
の
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る、

(
83)
 

る
。
」ヘ

ル
ダ
ー
の
自
然
餞
と
基
本
的
に
一

致
す
る
こ
の
よ
う
な
自
然
観
を
も
っ
て
ゲ
ー
テ
は
『
判
断
力
批
判
』

に
接
す
る。

象
徴
を
可
能
に
す
る
合
目
的
性
の
概
念
が
こ
の

本
で
解
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が、

づ
い
て
い
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
指
摘
は、

で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る。

前
者
か
ら
は
寓
意
が
生
ず
る
。

そ
こ
で
は
特
殊
な

と
い
う
の
が
生
き
生
き
と
し
た
産
出
の
も
つ
長
所
で
あ

ゲ
ー
テ
を
喜
ば
す。

芸
術
活
動
と
美
学
的
判
断
だ
け
で
は
な
く、

有
機
的
な
自
然
物
の
認
識
も
ま
た、

同
じ
合
目
的
性
の
原
理
に
も
と

(
84)
 

ゲ
ー
テ
に
彼
の
生
涯
の
諸
活
動
を
統
一

的
に
理
解
す
る
鍵
を
提
供
す
る。

し
か
し
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は、

彼
自
身
の
芸
術
的
創

造
に
お
い
て
作
用
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
理
性
が
実
際
に
自
然
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
お
い
て
彼
は
『
判
断
力
批
判
』

を
修
正
し
よ
う

(
85)
 

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が、

ゲ
ー
テ
は

と
す
る。

カ
ソ
ト
は
『
判
断
力
批
判
』

の
な
か
で
自
然
を
創
造
す
る
神
的
知
性
（
原
型
的
知
性
i
nt
e
ll
e
ct
u
s
 ar
c
h
et
y
p
u
s)
 

こ
の
原
型
的
知
性
を
た
ん
な
る
理
念
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く、

自
然
の
根
底
に
実
在
す
る
も
の
と
み
な
し、

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

こ
の
知
性
に
関
与
す
る
こ
と
を
目
ざ
す。

「
ま
さ
に
著

測

り

知

れ

「
詩
人
が
普
遍
的
な
も
の
の
た
め
に
特

七
六



カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

者
は
こ
こ
で
神
的
な
悟
性
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る。

た
だ
も
し
わ
れ
わ
れ
が
倫
理
的
な
も
の
に
お
い
て、

神
と
有
徳
性
と
不
死
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て

わ
れ
わ
れ
を
よ
り
高
い
領
域
へ
と
高
め、

第
一

の
存
在
に
近
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば、

知
性
的
な
も
の
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

す

が
最
初
は
無
意
識
に、

つ
ね
に
創
造
す
る
自
然
を
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

そ
し
て
か
の
原
理
的
な
も
の、

典
型
的
な
も
の
へ
の
衝
動
に
よ
っ
て
休
み
な
く
駆
り
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も、

自
然
に
適
し
た
表
現
を
打
ち
立
て

る
こ
と
が
幸
運
に
も
で
き
た
時
に
は、

ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
老
人
が
自
ら
そ
う
呼
ん
だ
よ
う
な
理
性
の
冒
険
を
わ
た
し
が
大
胆
に
も
承
認
す
る
こ
と
を、

も
は
や
何
も

(
86)
 

の
も
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た。
」

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
な
努
力
は、

有
限
な
人
間
に
対
し
て
こ
の
原
型
的
な
知
性
の
機
能
を
付
与
す
る
こ
と
に
注
が
れ
て
い
る。

彼
は
カ
ソ
ト
と
ゲ
ー
テ、

あ
る
い

(
87)
 

は
カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー
を
綜
合
す
る
立
場
を
と
る。

カ
ソ
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』

で
示
し
た
よ
う
な
人
間
理
性
は、

こ
う
し
て
構
成
さ
れ
た
世
界
と
人
間
理
性
と
の
関
係
を
カ
ッ
ツ
ー
ラ
ー
は、

産
出
さ
れ
た
も
の
と
そ
の
原
因
と
の
関
係

と
し
て
合
目
的
的
に
捉
え
る。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
取
り
巻
く
世
界
は、
人
間
自
身
の
概
念
や
理
念
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
所
産
と
み
な
さ
れ
る。

そ
し
て
カ
ソ
ト

(
88)
 

の
構
成
的
主
観
の
作
用
は、

た
ん
に
物
理
的
世
界
に
止
ま
ら
ず、

経
験
と
文
化
の
全
領
域
へ
と
拡
大
す
る。

こ
う
し
て
世
界
全
体
は
人
間
の
精
神
の
所
産
と
し
て、

(
89)
 

精
神
を
表
現
す
る
象
徴
と
な
る。

彼
は
一

九
二
三
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た

わ
れ
わ
れ
が
辿
っ
て
き
た
問
題
連
関
に
し
た
が
え
ば、

ー
ま、
、
L
u
`

ラ 全一＿一
巻
で
こ
の
立
場
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る。

界
を
認
識
論
的
な
意
味
に
お
い
て
構
成
す
る
が、

な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は、

こ
の
自
然
の
産
出
に
精
神
的
に
関
与
す
る
に
相
応
し
い
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

わ
た
し

『
象
徴
形
式
の
哲
学
』

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
思
想
に
つ
い
て
は、

七

七 「
宗
教
的
な
機
能
が
純
粋
な
内

(
P
hil
o
s
o
p
hi
e
 d
e
r
 s
y
m
b
oli
s
c
h
e
n
 F
o
r
m
e
n)
 

た
だ
次
の
点
だ
け
が
問
題
と
な
る。

す
な
わ
ち
カ
ッ
シ
ー

ゲ
ー
テ
に
し
た
が
っ
て
象
徴
を
認
識
論
の
中
心
概
念
と
み
な
し、

寓
意
を
こ
れ
に
従
属
さ
せ
て
い
る。

彼
は
『
象
徴
形
式
の
哲
学』

の
第
二
巻
の
な
か
で、

寓

意
を
象
徴
の
前
段
階
と
し
て
規
定
し
て
い
る。

言
語
の
発
展
と
神
話
的
思
考
の
発
展
の
間
に
は
同
一

の
構
造
が
見
ら
れ
る
と
し
た
上
で、

彼
は
神
話
的
思
考
か
ら
の
思
考

の
発
展
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る。
ま
ず
「
神
話
的
な
表
象
が
最
初
に
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は、
こ
の
表
象
は
決
し
て
表
象
と
し
て
は
理
解
さ
れ
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
物
理

(
90)
 

的
世
界、
II

客
観
的
II

現
実
お
よ
び
客
観
的
な
出
来
事
の
直
観
の
う
ち
に
き
わ
め
て
し
っ
か
り
と
溶
け
込
ん
で
お
り、

こ
の
直
観
の
構
成
部
分
と
し
て
現
わ
れ
る。
」

思
考

は
柔
軟
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は、

物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
こ
の
融
合
状
態
を
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
宗
教
的
思
考
の
段
階
が
始
ま
り、

精
神
的
な
も
の
と
物
質
的
な
も
の
と
は
二
元
論
的
な
対
立
関
係
に
置
か
れ
る。

こ
の
段
階
の
思
考
の
典
型
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
求
め
ら
れ
る。

J

の

ア。
フ
リ
オ
リ
な
原
理
に
し
た
が
っ
て
経
験
的
な
世



て
カ
ッ
ン
ー
ラ
ー

は
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
離
れ
る 。

な
っ
て
い
た

。

て
そ
の
魂
を
失
な
い 、

面
性
の
世
界
を
発
見
し
た
こ
と
に
よ
っ
て 、

こ
の
機
能
は
外
的
な
も
の 、

自
然
的
な
現
存
在
の
世
界
か
ら
退
却
す
る
が 、

そ
れ
と
同
時
に
こ
の
現
存
在
は
同
じ
よ
う
に
し

(
91)
 

死
ん
だ
II

物
II

と
な
る 。
」

し
か
し
こ
の
段
階
で
も
精
神
的
な
も
の
と
物
質
的
な
も
の
と
の
つ
な
が
り
は
一

点
に
お
い
て
保
た
れ
る 。

そ
し
て
世

界
は
こ
の
点
を
媒
介
に
し
て
精
神
的
な
も
の
と
結
ば
れ 、

そ
れ
を
蔽
い
隠
す
仮
面
と
み
な
さ
れ
る 。

こ
こ
に
寓
意
が
成
立
す
る 。

る
精
神
的
な
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は 、

何
よ
り
も
ま
ず
中
世
的
な
思
考
に
お
い
て
で
あ
る 。

こ
の
過
程
に
お
い
て
は
全
て
の
現
実
的
な
も
の
は 、

っ
て 、

れ
が
特
殊
に
宗
教
的
な
II

意
味
付
与“

の
下
に
置
か
れ
る
に
つ
れ
て 、

そ
の
直
接
的
な
存
在
意
義
を
失
な
う 。

そ
の
物
理
的
な
存
立
は
た
だ
な
お
蔽
い
で
あ
り

仮
面
で
あ

(
92)
 

そ
の
背
後
に
そ
の
精
神
的
な
意
味
が
潜
ん
で
い
る 。
」

そ
し
て
こ
の
寓
意
は
さ
ら
に
発
展
し
て 、

ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
に
と
っ
て
も
寓
意
は 、

世
界
と
神
的
な
理
念
と
を
結
ぶ
通
路
で
あ
っ
た

。

「
…

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
未
来
は
均
質
で
空
虚
な
時
間
と
は
な
ら
な
か
っ
た 。

な
ぜ
な
ら
未
来
に
お
け
る
全
て
の
瞬
間
は 、

(
93)
 

っ
て
く
る
可
能
性
の
あ
る
小
さ
な
門
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る 。
」

こ
れ
に
対
し
て
カ
ッ
ン
ー
ラ
ー

に
と
っ
て
は 、

い
る 。

つ
ま
り

彼
に
よ
れ
ば
寓
意
の
可
能
性
は 、

神
が
イ
ニ
ス
と
い
う

個
人
の
姿
を
と
っ
て
現
実
に
出
現
し
た
と
い
う
受
肉
の
奇
跡
に
結
び
つ
け
ら
れ
る 。

こ
こ
に
お
い

「
全
て
の
寓
意
的
ー

比
喩
的
な
意
義
づ

け
は
救
済
と
い
う
根
本
問
題
に
関
係
づ
け
ら
れ 、

確
固
た
る
中
心
点
と
し
て
救
済

者
の
歴
史
的
な
現
実
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る 。
」

そ
し
て
普
逼
的
な
も
の
が
特
殊
な
も
の
に
お
い
て
顕
現
し
た
と
い
う
こ
の
受
肉
の
奇
跡
は 、

キ
リ
ス
ト

教
の
そ
の

後
の
発
展
の
な
か
で 、

な
る 。

そ
れ
に
つ
れ
て
世
界
は
神
を
蔽
い
隠
す
寓
意
的
な
仮
面
で
あ
る
こ
と
を
止
め 、

神
の
本
質
を
現
わ
す
象
徴
と
な
る 。

こ
う
し
て
宗
教
的
段
階
は
科
学
的
な
段
階
へ

と
移
行
す
る 。

筑
波
大
学

歴
史
的
に
た
だ
一

度
の
も
の
か
ら
徐
々
に
日
常
的
な
も
の
に
な
る 。

「
…

中
世
の
神
秘
主
義
は 、

寓
意
の
こ
の
形
態
に
対
し
て 、

間
的
な
一

回
性
を
永
遠
性
へ
と
止
揚
す
る 。

…
本
来
の
啓
示
は
も
は
や
個
人
の
う
ち
で
起
こ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
全
体
の
な
か
で 、

す
な
わ
ち
世
界
の
全
体
と
さ
ら

象
徴
は
救
済
の
奇
跡
で
あ
る
が 、

ユ
ダ
ヤ
教
は
キ
リ
ス
ト

教
の
前
段
階
と
さ
れ 、

に
人
間
の
魂
の
全
体
の
な
か
で
起
こ
る 。

こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
つ
の
根
本
的
直
観
の
前
に
い
る 。

そ
し
て
こ
の
直
観
が
完
全
に
展
開
さ
れ
仕
上

げ

ら

れ

る

(
95)
 

と 、

宗
教
的
領
域
の
限
界
を
越
え
て
し
ま
う 。
」

考
は
寓
意
の
前
段
階
と
さ
れ 、

寓
意
は
象
徴
の
前
段
階
と
さ
れ
る 。

そ
し
て
象
徴
に
お
い
て 、

普
遍
的
な
も
の
と
特
殊
な
も
の 、

精
神
と
世
界
は
全
面
的
に
和
解
す
る 。

(
％）
 

し
か
し
こ
の
場
合
の
救
済
は
す
で
に
日
々
刻
々
と
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

つ
ま
り

普
遍
的
な
も
の
は
特
殊
な
も
の
の
う
ち
に
不
断
に
現
象
す
る
よ
う
に

キ
リ
ス
ト

教
的
理
論
の
基
本
的
な
象
徴
の
も
つ
別
の
新
た
な
意
味
を
対
置
す
る 。

そ
れ
は
時

キ
リ
ス
ト

教
は
科
学
的
世
界
観
の
前
段
階
と
さ
れ
る 。

ま
た
神
話
的
思

J

の
通
路
は
す
で
に
過
去
に
救
世
主
を
迎
え
て
し
ま
っ
て

し
か
し
彼
に
と
っ
て
は
こ
の
通
路
は 、

つ
い
に
象
徴
に
到
る 。

そ

い
つ
の
日
か
救
世
主
を
迎
え
る
こ
と
に

メ

シ

ア

そ
こ
を
通
っ
て
救
世
主
が
入

「
ひ
と
が
こ
の
寓
意
化
と
い
う
前
進
す

七

八



す。

寓
意
の
場
合
の
よ
う
に、

世
界
は
精
神
と
の
間
の
目
も
眩
む
よ
う
な
落
差
の
な
か
で
醜
い
姿
を
さ
ら
す
こ
と
は
な
い
し、

神
的
な
理
念
の
う
ち
に
救
済
さ
れ
る
日
を

(
99)
 

待
ち
望
む
こ
と
は
な
い
。

象
徴
形
式
の
も
と
で
世
界
は
救
済
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る。

し
か
し
象
徴
形
式
が
開
示
す
る
こ
の
調
和
に
満
ち
た
世
界
は、

ペ
ソ
ヤ
ミ

っ

ュ
・
ッ

ス

「
感
性
的
な
自
然、

美
し
い

ソ
の
与
り
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る。

そ
し
て
逆
に
寓
意
が
開
示
す
る
バ
ロ
ッ
ク
的
な
世
界
は、

ゲ
ー
テ
的
な
古
典
主
義
に
は
拒
ま
れ
て
い
る。

フ

ュ

シ

ス

(
lOO)

自
然
が
不
自
由
で
不
完
全
で
破
壊
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は、

古
典
主
義
に
は
本
質
的
に
拒
ま
れ
て
い
る。
」

こ
う
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
象
徴
形
式
の
哲
学
は、

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
寓
意
の
哲
学
と
同
じ
よ
う
に、

判
』

に
お
い
て
は
じ
め
て
一

八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
世
界
像
に
到
逹
し、

ん
に
主
観
的
原
理
に
よ
る
と
は
い
え、

世
界
は
神
に
発
す
る
合
目
的
性
と
摂
理
を
示
し
始
め
た
。

バ
ロ
ッ
ク
的
な
廃
墟
か
ら
出
発
し
た
カ
ソ
ト
は、

フ

ュ

シ

ス

し
い
自
然
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

普
遍
的
な
も
の
と
特
殊
な
も
の、

精
神
と
物
質
と
は、

よ
う
や
く
調
和
し
た
様
相
の
も
と
に
現
わ
れ
て
く
る。

そ
し
て
カ
ッ
シ
ー

ー

ま
、
�
 

ラ克
服
し
よ
う
と
努
力
す
る
カ
ン
ト
に
も
っ
ば
ら
依
拠
し、

そ
こ
か
ら
出
発
す
る。

し
た
が
っ
て
彼
は、

(
lOl)
 

の
思
索
は
修
正
さ
れ、

発
展
し
て
き
た
と
み
な
す。

彼
が
わ
が
も
の
と
す
る
の
は、

発
展
途
上
の
段
階
と
み
な
さ
れ
る
。

ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
を
感
動
さ
せ
た
カ
ン
ト、

絶
望
的
な
闇
の
な
か
で
バ
ロ
ッ
ク
的
な
装
い
の
下
に
現
わ
れ
る
二
元
諭
的
な
ヵ
ソ
ト
は
背
後

(
102)
 

に
退
く。

そ
し
て
根
本
悪
を
醒
め
た
眼
で
凝
視
し
つ
つ
抵
抗
権
を
断
固
と
し
て
否
定
す
る
絶
対
主
義
的
な
ヵ
ソ
ト
も
背
後
に
退
い
て
し
ま
う

別
の
精
神
的
で
心
的
な
本
質
と
の
間
に
は、

ま
、

9
11!
 

カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

に
置
か
れ
た
神
で
あ
っ
た
が、

ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
と
は
対
照
的
に、

い
か
な
る
亀
裂
も
な
い
。

カ
ソ
ト
哲
学
の
こ
の
位
相
を
強
調
す
る
こ
と
に
全
力
を
挙
げ
て
い
る。

「
表
現
に
お
い
て
は

ゲ
ー
テ
と
同
じ
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
も、

精
神
は
世
界
の
う
ち
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
現
象
す
る。

七
九

『
純
粋
理
性
批
判
』

か
ら
『
判
断
力
批
判
』

に
向
か
っ
て
カ
ソ
ト

J

こ
で
は
じ
め
て
美

カ
ソ
ト
は

」
の
現
象
が
間
接
的
に
認
識
さ
せ
る、

『
判
断
力
批

そ
れ
と
は

し

か

し
そ
の
つ
ど
創
造
さ
れ
た
象
徴
的
宇
宙
と
人
間
と
の
間
に

「
も
は
や
た
ん
な
る
自
然
的
な
宇
宙
で
は
な

た
だ
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は
こ
の
精
神
は、

自
然
の
根
底

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
カ
ソ
ト
的
な
理
性
と
な
る
と
こ
ろ
が
相
違
点
を
な
す。

く、

人
間
は
象
徴
的
宇
宙
に
住
ん
で
い
る。

言
語、

神
話、

宗
教
は
こ
の
宇
宙
の
部
分
で
あ
る。
：・
物
自
体
を
取
り
扱
う
か
わ
り
に、

人
間
は
あ
る
意
味
で
は
つ
ね
に
自

(
97)
 

分
自
身
と
対
話
し
て
い
る
。
」

人
間
と
と
も
に
こ
の
象
徴
的
宇
宙
も
ま
た
歴
史
的
に
発
展
し
て
い
く。

II
た
ん
に
感
性
的
な
＂

現
存
在
と
し
て
現
象
で
あ
る
も
の
と、

(
98)
 

い
か
な
る
乖
離
も
な
い
。

…
こ
こ
に
は
核
心
も
な
け
れ
ば
殻
も
な
い
。
」

人
間
は
自
ら
の
精
神
が
実
現
さ
れ
た
世
界
を
見
出

カ
ソ
ト
の
体
系
の
一

面
を
照
射
す
る。

ま
た
ゲ
ー
テ
的
な
古
典
主
義
に
対
す
る
親
和
力
を
獲
得
し
た
。

こ
こ
に
到
っ
て
は
じ
め
て、

こキー

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は、

経
験
の
形
式
と
質
羅
の
二
元
諭
を

こ
の
発
展
し
た
段
階
の
カ
ソ
ト
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
以
前
の
二
元
論
的
な
立
場
は



の
比
類
な
さ
が
示
さ
れ
て
い
る。

て
『
判
断
力
批
判
』

に
は
感
心
す
る
が、

カ
ン
ト
は
一

七
七
一

年
六
月
七
日
に
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で、

批
判
哲
学
の
構
想
を
披
歴
し
て
い
る
が、

い
る
根
本
概
念
と
諸
法
則
と
の
関
係
を
含
み、

さ
ら
に
趣
味
論
と
形
而
上
学
と
道
徳
の
本
性
を
な
す
も
の
の
構
想
を
併
せ
含
む
こ
と
に
な
る
作
品
を、

(
103)
 

仕
上
げ
る
こ
と
に
従
事
し
て
い
ま
す。
」

す
な
わ
ち
こ
こ
で
言
う
趣
味
論
は
『
判
断
力
批
判
』

の
第
一

部、

美
学
的
判
断
力
の
批
判
に
相
当
し
て
い
る。

粋
理
性
批
判
』

や
『
実
践
理
性
批
判
』

の
主
題
が
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
時
に
は、

す
で
に
『
判
断
力
批
判
』

の
主
題
も
同
時
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も

窺
わ
れ
る
よ
う
に、

批
判
哲
学
は
カ
ソ
ト
の
思
索
の
修
正
や
発
展
を
含
む
も
の
で
は
な
く、

全
体
と
し
て
―

つ
の
纏
ま
っ
た
体
系
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て

さ
ら
に
カ
ソ
ト
自
身
が
一

七
八
七
年
―

二
月
二
八
日
の
カ
ー
ル
・

ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
宛
て
の
書
簡
で
こ
の
こ
と
を
証
言
し
て
い
る。

わ
た
し
は
次
の
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す。

す
な
わ
ち、

は
今
日
で
は
異
常
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

し
か
し
こ
の
整
然
と
し
た
体
系
の
な
か
に、

か
ら
そ
の
抑
圧
だ
け
が
残
っ
た
。

ら
ず、

ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
の
巨
匠
た
ち
が
営
め
讃
え
た
美
の
王
国
は
没
落
し
て
し
ま
っ
た。

…
啓
蒙
の
光
は
ま
だ
地
獄
の
恐
怖
を
和
ら
げ
て
は
お

(
IOl)
 

し
か
も
楽
園
の
仄
か
な
光
は
も
は
や
素
朴
な
信
仰
の
時
代
の
失
な
わ
れ
た
甘
美
さ
か
ら
射
し
込
ま
な
い
。
」

カ
ソ
ト
哲
学
の
体
系
は
こ
の
地
点
か
ら
出
発
す
る。

ペ
ソ
ヤ
ミ
ン
が
解
明
し
た
よ
う
な
バ
ロ
ッ
ク

悲
劇
の
世
界
が
カ
ソ
ト
の
出
発
状
況
を
な
す。
自
然
必
然
性
に
支
配
さ
れ
た
無
意
味
な
世
界
に
カ
ソ
ト
的
理
性
は
直
面
す
る
。

こ
の
陰
鬱
な
世
界
の
な
か
で
根
本
悪
に
冒
さ
れ
た
人
間
た
ち
が

繰
り
広
げ
る
血
腟
い
闘
争
の
な
か
か
ら、

善
が
不
可
能
と
さ
れ
る
こ
の
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て、

判
』

の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
主
題
も
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る。

公
じ命

坑
波
大
学

わ
た
し
の
軌
道
を
進
め
ば
進
む
ほ
ど、

理
性
は
な
お
も
道
徳
法
則
に
対
す
る
信
頼
を
失
な
う
ま
い
と
す
る。

こ
こ
か
ら
転
回
が
行
な
わ
れ
る。

道
徳
法
則

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

彼
は
絶
対
主
義
的
な

国
家
権
力
を
楠
成
す
る。

「
し
た
が
っ
て
い
ま
わ
た
し
は、

感
性
と
理
性
の
限
界
と
い
う
表
題
の
下
で、

感
性
界
に
当
て
が
わ
れ
て

し
た
が
っ
て
『
純

「
自
惣
れ
の
罪
を
犯
す
こ
と
な
し
に、

い
つ
か
反
論
や、

あ
る
い
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
同
盟
が
（
こ
れ

(
10)
 

わ
た
し
の
体
系
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
心
配
が
ま
す
ま
す
な
く
な
っ
て
い
ま
す。
」

し
た
が
っ

『
純
粋
理
性
批
判
』

は
肌
に
合
わ
な
い
と
い
う
の
は、

少
な
く
と
も
カ
ン
ト
自
身
の
意
に
沿
っ
た
態
度
で
は
な
い
。

ま
さ
に
一

七
世
紀
か
ら
一

八
世
紀
に
到
る
近
代
精
神
の
歩
み
そ
の
も
の
が
理
論
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に、

「
一

七
世
紀
は、

人
類
の
最
も
暗
い
時
代
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
憚
ら
な
い。

…
中
世
の
束
縛
さ
れ
た
生
活
秩
序

い
さ
さ
か
詳
細
に

そ
の
な
か
に
は
後
に

八
〇

し
か
し
最
高

『
判
断
力
批

カ
ン
ト
哲
学



カ
ン
ト

と
ヘ
ル
ダ
ー

開
に
他
な
ら
な
い 。

年
の
有
名
な
書
簡
で
ヘ
ル
ダ
ー

の
才
能
を
次
の
よ
う
に
讃
え
た 。

な
し、

る 。

つ
ま
り
ヘ
ル
ダ
ー

が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に 、

八

ヘ
ル
ダ
ー

は
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

に
よ
っ
て
一

七
世
紀
的
な

に
従
う
か
ぎ
り
に
お
い
て 、

神
を
信
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
は 、

創
造
主
と
し
て
の
神
に
由
来
す
る
合
目
的
性
を
示
し

始
め

ヘ
ル
ダ
ー

や
ゲ
ー

テ
の
眼
に
映
じ
た
よ
う
な
美
の
王
国
が
出
現
し
て
く
る 。

無
意
味
な
出
来
事
の
無
限
の
堆
積
は
道
徳
性
の
理
念
に
よ
っ
て
合
目
的
的
に
整
然
と
配

＂
り．

t
‘

ダ
さ
オ

歴
史
と
進
歩
が
神
の
摂
理
と
し
て
そ
こ
か
ら
浮
き
出
し
て
く
る 。

絶
対
主
義
国
家
が
も
た
ら
す
平
和
な
市
民
社
会
が
啓
蒙
主
義
の
展
開
を
促
が
し 、

そ
の
前
史

を
摂
理
と
し
て
意
義 ．、つ
け
う
る
よ
う
に
な
る。

こ
う
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

が
指
摘
し
た
よ
う
な
啓
蒙
主
義
的
世
界
が
体
系
の
終
結
状
況
を
な
す。

(
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一

八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
は
一

七
世
紀
の
出
発
状
況
を
忘
れ
去
っ
た
と
い
わ
れ
る 。

し
か
し
こ
の
批
判
は
カ
ソ
ト

に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る 。

な
ぜ
な

ら
彼
は
絶
対
主
義
国
家
と 、

さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
巨
大
な
自
動
機
械
の
怪
物
を
生
み
出
し
た
悲
惨
な
世
界
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は

彼
の
体
系
の
構
造
か
ら
明
ら
か
に
な
る。

そ
し
て
ま
さ
に
『
判
断
力
批
判
』

に
対
す
る
ヘ
ル
ダ
ー

の
執
拗
な
反
撓
が
間
接
的
に
示
し
て
い
る
の
は 、

こ
の
こ
と
に
他
な
ら

『
判
断
力
批
判
』

が
展
開
し
て
い
る
合
目
的
的
な
世
界
は 、

理
性
の
主
観
的
な
原
理
に
支
え
ら
れ
て
お
り 、

し
か

(
101)
 

も
こ
の
原
理
は
理
性
の
道
徳
的
努
力
に
も
と
づ
い
て
い
る 。

人
間
の
善
意
志
が
は
じ
め
て
美
し
い
自
然
を
可
能
に
す
る 。

菩
を
目
ざ
す
意
志
が
あ
っ
て
は
じ
め
て 、

善
の

実
現
を
可
能
に
す
る
条
件
が
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
調
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
歴
史
の
う
ち
に
洞
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る。

こ
の
意
志
が
力
を
失
な
え
ば 、

美
し
い
自

然
は
消
え
去
り 、

歴
史
は
無
意
味
な
事
実
の
堆
積
と
な
り 、

世
界
は
冗
礫
の
山
と
な
り 、

絶
対
主
義
的
な
政
治
は
苛
酷
な
運
命
と
な
る。

啓
蒙
主
義
の
光
が
絶
対
主
義
の

闇
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に 、

古
典
主
義
の
象
徴
は
バ
ロ
ッ
ク
の
寓
意
か
ら
生
じ
て
い
る 。

救
済
へ
の
希
望
は
絶
望
の
な
か
か
ら
花
開
い
て
く
る 。

ゲ
ー

テ
は
一

七
七
五

た
植
物
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
才
能
は 、

「
あ
な
た
の
育
成
す
る
才
能 、

そ
れ
も
嬰
芥
か
ら
黄
金
を
ふ
る
い
分
け
る
の
で
は
な
く 、

塵
芥
を
生
き

つ
ね
に
わ
た
し
の
魂
を
ひ
ざ
ま 、つ
か
せ
る 。
」

カ
ン
ト
自
身
も
こ
の
よ
う
な
才
能
を
身
に
つ
け
て
い
る 。

た
だ
し
彼
は
さ
ら

に 、

近
代
ョ
ー
ロ
ッ

バ
が
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
到
っ
て
こ
の
よ
う
な
才
能
を
生
み
出
す
ま
で
の
暗
い
前
史
を
記
憶
し
つ
づ
け
る 。

カ
ソ
ト

は
ヤ
ヌ
ス
の
二
重
の
相
貌
を
も
っ
て
現
わ
れ
る 。

側
面
に
注
意
を
促
が
す 。

ズ
ム
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
る
の
は 、

ゲ
ー

テ
は
そ
の
一

八
世
紀
的
な
側
面
を
受
け
入
れ 、

カ
ッ

シ
ー
ラ
ー

は
古
典
主
義
的
な
カ
ン
ト

に
心
酔
し 、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
は
バ
ロ
ッ
ク

的
な
ヵ
ソ
ト

に
魅
了
さ
れ
る 。

そ
し
て
こ
の
影
噛
史
の 。
フ
リ

カ
ソ
ト

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
位
相
の
比
類
な
き
統
一

で
あ
り 、

さ
ら
に
彼
が
一

身
に
具
現
し
て
い
る
近
代
ョ
ー
ロ
ッ

パ
精
神
の
展

『
判
断
力
批
判』

に
対
す
る
『
カ
リ
ゴ
ネ
』

の
反
諭
の
意
義
は 、

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る 。
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註

「
彼
が
『
人
類
史
の
哲
学
の
構
想
』

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

「
:·
し
か
し

彼
ら
の
沈
黙
も
ま
た
ヘ
ル
ダ
ー

を
ふ
た
た
び
悩
ま
せ
た 。

II

こ
こ
で
は
全
て
の
も
の
が
押
し

黙
っ

て
い
る
II

と
彼
は
ク
ネ
ベ
ル
に
対
し
て
嘆
い
て
い
る 。

う
偉
大
な
禁
令
が
課
せ
ら
れ
て
い
る 。

誰
も
カ
リ
ゴ
ネ
を
読
も
う
と
し
な
か
っ
た
し 、

お
そ
ら
く

誰
も
そ
れ
を
読
ま
な
か
っ
た 。
“
」

Le
b
e
n
 un
d
 sei
ne
n
 W
er
ke
n
 dar
geste
llt
 (
1
8
8
 
0
ー1

8
8
5) ,

B
d .
 
II
 (
A
uf
b
a
u
 
1

 V
e
rl
a
g)
 S .
 7
6
7 .
 

(I
dee
n)

の
な
か
で
詳
細
に
述
べ
た
よ
う
な
自
然
観
は
ゲ
ー

テ
的
な
も
の
で
あ
っ
た 。
」

Ru
d
olf

Ha
y
m ,
 a .
 a .
 
0 .
 
S .
 7
54 .
 

「
こ
の
本
の
お
か
げ
で
わ
た
し
は
最
も
嬉
し
い
人
生
の
一

時
期
を
過
ご
し
た 。

わ
た
し
は
そ
こ
に
わ
た
し
の
最
も
か
け
離
れ
た
活
動
が
並
べ
て
論
じ
ら
れ 、

芸
術
の
創
造
と
自
然
の

創
造
と
が
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た

。

美
学
的
な
判
断
力
と
目
的
論
的
な
判
断
力
が
交
互
に
解
明
さ
れ
て
い
た

。
」
J
o
h
a
n
n

W
o
lf
ga
n
g
 G
oet
h
e ,
 
S
a
m
tli
c
he

W
er
ke ,
 (
hr
g .
 
v•
 E .
 B
e
utler ,
)
 B
d .
 
X
VI
 (
Arte
mis
 
,

 Ve
rl
a
g:
 1
9
7
7)
 S .
 8
7
5 .
 

「
カ
ン
ト

の
『
純
粋
理
性
批
判
』

は
す
で
に
久
し
く
現
わ
れ
て
い
た
が 、

そ
れ
は
完
全
に
私
の
圏
外
に
あ
っ
た

。
．．．

 わ
れ
わ
れ
の
自
我
と
外
界
と
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
な
現
存
在

に
ど
れ
ほ
ど
寄
与
し
て
い
る
か
と
い
う

古
い
主
要
問
題
が
復
活
し
て
い
る
の
を 、

わ
た
し
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
た 。

わ
た
し
は
こ
の
両
者
を
区
別
し
な
か
っ
た

。
」
G
oetr .
e ,

a .
 a .
 

0 .
 s .
 8
74 .
 

「
わ
た
し
の
考
え
方
は
つ
ね
に
著
者
と
一

致
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く 、

あ
ち
こ
ち
で
何
か
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
お
も
え
る
け
れ
ど
も 、

こ
の
作
品
の
偉
大
な

基
本
思
想
は 、

わ
た
し
の
こ
れ
ま
で
の
創
造
と
活
動
と
思
考
に
完
全
に
対
応
し
て
い
る 。
」
G
oet
h
e ,

a .
 a .
 
0 .
 
S .
 8
7
5 .
 
さ
ら
に

Met
a
m
or
p
h
ose
der
 Ffl
a
nc
e
n:
 
Z
weiter

 

V
ers
u
c
h
 (1
7
90)

を
今珍
昭"�

Cf .

G
oet
h
e ,
 
S
a
m
tli
c
h
e
 W
er
k
e ,
 
B
d .
 
X
V
II ,
 
a .
 a .
 
0 .
 
S .
 6
1.
 

頁
を
参
照 。

C
f.
 E
rnst
 C
assirer ,
 
K
a
nt
s
 Le
b
e
n
 un
d
 Le
h
 re

 (1
91
8) ,
 
K
a
nt
s
 W
er
ke ,
 
hr
g .
 v•
 E .
 
Cas
sirer ,

 B
d .
 
X[
 (
D
r.
 H .
 
A .
 
G
erste
nb
er
g:
 1
9
73)
 S .
 291.
 

ゲ
ー

テ
は
一

八
0
0
年
九
月
二
七
日
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る 。

身
へ
と
後
退
し 、

学
問
の
精
神
的
な
諸
領
域
を
さ
ま
よ
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

て
か
ら 、

わ
た
し
は
時
た
ま
あ
ち
こ
ち
で
ひ
と
つ
の
動
き
を
惑
じ
ま
し
た
が 、

そ
れ
は
あ
な
た
の
学
説

に
向
か
っ
て
い
た
の
で
す 。
」
F .

W .
 J .
 
S
c
h
e
lli
n
g ,
 
Brief
e
 un
d
 D
o
k
u
m
e
nt
e ,
 
hr
g .
 v•
 
H .
 F
u
hr
m
a
n
ns ,
 
B
d .
 
II
 (
B
ou
vi
er·
1
9
73)
 S .
 2
5
9 .
 

「
カ
ソ
ト
自
身
が
美
に
お
い
て
は
惑
性
的
直
観
と
は
別
の
直
観
を
認
め 、

s .
 3
2
8 .
 筑

波
大
学

第
五
号

If

沈
黙
と
い

Ru
d
olf
 H
a
y
m ,
 
H
er
der
 n
ac
h
 sei
ne
n

さ
ら
に
エ
ッ

カ
ー

マ
ソ
『
ゲ
ー

テ
と
の
対
話
』
（
上
）
（
岩
波
文
庫）

三
一

六

「
わ
た
し
が
自
然
研
究
の
従
来
の
方
法
か
ら
離
れ
て 、

ま
た
自
然
の
基
体
を
可
想
的
な
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て 、

て 、

そ
し
て
全
て
の
理
性
と
同
じ
も
の
と
し
て
認
め 、

し
か
も
さ
ら
に
概
念
と
直
観
が
分
裂
し
て
い
る
認
識
を
主
観
的
で
有
限
な
認
識
と
し
て 、

現
象
に
し
た
が
っ
て
の
認
識
と
し
て

認
め
た
の
で
あ
っ
た

。

そ
れ
な
の
に
こ
の
有
限
な
認
識
に
絶
対
的
に
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

」
H
e
gel

W
er
k
e ,
 
B
el .
 
JJ ,
 J
e
n
aer
 S
c
h1 'if

 te
n
 (
S
u
hr
k
a
m
p:
 1
9
7
0)

八

モ
ナ
ド

の
よ
う
に
わ
た
し
自

こ
の
基
体
を
理
性
的
な
も
の
と
し
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カ
ン
ト

と
ヘ
ル
ダ
ー

I
bi
d
 : 
s .
 

2
01.
 

I
bi
d
 

••
 
S .
 

101.
 

「
ヘ
ル
ダ
ー

は
生
来
柔
和
で
繊
細
だ
っ

た
が 、

彼
の
野
心
は
強
力
で
大
き
か
っ

た
。

し
た
が
っ

て
彼
は
ひ
と
に
働
き
か
け
た
り 、

反
対
し
た
り

す
る
こ
と
を
好
ん
だ
が 、

そ
れ
は
つ

ね
に
一

定
の
性
急
さ
と
焦
慮
を
と
も
な
っ

て
い
た

。

そ
れ
故
に
彼
は
建
設
的
と
い
う
よ
り

は
む
し
ろ
弁
証
的
な
精
神
を
も
っ

て
い
た

。

ひ
と
が
も
た
ら
す
全
て
の
も
の
に
対
す
る
絶
え

な
い
反
論
間

守
g
g
]
dr
o
の

が
こ
こ
か
ら

生
じ
た

。
」

G
oet
h
e ,

Sti
mtli
c
h
e
 
W
er
ke ,
 

B
d .
 

X
II ,
 

a .
 

a .
 
0 .
 
S .
 

6
2
5 .
 

以
下
を
参
照 。

基
準
と
な
っ

た
判
断
と
し

て
は
R
u
d
olf

H
a
y
m ,
 
a .
 
a .

 0 .
 
S .
 
74
7

を
参
照 。

C
f.
 
T
h
e
o
d
or
 Lit
t,
 
K
a
n
t

 

u
n
d
 H
er
d
er
 al
s
 D
e
u
t

er
 de
r
 gei
sti
ge
n
 
W
elt(
Q
u
e
ll
e
 &
 
Me
yer
:
 1
93
0)
S .
 
8 .
 
カ
ー

ル
・

ジ
ー

ゲ
ル
も
同
様
の
判
断
を
下
す 。

C
f.

C
a
rl
 

Si
e
gel ,
 
H
er
d
er
 al
s
 
F
h
il
os
o
p
h
 
(J .
 
G .
 
C
o
tt
a
ぶ

s
c
h
e
B
u
c
h
h
a
n
dl
u
n
g
 N
ac
h
fol
ger

:
 1
9
0
7)
 
S .
 
84 .
 

な
判
断
に
対
し

て
反
論
を
加
え 、

『
カ
リ
ゴ
ネ
』

を
『
判
断
力
批
判
』

よ
り
も

高
く

評
価
し

て
い
る 。

Cf .

R
o
b
ert
 T .
 
Cl
ar
k ,
 
H
er
d
er ,
 

of
 
C
ali
for
ni
a
 Pre
ss
 : 1
9
6
9)
 
P
P .
 

3
9
7 ,
 

41
2 .
 

Le
b
e
n
 u
n
d
 Le
hre ,
 

a .

 a .
 
0 .
 
S .
 

2
9
4
 ff .
 

(

9

)
 

H
er
d
ers
 B
ri
ef
e ,
 
hr
g .
 
v .

 R .
 
O
tt
o
 (
A
uf
b
a
u
 
`

 V
erl
a
g:
 1
9
7
0)
 
S .
 

3
7
1.
 

K
a
nt ,
 
Kriti
k
 d
er
 U
r
teil
s
kr
aft ,
 
K
a
nt
 W
er
k
s
a
u
ga
l:::
e ,
 

h
r
g .
 
v .
 
W .
 
W
ei
s
c
h
e
d
el ,
 

B
el .
 
X
 (
S
u
hr
k
a
m
p:
 1
9
7
7)
 
S .
 

1
3
4
£.
 

カ
ッ

シ
ー

ラ
ー

は
『
判
断
力
批
判
』

の
合
目
的
性
の
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
さ
い 、

プ
ラ
ト
ン

、

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス

、

さ
ら
に
彼
は
一

八
世
紀
の
ド

イ
ツ
に
生
き
て
い
た
新 。
フ
ラ
ト
ソ

主
義
の
伝
統
を
強
調
し

て
い
る 。

C
f.
i
bi
d . ,
 
S .
 
3
01
£.

K
riti
k
 der
 Urteil
s
kr
aft ,
 
a .
 
a .
 
0 .
 
S .
 

1
3
5 .

 

K
a
lli
g
o
ne ,
 

J .
 
G .
 
H
er
der ,
 
S
a
rn
tl
ic
h
e
 
W
er
ke ,
 
hr
g .
 
v .
 
B .
 
S
u
p
h
a
n ,
 
B
d .
 

XX
II ,
 
S .
 
5
1.

Her
der ,
 
S
a
mtli
c
he
 
W
er
ke ,
 

a .
 
a .

 0 .
 
E
d .
 
X
HI ,
 

S .
 

1
0 .
 

然
は
神
の
充
分
な
啓
示
と
み
な
さ
れ
る 。

そ
し

て
父
な
る
神
に
対
し

て 、

自
然
は
慈
愛
に
満
ち
た
母
に
喩
え
ら
れ
る 。

八

に
対
し
て
特
に
好
意
あ
る
母
11
自
然 、

母
11

摂
理
を
仮
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

」

K
a
ll
g
o
ne ,

S
a
mtli
c
h
e
 W
 er
k
e ,
 
a .
 a .
 
0 .
 
B
d .
 

XX
II ,
 
S .
 
1
28 .
 

Kri
ti
k
 der
 Urteil
s
kr
af
 t ,
 
a .
 
a .

 0 .
 
S .
 

1
6
6 .
 

B
e
ob
ac
ht
u
n
ge
n
 u
b
er
 d
as
 
G
e
fo
hl
 de
s
 S
c
h
o
ne
n
 u
n
d
 Er
h
a
b
e
ne
n ,
 
K
a
n
t

 

W
er
k
s
a
u
s
g
a
b
e ,
 
a .
 
a .
 
0 .
 
B
d .
 
II ,
 
S .
 
8
26
f.

「
退
し
い
性
質
を
も
っ

た
あ
ら
ゆ
る
惑
情
（
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
を
克
服
し
て
し
ま
う

わ
れ
わ
れ
の
諸
力
a
ni
mi
stre
n
ui
 

さ
ら
に
テ
オ
ド
ー

ル
・

リ
ッ
ト

は

の
意
識
を
呼
び
起
こ
す
感
情）

は
美
学
的
に
崇

「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に 、
·
…・・

人
間
に
適
合
し 、

人
間

た
だ
し
ヘ
ル
ダ
ー

に
お
い
て
神
と
自
然
は
同
一

で
は
な
い

。

「
な
ぜ
な
ら
汝
は

。
フ
ロ
チ
ノ
ス
か
ら
説
ぎ
起
こ
し

て
い
る 。

さ
ら
に
『
詩
と
真
実
』

第
二
部
（
岩
波
文
庫）

二
四
五
頁

h1
s
 
Lif
e
 a
n
d
 
T
h
ou
g
ht
 (
U
ni
v .
 

Cf•
 
K
a
nt
s

 

全
て
の
形
態
の
最
初
に
し
て

唯
一

の
原
因
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

形
態
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

。
」
l
bi
d .,

S .
 1
6
3 .

 し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー

に
と
っ

て
は
神
と
自
然
と
の
間
に
は
い
か
な
る
断
絶
も
な
く 、

自

例
外
と
し

て
ロ

バ
ー
ト
•

T
・
ク
ラ
ー
ク
は

ハ

イ
ム
の
基
準
的

ヘ
ル
ダ
ー

の
カ
ン
ト

批
判
を
雑
駁
だ
と
み
な
し

て
い
る 。



(

32
)
 

(

31
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(
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(
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(
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(
27
)
 

(

26
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(
25
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(

24
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(

23
)
 

（
盆
）

I
bi
d
 :
 S.
 4
5.
 

I
bi
d
 
••
 S.
 3
51.
 

I
bi
d
 
••
 S.
 3
5
2.
 

高
で
あ
る。

た
と
え
ば
激
怒、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
絶
望
（
す
な
わ
ち
憤
激
し
た
絶
望
で、

落
胆
し
た
絶
望
で
は
な
い
）

さ
え
も
崇
高
で
あ
る
。
」

Kriti
k
d
er
 Urte
il
s
kr
aft,
 a.
 a.
 
0.
 

S.
1
9
9.

「
虚
偽、

忘
恩、

不
正、

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
重
要
で
偉
大
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
目
的
を
追
求
し
て
人
々
が
自
ら
互
い
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
害
悪
を
加
え
合
っ
て
い

る、
そ
の
よ
う
な
目
的
の
う
ち
に
あ
る
子
供
じ
み
た
こ
と
は
、
人
間
た
ち
が
な
ろ
う
と
す
れ
ば
な
り
う
る
も
の
の
理
念
と
き
わ
め
て
矛
盾
し
て
お
り、

彼
ら
の
よ
り
よ
い
姿
を
見
た
い
と

い
う
願
望
に
著
る
し
く
対
立
し
て
い
る。

そ
の
た
め
彼
ら
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で、

せ
め
て
彼
ら
を
憎
ま
な
い
た
め
に、

あ
ら
ゆ
る
社
交
的
な
喜
び
を
断
念
す
る
こ
と
は、

箆
か
な
儀
牲
に
お
も
わ
れ
る。

こ
の
悲
哀
は
…
理
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
崇
高
で
あ
る
。
」

Kriti
k
der
 U
rteils
kr
aft,
 a.
 a.
 
0.
 S.
 2
0
3
f.

「
…
自
ら
の
不
変
の
諸
原
則
に
断
固
と
し
て
従
う
心
情
の
無
惑
動
(
a
pat
h
ei
a,

p
hl
e
g
m
a
 i
n
 si
g
nif
 
i
c
at
u
 b
o
n
o
 

ア
バ
テ
イ
ア
、

よ
い
意
味
で
の
無
惑
動）

は
逢
か
に
す
ぐ
れ
た
か
た
ち
で
崇
高
で
あ
る。

i
bi
d.,
 
S.
 1
9
9.
 

Kriti
k
 der
 Urt
eils
kr
aft,
 a.
 a.
 0.
 
S.
 1
8
9.
 

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は

同
時
に

純
粋
理
性
の
適
意
を
味
方
に
つ

け
て

い

る
か
ら
で
あ
る
。
」

ハ
ン
ス
・
プ
ル
ー
メ
ン
ペ
ル
ク
が
語
る
ギ
リ
シ
ャ
的
世
界
観
の
特
徴
は、

そ
の
ま
ま
ヘ
ル
ダ
ー
に
も
当
て
は
ま
る。

風
景
や
事
物
を
照
ら
し
て
い
た
光
は、

全
て
の
物
に
明
白
さ
を
与
え、

す
で
に
光
学
的
に
疑
い
よ
う
の
な
い
現
存
を
与
え
た
。

…
こ
の
世
界
は
本
質
的
に
II

自
ず
か
ら
11

存
在
し、

こ

の
世
界
は
本
質
的
に
11

自
ず
か
ら
II

真
で
あ
る。

真
理
の
こ
の
よ
う
な
自
然
さ
は
直
接
に
次
の
よ
う
な
思
想
に
適
合
す
る。

し、

現
実
に
対
す
る
人
間
の
理
諭
的
な
関
係
を
こ
の
秩
序
の
一

部
分
と
し
て
目
的
論
的
に
解
釈
す
る。

そ
し
て
そ
れ
は、

人
間
の
認
識
能
力
と
い
う
も
の
を、

事
物
の
＂
特
質
II

、

す

な
わ
ち
事
物
の
可
想
的
性
格
へ
の
合
致
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。」

H
a
ns
Bl
u
m
e
n
ber
g,
 
D
er
 Pr
oz
e
l3
 cl
er
 t
h
e
oreti
s
c
he
n
 
Ne
u
gier
d
e
 

1
9
73)
 s.
 2
3.
 

Kriti
k
 d
er
 U
 rteils
kr
af
 t, a.
 a.
 
0
 
•
 S.
 3
0
6.
 

I
d
e
e
 z
u
 ei
ner
 a
ll
ge
m
ei
ne
n
 G
e
s
c
h
ic
ht
e
 i
n
 welt
b
i.ir
gerli
c
h
er
 A
bsi
c
ht,
 
K
a
nt
 
W
er
ks
aus
ga
be,
 a.
 a.
 
0.
 
B
el.
 Xf,
 
S.
 3
4.
 

「
人
間
た
ち
の
全
て
の
素
質
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
自
然
が
用
い
る
手
段
は、

社
会
に
お
け
る
彼
ら
の
敵
対
で
あ
る
。」
I
d
e
e
•·····̀

a.
 a.
 
0.
 S.
 3
7.
 

「
し
た
が
っ
て
自
然
は
人
間
た
ち
の
仲
の
悪
さ、

さ
ら
に
は
こ
の
よ
う
な
人
間
た
ち
の
巨
大
な
社
会
お
よ
び
国
家
機
構
の
仲
の
悪
さ
を
再
び
手
段
と
し
て
用
い
て、

そ
れ
ら
の
不
可

I
bi
d
 
•
•
 S.
 2
3
3.
 

K
a
lli
g
o
ne,
 a.
 a.
 
0.
 
S.
 2
2
7.
 

し
て
は、

ス
ト
ア
的
な
平
静
心
を
最
も
崇
高
だ
と
し
て
い
る。

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
号

(
S
u
hr
k
a
m
p
 

す
な
わ
ち
そ
の
思
想
は
世
界
を
コ
ス
モ
ス
と
し
て
理
解

「
ギ
リ
シ
ャ
人
の
生
活
を
取
り
巻
い
て
い
た

た
だ
し
カ
ン
ト
は
惑
情
に
関

八
四
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I
bi
d
 
•
•
S.
 24
2.
 

W
alter
 B
e
nj
a
mi
n,
 
Bri
efe
 I,
 a.
 a.
 0.
 S.
 1
5
0.

ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
に
か
ぎ
ら
ず、

カ
ソ
ト
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
間
に
は
一

貫
し
て
強
い
親
和
力
が
存
在
す
る。

す
で
に
批
判
哲
学
の
形
成
に
協
力
し
た
親
友
の
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
(
Ma
r
ー

c
u
s
 Herz,
 1
7
 47
—1
8
03)
は
ユ
ダ
ヤ
立小
で
あ
っ
た
し、

ま
た
ウ
ィ
ー
ン
で
カ
ン
ト
哲
学
の
普
及
に
努
力
し
た
ラ
ザ
ル
ス
・
ペ
ン
ダ
ヴ
ィ
ッ
ト
(
L
az
a
ru
s
B
e
n
d
a
vi
d,
 1
76
2
 1
 18
3
2)
 

も
ユ
ダ
ヤ
上
糸
で
あ
っ
た。

こ
の
点
に
つ
い
て
は、
J
ur
ge
n
H
a
ber
m
as,
 "

D
er
 de
utsc
he
 I
de
a
lis
mus
 der
 j
i.i
dis
c
he
n
 P
hil
os
o
p
he
n"
 
i
n
 
P
h
il
os
o
p
his
c
h
ー

po
litisc
he

P
rofile
 (
S
u
hr
k
a
m
p
 :
 1
9
71)
 S.
 4
3
 u.
 passi
m
 ;(SJ
�
 昭
雰

Kriti
k
 der
 rei
ne
n
 V
er
nu
nft,
 
B
58
3f.

I
bi
d.,
 
B
5
81.

I
bi
d.,
 
B
5
77
£.

Kriti
k
 der
 pr
a
ktis
c
he
n
 V
e
rnu
nft,
 
K
a
nt
 
W
er
ks
aus
ga
b
e,
 a.
a.
 0.
 B
d.
 V
ll,
 
S.
 1
9
1.

関
す
る
考
察
』

で
は、

こ
の
同
じ
感
情
を
憂
鬱
(
Mel
a
nc
h
olie)

と
し
て
規
定
し
て
い
る。

「
神
の
精
神
は、

そ
れ
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ

カ
ソ
ト
は
『
判
断
力
批
判
』

で
は、

自
ら
の
原
則
に
断
固
と
し
て
従
う
崇
高
な
惑
情
を
ス
ト
ア
的
な
平
静
心
と
し
て
規
定
し
て
い
た
が
（
註
(
22
)

参
照）、
『
美
と
崇
高
の
惑
情
に

「
そ
の
感
情
が
憂
鬱
な
る
も
の
に
傾
い
て
い
る
者
は．．．
 毅
然
と
し
て
い
る。

そ
れ
故
に

彼
は
彼
の
惑
情
を
原
則
の
も
と
に
秩
序
づ
け
る。

彼
の
感
情
が
従
属
し
て
い
る
こ
の
原
則
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
低
次
の
惑
情
を
自
ら
の
も
と
に
包
摂
し
て
い
る

こ
の
高
貴
な
感
情
が
拡
が
れ
ば
拡
が
る
ほ
ど、
彼
の
感
情
は
移
ろ
い
や
す
い
も
の
や
変
化
に
従
属
し
な
い
。」
B
e
o
b
ac
ht
u
n
ge
n
il
b
er
 d
as
 G
e
fil
hl
 des
 Sc
h
o
ne
n
 u
n
d
 Er
h
a
b
e
-

ne
n,
 a.
 a.
 0.
 S.
 8
40
f.
 
こ
の
憂
鬱
な
性
格
が
カ
ン
ト
自
身
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は、

す
で
に
久
し
く
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は、

浜
田
義
文

メ

ラ
ン
コ

ー
リ
カ

ー

『
若
き
カ
ン
ト
の
思
想
形
成
』

勁
草
書
房、
一

九
六
七
年、

の
三
二
0
頁
以
下
を
参
照）。
こ
こ
で
は、

た
と
え
カ
ソ
ト
が
憂
鬱
者
だ
と
し
て
も、

そ
れ
は
彼
の
個
人
的
な
気
質
を
示
す

も
の
と
い
う
よ
り
も、

む
し
ろ
一

七
世
紀
の
バ
ロ
ッ
ク
的
な
世
界
観
へ
の
彼
の
親
和
性
を
示
す
も
の
と
み
な
し
た
い
。

な
ぜ
な
ら
憂
鬱
こ
そ
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
を
構
成
す
る
基
本
的
な
惑

情
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。

C
f.

U
rs
p
ru
n
g
 des
 de
utsc
he
n
 T
r
auers
piels,
 a.
 a.
 0.
 S.
 
149
 |
 173.
 「
君
主
は
憂
臨
完
有
の
典
型
で
あ
る。

彼
さ
え
も
被
造
物
の
不
完
全

さ
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど、

被
造
物
の
こ
の
不
完
全
さ
を
端
的
に
示
す
も
の
は
な
い
。
」
I
bi
d.,

S.
 1
5
4.
 

Kriti
k
 der
 Urteils
kr
aft,
 a.
 a.
 0.
 
S.
 38
8.
 

こ
の
点
で
ヨ
ハ
ン
・
ゲ
オ
ル
グ
・
ハ
ー
マ
ン
(J
o
h
a
n
n
G
e
or
g
 H
a
m
a
n
n,
 1
73
0
ー1
78
8)

は、

カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー
を
媒
介
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る。

彼
は
カ
ン
ト
の
友
人

で
あ
り
論
敵
で
あ
り、

ま
た
カ
ン
ト
と
と
も
に
ヘ
ル
ダ
ー
の
師
で
あ
り
論
敵
で
あ
っ
た
。

ハ
ー
マ
ソ
は
ヘ
ル
ダ
ー
と
同
じ
よ
う
に、

世
界
を
神
の
啓
示
と
み
な
す。

し
か
し
彼
に
よ
れ

ば
世
界
は
神
の
偉
大
な
本
質
を
そ
の
ま
ま
に
現
わ
す
も
の
で
は
な
い
。

彼
は
カ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
神
と
世
界
の
間
に
断
絶
を
置
く。

れ
た
聖
人
た
ち
の
人
間
的
な
石
筆
に
よ
っ
て
卑
め
ら
れ、

自
ら
の
尊
厳
を
放
棄
す
る
が、

そ
れ
は
神
の
子
が
奴
僕
の
姿
に
よ
っ
て
卑
め
ら
れ、

自
ら
の
聰
厳
を
放
棄
す
る
の
と
同
じ
で

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

第
五
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(
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)
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)
 

(
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)
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)
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)
 

(

65
)
 

(

64

)
 

(

63

)
 

(

62
)
 

カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

あ
り、

ま
た
創
造
全
体
が
最
高
の
謙
譲
の
な
せ
る
技
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る。

こ
の
こ
と
は
神
の
啓
示
の
統
一

に
属
し
て
い
る
。
」

H
e
lle
nisti
s
c
h
er
 Bri
ef
e
 I"
 
i
n
 Kre
uzz
i.i
ge
 de
s
 P
h
il
ol
o
ge
n
 (1
76
2),
 
Sl:i
mtl
ic
h
e
 W
er
ke,
 
hr
g.

 v.

 Josef
 
N
a
dler,
 
B
d.

 1I
 (
Her
der
:
 1
9
5
0)
 S.

 1
71.

 

っ
て
ハ
ー
マ
ソ
に
よ
れ
ば、

歴
史
も
そ
の
ま
ま
で
は
ヘ
ル
ダ
！
の
よ
う
に
神
の
摂
理
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

に、

生
き
る
術
と
支
配
す
る
術
を
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
な
骸
骨
の
う
ち
に
求
め
る
く
ら
い
な
ら
ば、

と
し
た
い
。

し
た
が
っ
て
わ
た
し
に
と
っ
て
歴
史
の
領
域
は、

骨
で
埋
ま
っ
た
広
野
と
し
て
つ
ね
に
現
わ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
見
よ。

そ
れ
ら
の
骨
は
乾
き
き
っ
て
い
た
。

血
管
と
肉

が
そ
の
上
に
成
長
し、

皮
必
が
そ
れ
を
蔽
う
と
い
う
こ
と
は、

予
言
者
以
外
の
誰
も
予
言
で
き
な
い
。

そ
の
中
に
は
ま
だ
息
ぱ
な
い
。

予
言
者
が
風
に
向
か
っ
て
予
言
し、

主
の
言
葉

を
風
に
向
か
っ
て
語
る
ま
で
は
。
」
I
bi
d.,

S.

 17
6,

K
a
nt,
 
Di
e
 Re
li
gi
o
n
 in
ner
h
al
b
 der
 Gre
n
 
"
 en
 der
 bl
o
'.3e
n
 V
e
rn
u
nft,
 
K
a
nt
 W
er
ks
a
us
ga
be,
 a.

 a.

 0.

 B
d.

 V
lll,
 
S.
6
8
0.

 

啓
蒙
主
義
は
新
た
に
発
見
さ
れ
た
新
大
陸
を
無
垢
な
自
然
状
態
の
王
国
と
し
て
絶
対
主
義
に
対
立
さ
せ
た
。

C
f.

Rei
n
h
art
 K
ose
lle
c
k,
 a.

 a.

 0.

 S.
1
47
ff.

 

「
多
く
の
哲
学
者
た
ち
が
人
間
の
本
性
の
自
然
的
な
善
良
さ
に
も
っ
ば
ら
出
会
え
る
と
考
え
た
状
態
か
ら、

す
な
わ

ち
い
わ
ゆ
る
自
然
状
態
か
ら
こ
の
怖
る
べ
き
例
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば、

ト
フ
ォ
ア、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド、

サ
モ
ア
諸
島
に
お
け
る
殺
数
場
面
で
の
平
然
た
る
残
忍
さ
の

光

景

と、

北
西
ア
メ
リ
カ
の
広
大
な
原
野
で
の
果
し
な
い
そ
の
よ
う
な
光
最
を
か
の
仮
説
と
比
較
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
：．．．．
。
」

bl
o
Be
n
 V
e
rn
u
nft,
 a.

 a.

 0.

 S.

 681.

 

l
de
e
 zu
 ei
ner
 a
ll
g
e
mei
ne
n
 G
e
s
c
hi
c
hte
 in
 we
lt
b
ilr
ge
rli
c
her
 A
bsi
c
ht,
 a.

 a.
 
0.

 S.

 40,

「
人
間
た
ち
の
ふ
る
ま
い
が
大
き
な
世
界
の
舞
台
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
の
を
み
る
と、

ひ
と
は
少
し
不
機
鎌
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
」

「
こ
う
し
て
世
界
共
和
国
と
し
て
の
国
際
連
盟
に
も
と
づ
い
た
永
久
平
和
の
状
態
を
希
望
す
る
哲
学
的
な
一

千
年
平
和
説
は、

全
人
類
の
完
全
な
道
徳
的
改
善
を
待
ち
望
む
神
学
的
な

一

千
年
平
和
説
と
同
じ
よ
う
に、

妄
想
と
し
て
一

般
に
軽
蔑
さ
れ
て
い
る。
」

K
a
nt,

Di
e
 Re
li
gi
o
n
 
:··
:
 a.

 a.

 0.

 S.
6
8
2
f.
 

-^
 U
der
 da
s
 fr
o
g
ra
m
m
 der
 k
o
m
me
n
de
n
 P
hil
os
o
p
hie"
 
i
n
 Zur
 K
riti
k
 cler
 Ge
w
alt
 u
n
d
 a
n
dere
 A
u
fs
atz
e
 (S
u
hr
k
a
m
p
:
 19
71)

 S·
1
6
f.

カ
ン
ト
に
よ
る
崇
高
概
念
の
分
析
が
寓
意
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、

H
a
ns

Hei
nz
 H
olz,
 "
f
ris
m
atis
c
he
s
 D
e
n
ke
n"
 
i
n
 U
ber
 W
alter
 Be
nj
a
mi
n
 (S
u
hr
k
a
m
p
 

1
9
6
8)
 s.

 79
を
参
照。

Urs
pr
u
n
g
 de
s
 de
uts
c
he
n
 Tr
a
uers
piel
s.

 a.

 a.

 0.

 S.

 26
3
f.

ょ

[

G
e
s
c
h
ic
hts
p
hil
os
o
p
hi
s
c
he
 T
he
se
n"
 
i
n
 Zur
 Kriti
k
 der
 G
e
w
alt
 u
n
d
 a
n
dere
 A
uf
 s
atze,
 a.

 a.

 0.

 S.

 84
f.

I
bi
d.,
 
S.

 90.

 ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
は
一

九
ニ
―

年
の
『
暴
力
批
判
論
』

に
と
っ
て
は
新
大
陸
の
住
民
も
ま
た
原
罪
か
ら
免
れ
て
い
な
い
。

C
f.
 Ru
dolf
 H
a
y
m,
 a.

 a.

 0.

 S.

 70
0f'
 

八
七

し
た
が

「
わ
た
し
の
若
い
頃
に
ひ
と
が
わ
た
し
に
説
明
し
よ
う
と

し
た

よ

う

Di
e
 Re
li
gi
o
n
 in
ner
h
al
b
 der
 Gre
nz
e
n
 der
 

K
a
nt,
 I
de
e
…

…
a.

 a.

 0.

 S.

 4
1.
 

(
N
 ur
 Kriti
k
 der
 G
e
w
alt)

の
な
か
で、

革
命
に
よ
る
歴
史
的
連
続
の
こ
の
切
断
を
労
働
者
階
級
の
ゼ
ネ
ス

わ
た
し
は
い
っ
そ
解
剖
学
を
11

汝
自
身
を
知
れ
II

(
r
ミ
志

し
か
し
カ
ソ
ト

合
a、u
roy)

の
鍵

J
o
h
a
n
n
 G
e
or
g
 
H
a
m
a
n
n,
 "

Kle
e
bl
a
tt
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ト
と
し
て
戦
術
的
に
規
定
し
て
い
る。

そ
し
て
そ
こ
で
彼
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

ソ
レ
ル
(
G
e
or
ge
s
S
orel)

の
『
暴
力
諭
』

語
っ
て
い
る。

Cf.

N
 ur

 K
ri
ti
k
 de
r

 G
e
w
al
t.

 a.

 a.

 0.
 
S.

 50f
f.
 
ソ
レ
ル

も
ま
た
ペ
ン
ヤ
ミ
ン
と
同
じ
く
社
会
民
主
主
義
へ
の
敵
対
者
で
あ
り、

(
Le
s

 ill
u
si
o
ns

 du

 pr
o
 
gr

 
e
s)

を
出
I

加巫
し
て
い
る。

け
て
『
進
歩
の
幻
想
』

Kriti
k

 der
 rei
ne
n
 V
er
n
u
nf
t,
 
B
8
3
8.

 

「
わ
れ
わ
れ
の
行
状
全
体
が
道
徳
的
な
格
律
に
従
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
同
時
に、

道
徳
法
則
と
は
た
ん
な
る
理
念
で
あ
っ
て、

も
し
理
性
が
こ
の
道
徳
法
則
を
ひ
と
つ

の
作
用
原
因
に
結
び
つ
け、

こ
の
作
用
原
因
が
道
徳
法
則
に
し
た
が
っ
た
行
為
に
対
し
て、

現
世
に
お
い
て
で
あ
れ
来
世
に
お
い
て
で
あ
れ、

と
に
か
く
わ
れ
わ
れ
の
最
高
の
目
的
に

正
確
に
適
合
す
る
結
果
を
規
定
す
る
と
い
う
の
で
な
い
な
ら
ば、

こ
の
こ
と
が
起
こ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る。
」

Kri
ti
k
der
 rei
ne
n
 V
e
rn
u
nft
 B
8
4
0
f.
 

「
自
然
が
そ
の
最
終
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一

の
形
式
的
な
条
件
は、

人
間
相
互
の
関
係
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
体
制
で
あ
る。

す
な
わ
ち
そ
こ
で
は、

互
い
に
相
互

に
矛
盾
す
る
自
由
を
毀
損
す
る
こ
と
に
対
し
て
市
民
社
会
と
呼
ば
れ
る
全
体
の
な
か
で
合
法
的
な
権
力
が
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

Kri
ti
k
der
 Ur
t

eil
s
kr
aft
、

a.

a.
 0.
 S.
3
9
1.
 

「
幸
福
は
…
人
間
に
関
す
る
自
然
の
最
終
目
的
で
は
な
い
。
」
I
bi
d.
,

S.

 39
5.

 

K
a
n
t,
 
M
et
a
p
h
ysi
k

 der
 Si
tt
e
n
 (1
7
9
7),
 
K
a
nt

 W
er
ks
a
u
s
ga
b
e,
 
a.

 a.
 
0.
 
B
d.
 
V
lll,
 
S.
 4
4
0.
 

A
n
 W
er
ner
 Kr
aft,
 
28.

 O
kt
o
b
er
 19
3
5,
 
B
e
nj
a
mi
n,
 
B
ri
e
fe
 II,
 
a.

 a.
 
0.
 
S.
 6
9
8.

 

ア
ド
ル
ノ
は
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
を
批
判
し
て
、

ペ
ソ
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る。

「
そ
の
か
ぎ
り
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る。

す
な
わ
ち
進
歩
は、

そ
れ
が
終
る
と
こ
ろ
で、

起
こ
る
の
で
あ
る。
」

T
h
e
o
d
or

W.

 A
d
o
rn
o,
 "

F
orts
c
hri
tt"
 i
n
 
M
ateri
ali
e
n

 zu
 
B
e
nja
mi
n
s
 
T
h
e
se
n
>
 U
b
e
r
 de
n
 

B
e
gri
ff
 der
 G
e
s
c
hi
c
h
t

e
八,

hr
g•
 v.
 
F.
 
B
u
lt
h
a
u
p
 (
S
u
hr
k
a
m
p
:
 1
9
7
5)

 S.

 15
7.

 

「
彼
が
、ゾ
オ
ニ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
間
で
動
揺
し
て
い
る
か
の
よ
う
に、

書
簡
の
な
か
で
優
柔
不
断
と
思
え
る
も
の
は、

実
際
に
は
お
そ
ら
く
彼
の
次
の
よ
う
な
苦
い
洞
察
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
解
決
は
客
観
的
に
誤
ま
っ
て
い
て
現
実
に
対
し
て
不
適
合
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く、

彼
を
個
人
的
に
誤
ま
っ
た
救
済
に
導
び
く
で
あ

ろ
う。

そ
れ
は
こ
の
救
済
が
モ
ス
ク
ワ
と
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
よ
う
と、

(
Peli
c
a
n
 B
o
o
k
s

 
:
 1
9
73)

 p.

 18
7.

 

法
的
に
理
解
さ
れ
る
i

貫
し
た
過
程
を
そ
も
そ
も
問
題
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は、

不
合
理
に
お
も
え
る
。
」
l
bi
d.,

p.
 1
6
3.

 

G
oe
t

h
e,
 
M
a
xi
m
e
n
 u
n
d
 Refl
e
xi
o
ne
n,
 
S
a
m
tli
c
h
e

 W
er
k
e,
 
B
d,
 l
X,
 a.
 a.
 
0.
 
S.
 5
29.
 

「
自
然
は
神
を
隠
す。

し
か
し
全
て
の
者
に
で
は
な
い
。
」

G
oet
�
e,

M
a
xi
m
e
n
 u
n
d
 R
efl
e
xi
o
ne
n,
 a,
 a,

 0.
 S.
 6
0
8.
 

を
な
す。

し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は

1
bi
d

 

•
•
 B
8
4
4.

筑
波
大
学

哲
学
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思
想
学
系
論
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「
こ
の
よ
う
な
思
考
が、

弁
証

エ
ル
サ
レ
ム
と
貼
ら
れ
て
い
よ
う
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
」

H
a
n
n
a
h

Are
n
dt,
 
M
e
n
 in
 d
ar
k

 T
i
m
e
s

な
お
ア
レ
ソ
ト
は、

未
来
に
背
を
向
け
た
ペ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

道
徳
的
に
自
己
を
完
成
す
る
理
性
的
人
間
が
自
然
の
最
終
目
的

一

九
0
七
年
か
ら
八
年
に
か

(
R
e
fl
e
xi
o
n
 sur
 la

 vi
ole
nc
e,
 1
9
08)

へ
の
土ハ
咸‘
i

か
J

八
八



(
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)
 

(

88
)

 

(
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)
 

(

86
)

 

／ヘ

83 

カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー

s
c
h
af
 t
 :
 1
9
6
4)
 S.
 l
Of.
 

•••
つ
い
に
は
L
・

ク
ラ
ー
ゲ
ス
の
表
現
論
に
一

致
す
る
よ
う
な
洞
察
に
達
し
た
と
す
れ
ば、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
ま
さ
に
二
つ
の
哲
学
的
立
場
の
隔
た
り
を
踏
破
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
立
場
の
関
係
を
わ
れ
わ
れ
は
ド
イ
ッ
哲
学
の
二
つ
の
形
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」

T
h
e
o
d
or

Litt,
 
K
a
nt
 u
n
d
 Her
der•··
 

•
•
 J
 

a.
 a.
 
0.
 
S.
 2
8
5.
 

「
コ
。ヘ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
は
た
ん
に
論
理
的
な
判
断
機
能
に
関
わ
る
だ
け
で
は
な
く、

同
じ
根
拠
と
権
利
を
も
っ
て
精
神
的
形
態
化
の
全
て
の
方
向
と
全
て
の
原
理
へ

と

拡

大

す

る。
．．．
 理
性
批
判
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
批
判
と
な
る
。
」

Er
nst

C
as
sirer,
 
P
hil
os
o
p
hie
 der
 s
y
m
b
oli
s
c
h
e
n
 F
or
m
e
n,
 1
 T
e
il
 (
Wi
s
s
e
ns
c
h
aft
l.
 B
u
c
h
ge
se
ll
-

し
た
が
っ
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
象
徴
概
念
は、

経
験
を
構
成
す
る
全
て
の
要
素
を
包
括
す
る
多
義
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る。

ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
、

関
連
し
て
は
い
る
が
少
な
く
と
も
三
つ
の
別
々
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る。

日、

そ
れ
は
II

象
徴
的
関
係
II

、

た
ん
に
11

象
徴
的
な
も
の
II

と
し
て
よ
り
頻
繁
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
包
括
し
て
い
る。

口、

そ
れ
は
ー
神
話、

芸
術、

宗
教、

言
語、

科
学
と
し
て
ー
象
徴
概
念
の
適
用
領
域

を
例
示
し
て
い
る
多
様
な
文
化
形
態
を
指
示
し
て
い
る。

国、

そ
れ
は、

⇔
で
挙
げ
ら
れ
た
客
観
性
の
領
域
を、

特
徴
的
な
変
化
を
と
も
な
っ
て、

ー
最
も
浸
透
力
の
あ
る
象
徴
関
係

る
。

照。
J

の
点
に
つ
い
て
は
『
象
徴
形
式
の
哲
学
』

(

85

)
 

(

84

)
 

(
W
a
hr
h
eit
 u
n
d
 
Met
h
o
de)

の
な
か
で
象
徴
と
寓
意
と
の
関
係
を
論
じ、

寓
意
の
復
権
を
主
張

し
て
い
る
が、

そ
こ
で
彼
は
象
徴
を
支
え
る
形
而
上
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

「
し
か
し
象
徴
の
概
念
の
う
ち
で
は
形
而
上
学
的
背
景
が
想
い
起
こ
さ
れ
る。

そ
れ
は

寓
意
の
修
辞
的
使
用
に
は
全
く
欠
け
た
も
の
で
あ
る。

惑
性
的
な
も
の
か
ら
神
的
な
も
の
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
感
性
的
な
も
の
は
た
ん
に
無
価
値
な
も
の

や
暗
黒
で
は
な
く、

真
な
る
も
の
の
流
出
と
反
映
だ
か
ら
で
あ
る。

近
代
の
象
徴
概
念
は、

こ
の
よ
う
な
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
機
能
と
そ
の
形
而
上
学
的
背
景
な
し
に
は
全
く
理
解
さ
れ

な
い
。
」

H
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n
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 Ge
or
g
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a
d
a
mer,
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h
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入
九

JJ

象
徴
概
念
II

11

象
徴
的
機
能
II

あ
る
い
は

「
II

象
徴
形
式
II

と
い
う
言
葉
は
カ
ッ
シ

(
P
hil
os
o
p
hi
e
 der
 s
y
m
b
oli
s
c
h
e
n
 F
or
m
e
n)

の
笛
R

―
寿J
の
詔
企
訳
ナ小
に
紐口
さ
れ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
•
H
・
ヘ
ソ
デ
ル
の
声2
X
を
参

「
カ
ッ
シ
ラ
ー
に
対
す
る
ゲ
ー
テ
の
重
要
性
は
強
調
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

彼
ら
の
間
に
は
II

親
和
カ
II

が
あ
っ
た
。

そ
し
て
ゲ
ー
テ
自
身
と
カ
ソ
ト
と
の
間
に
は、

『
判
断
力
批
判
』

と
い
う
媒
体
を
通
じ
て
不
思
議
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
」
I
ntr
o
du
cti
o
n
b
y
 C
h
arl
e
s
 
W.
 
H
e
n
del
 i
n
 E
rnst
 C
as
sirer,
 
T
h
e
 P
hil
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o
p
h
y
 of
 S
y
m
b
o
 1

li
e
 F
or
ms,
 
v
o
l.
 1
 (
Y
ale
 U.
 
F.
 :
 1
9
7
5)

 p.
 
3
0.
 

ま
た
テ
オ
ド
ー
ル
・

リ
ッ
ト
は、

カ
ソ
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー
の
理
諭
的
対
立
を
扱
っ
た
著
書
の
後
書
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

「
:•
も
し
『
象
徴
形
式
の
哲
学
』

が、

批
判
哲
学
の
問
題
提
起
か
ら
出
発
し
て、

ハ
ン
ス
11
ゲ
オ
ル
グ
・

ガ
ー
ダ
マ
ー
は
『
真
理
と
方
法
』

っ
ね
に
拡
大
し
て
い
く
地
乎
の
内
部
で
批
判
哲
学
を
可
能
性
に
し
た
が
っ
て
確
証
し
な
が
ら、
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と
し
て
ー
構
成
す
る
と
さ
れ
る
空
間、

時
間、

原
因、

数
に
適
用
さ
れ
る。
」
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h
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o
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s
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h
e
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 a.
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 der
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y
m
b
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c
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n
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Teil,
 a.
 a.
 0.
 
S.
 3
0
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時
間
概
念
の
発
展
図
式
に
お
い
て
は、

最
後
の
象
徴
の
段
階
に
は
ギ
リ
シ
ャ
的
な
時
間
概
念
が
置
か
れ
て
い
る。

そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
象
は
理
念
と
和
解
し
た
と
さ
れ
る。

「
プ
ラ
ト
ン
的
な
時
問
概
念
は
今
や
次
の
こ
と
を
確
証
し
た
。

す
な
わ
ち
現
象
が
時
間
の
連
続
性
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ、

こ
の
II

永
遠
な
る
も
の
の
動
く
像
II

に
関
係
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て、

現
象
は
知
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
り、

理
念
へ
の
関
与
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
」
I
bi
d.
,

S.
 1
6
7f.
 

そ
の
前
段
階
に
置
か
れ
て
い
る。

C
f.
i
bi
d.,
 S.
 1
4
5f
f.
 
そ
し
て
彼
は、

ギ
リ
シ
ャ
的
な
時
間
を
最
も
深
く
理
解
し
た
近
代
思
想
家
と
し
て
ゲ
ー
テ
を
挙
げ
て
い
る。

C
f.
i
bi
d.
,
 

S.
 1
6
5
f.
 

ち
な
み
に
述
べ
れ
ば、

カ
ソ
ト
は
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
奇
跡
を
認
め
て
い
な
い
。

「
な
ぜ
な
ら、

も
し
こ
の
神
人
が、

神
の
う
ち
に
永
遠
に
存
在
し
て
い
る
人
間
性
の

理

念
と

し

て、

神
の
意
に
完
全
に
赤
っ
た
道
徳
的
な
完
全
性
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
の
で
は
な
く
：．、

現
実
の
人
間
の
う
ち
に
fl

肉
体
を
も
っ
て
住
み
つ
き
II

、

彼
の
う
ち
で
第
二
の
本
性
と
し

て
働
ら
い
て
い
る
神
性
と
し
て
表
象
さ
れ
る
な
ら
ば、

こ
の
神
秘
か
ら
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
か
な
る
実
践
的
な
も
の
も
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る。

と
い
う
の
も
わ
れ
わ
れ
が
神
と

同
じ
よ
う
に
行
為
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
に
要
求
で
き
な
い
の
だ
か
ら、

し
た
が
っ
て
そ
の
か
ぎ
り
で
は
彼
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
例
と
は
な
り
得
な

い
。
」
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し
か
し
こ
こ
で
も
ユ
ダ
ヤ
的
な
時
間

概

念
は

ペ
ン
ヤ
ミ
ン
も
こ
の
点
を
認
め
て
い
る。
「
象
徴
に
お
い
て
は
没
落
が
美
化
さ
れ
て
、
自
然
の
変
容
し
た
相
貌
が
救
済
の
光
の
な
か
で
一

瞬
現
わ
れ
る
の
に
対
し
て、

寓
意
に
お
い
て

は
歴
史
の
死
相
が
硬
ば
っ
た
原
風
景
と
し
て
観
察
者
の
眼
前
に
あ
る
。
」

張
に
も
と
づ
い
て
現
象
と
無
限
な
る
も
の
と
の
つ
か
の
間
の
全
面
的
な
一

致
が
礼
拝
に
お
い
て
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は、

次
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る。

す
な
わ
ち
象
徴
の
意

一

者
の
分
裂
と
こ
の
分
裂
か
ら
の
回
復
で
あ
る
と
い
う
象
徴

味
を
満
た
す
も
の
は、

有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
合
一

な
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
象
徴
の
宗
教
的
な
形
態
は、

bi
d,
.
 S.
 3
0
7f.
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九
〇

「（
形
態
と
本
質
と
の
）

こ
の
緊
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の
本
来
の
規
定
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る。」
Hans,
 Geor
g
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 a.
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 S.
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「：
最
初
に
置
か
れ
た
質
量
と
形
式
と
の
二
元
論
の
周
り
を
こ
の
思
考
が
い
か
に
連
綿
と
廻
っ
た
か、

そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
思
考
が
こ
の
対
立
の
意
味
を
い
か
に

徐
々
に
変
化
さ
せ
深
化
さ
せ
て
い
く
か、

こ
の
こ
と
を
跡
づ
け
る
た
め
に
は、

ひ
と
は
『
判
断
力
批
判』
の
成
立
ま
で
進
む
に
は
及
ば
な
い。」
Philosophie
der
 sy
mbolischen
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n,
 
3
 
Te
il,
 a.
 a.
 
0.
 S.
 1
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さ
ら
に
前
出
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
．
w
．
ヘ
ン
デ
ル
の
指
摘
を
参
照
せ
よ。

「
彼
は、

第
三
批
判
が
そ
れ
以
前
の
批
判
の
思
想
を
完
成
さ
せ
て
い

る
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る。」
I
nt
roduction
by
 Cha
rles
 W.
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ndel
 in
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 Philosophy
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 For
ms,
 vol.
 1,
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カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
亡
命
中
に
英
語
圏
で
行
な
っ
た
活
動
は、

ひ
と
つ
に
は
カ
ン
ト
を
完
全
な
啓
蒙
主
義
者
と
し
て
示
す
こ
と
で
あ
っ
た。
ハ
ー
ジ
ョ
・
ホ
ル
ボ
ー
ソ
は
そ
う
証
言
し

「
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
や
歴
史
家
た
ち
は、

優
秀
な
ド
イ
ツ
文
明
を
西
ヨ
ー
ロ
ッ。ハ
文
明
か
ら
区
別
す
る
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
哲
学
を
評
価
す
る
傾
向
が
あ
っ
た。
こ
れ
に
対

し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は、
カ
ン
ト
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
啓
蒙
主
義
に
根
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
つ
ね
に
心
に
留
め
て
い
た。」
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「
た
し
か
に
盲
目
的
な
宿
命
と
い
う
意
味
で
は
な
い
け
れ
ど
も、

政
治
は
運
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は、

啓
蒙
主
義
者
た
ち
に
は
理
解
さ
れ
な
い。」
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nhart
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lleck,
 

「
美
し
き
も
の
は
道
徳
的
に
善
な
る
も
の
の
象
徴
で
あ
る。
．．．
 趣
味
が
彼
方
に
望
み
見
る
も
の
は
可
想
的
な
も
の
で
あ
る。」
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文
体
の
統一
の
た
め
に
引
用
文
は
全
て
原
文
よ
り
訳
出
し
た
が、
そ
の
さ
い
以
下
の
邦
訳
書
を
参
照
し
た。

（
篠
田
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岩
波
文
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