
PDF issue: 2025-07-04

現代キリスト教の輝きと曇り : 「解放の神
学」の一ケース

TAKAO, Toshikazu / 高尾, 利数

(出版者 / Publisher)
法政大学社会学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
社会労働研究 / 社会労働研究

(巻 / Volume)
37

(号 / Number)
4

(開始ページ / Start Page)
87

(終了ページ / End Page)
107

(発行年 / Year)
1991-03
(URL)
https://doi.org/10.15002/00006506



現代キリスト教の輝きと曇り

ル
ベ
ン
・
ア
ビ
ト
「
親
鷲
と
キ
リ
ス
ト
教
の
出
会
い
か
ら
ｌ
ｕ
木
的
解
放
の
露
性
」
（
’
九
八
九
年
血
石
替
店
｝
は
特
に
、
本

人
に
と
っ
て
は
襟
を
正
し
て
聞
く
べ
き
警
告
の
書
で
も
あ
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
多
い
書
で
あ
る
。
そ
の
政
治
的
・
経
済
的
分
析
、
と
り
わ
け

日
本
が
過
去
に
お
い
て
果
た
し
、
ま
た
現
在
に
お
い
て
も
果
た
し
て
い
る
負
の
役
割
に
つ
い
て
の
分
析
や
瀞
告
は
、
、
し
低
く
傾
聴
す
べ
き

貴
い
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
ア
ビ
ト
氏
が
、
実
践
し
て
お
ら
れ
る
内
容
や
姿
勢
に
は
、
深
い
敬
意
と
麟
意
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
信
仰
理
解
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
問
題
を
感
じ
ざ
る

を
え
な
い
。
以
下
そ
の
点
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
相
互
理
解
を
さ
ら
に
深
め
、
連
帯
を
強
化
し
よ
う
と
の
思
い
に
発

す
る
企
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
著
者
が
、
こ
う
し
た
批
判
に
真
蟄
に
応
答
さ
れ
る
か
た
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
以

下
の
検
討
が
、
そ
う
い
う
信
頼
に
基
づ
い
た
一
人
の
同
行
者
の
問
い
か
け
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
無
上
の
幸
い
で
あ
る
。

著
者
は
、
「
霊
性
」
の
説
明
と
し
て
、
ま
ず
旧
約
聖
書
の
詩
編
一
○
四
の
「
あ
な
た
の
息
吹
き
を
受
け
て
す
べ
て
が
新
し
く
な
る
」
に

キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
？

現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
輝
き
と
曇
り

「
解
放
の
神
学
」
の
一
ケ
ー
ス
ー

高
尾

利

数
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基
づ
き
、
「
神
の
息
吹
き
に
生
か
さ
れ
る
」
と
い
う
視
点
を
提
示
し
、
マ
ル
コ
ー
ニ
ー
を
解
説
す
る
。
「
イ
エ
ス
は
洗
礼
を
受
け
た
時
に

聖
霊
が
彼
の
と
こ
ろ
に
鳩
の
形
で
下
っ
て
き
た
、
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
見
よ
、
こ
れ
が
私
の
愛
す
る
子
、
私
の
心
に
か
な
う
者
」
と

い
う
声
が
響
き
ま
す
。
そ
う
い
う
鳩
の
シ
ン
ボ
ル
で
下
っ
て
き
た
聖
霊
、
神
の
息
吹
き
が
姿
を
も
っ
て
現
れ
て
、
そ
し
て
同
じ
瞬
間
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
私
の
愛
す
る
子
、
私
の
、
し
に
か
な
う
者
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
と
ら
え
る
ひ
と
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
斉
を
受
け
入
れ
る
と
い
う

こ
と
の
意
味
は
、
神
の
声
が
私
た
ち
の
巾
で
「
あ
な
た
は
私
の
愛
す
る
子
、
私
の
心
に
か
な
う
者
」
と
い
う
瀞
き
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
無
条
件
に
、
無
償
に
、
愛
に
包
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
た
だ
た
だ
素
直
に
受
け

る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
（
二
五
頁
）
と
い
う
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
。

こ
の
引
用
文
の
前
段
で
は
、
聖
霊
の
言
葉
が
イ
エ
ス
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
後
段
で
は
そ
れ
が
「
私
た
ち
」
に
語
ら
れ
て
い
る
。
イ
エ

ス
に
告
げ
ら
れ
た
言
葉
が
、
ど
う
し
て
「
私
た
ち
」
へ
の
言
葉
と
な
る
の
か
。
そ
の
媒
介
項
は
「
私
た
ち
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音

を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
、
い
か
に
も
不
十
分
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
要
す
る
に
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
、
「
各
人
が
無
条
件
に
、
無
仙
に
、

愛
に
包
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
姿
勢
は
、
蒋
者
に
一
貸
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
提
示
の
仕
方
が
き
わ
め

て
暖
昧
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
万
人
が
無
条
件
に
、
無
償
に
、
愛
に
包
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
認

識
は
、
若
干
の
表
現
上
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
旧
約
聖
書
に
も
、
他
の
多
く
の
宗
教
に
も
見
ら
れ
る
認
識
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
無
条
件
の
弥
陀
の
慈
悲
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
と
特
定
す
る
必
然
性
は
ま
っ
た

と
え
ば
、
浄
土
真
一

く
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
同
じ
問
題
性
は
、
他
に
多
く
見
ら
れ
る
。
著
者
は
、
こ
う
も
い
う
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
「
お
祈
り
す
れ
ば
来
世
天

8８



現代キリスト教のｶｶﾞﾎﾞきと戯り

も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
に
つ
い
て
、
イ
エ
ス
を
引
き
合
い
に
出
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
キ
リ
ス
ト
教
で

信
仰
と
い
う
時
、
い
ろ
ん
な
神
学
的
な
展
開
が
見
ら
れ
ま
す
。
い
ち
ば
ん
端
的
に
信
仰
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
マ
ル

コ
福
音
」
の
一
章
・
一
四
～
一
五
節
で
す
。
イ
エ
ス
は
、
「
神
の
国
が
近
づ
い
た
。
回
心
し
て
福
音
を
信
じ
な
さ
い
」
。
要
す
る
に
、
神
の

国
が
今
も
う
す
で
に
迫
っ
て
い
る
。
そ
の
呼
び
か
け
に
心
を
開
け
よ
と
い
う
こ
と
で
す
」
（
六
○
頁
）
と
。
し
か
し
す
ぐ
に
こ
れ
を
説
明

し
て
い
う
。
「
そ
れ
は
人
間
に
ひ
と
つ
の
選
択
を
迫
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
分
の
存
在
の
軸
を
、
そ
れ
ま
で
に
、
例
え
ば
自

己
中
心
的
な
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
エ
ゴ
的
な
存
在
か
ら
、
心
を
あ
ら
た
め
て
、
自
分
の
す
べ
て
を
神
の
国
の
実
現

に
託
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
自
己
中
心
的
な
生
き
方
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
神
の
国
の
到
来
に
自
分
の
存
在
を
す
べ
て
捧
げ

る
、
と
い
う
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
信
仰
の
軸
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」
（
同
）
と
。

な
る
ほ
ど
、
前
半
の
表
現
に
は
、
「
神
の
国
」
と
か
「
福
音
」
と
か
と
い
う
一
見
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
も
の
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
表
現

が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
神
の
国
」
と
い
う
表
現
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
キ
リ

ス
ト
教
的
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
「
福
音
」
と
い
う
表
現
は
元
来
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
り
、
言
葉
と
し
て
は
何
も
キ
リ
ス
ト
教
的
と
い
う

国
に
行
け
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
神
の
息
吹
き
に
共
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
永
遠
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
ま
と
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
」
（
三
四
頁
）
と
。
こ
う
い
う
言
い
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
特
性
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
永
遠
に
及
ぶ
」
と
い
う
表
現
の
内
容
は
、
特
に
説
明
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
て

も
他
の
宗
教
と
根
本
的
に
違
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

イ
エ
ス
の
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
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こ
と
は
な
い
。
確
か
に
、
後
に
キ
リ
ス
ト
教
が
、
こ
の
言
葉
に
独
特
な
内
容
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
に
、
こ
の
マ
ル
コ
の
言
葉
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
い
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
祁
々
の
意
見
が
あ
り
、
こ
の
マ
ル
コ
の
「
編
音
」
を
、
後

（
１
）

の
パ
ウ
ロ
な
ど
が
理
解
し
た
内
容
と
単
純
に
同
定
す
る
こ
と
は
大
き
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
杵
将
は
、
後
半
の
文
章
で
彼
自
身
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
が
、
も
し
そ
れ
が
、
「
自

己
中
心
的
な
生
き
方
を
転
換
し
て
、
超
越
的
な
も
の
の
呼
び
か
け
に
全
身
全
霊
を
も
っ
て
呼
応
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
も
キ
リ
ス
ト
教
に
独
特
な
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
（
い
や
、
多
く
の
思
想
に
も
）
妥
当
す
る
こ
と

（
２
）

（
３
）

で
あ
る
。
実
際
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
や
「
ム
ス
リ
ー
ム
」
と
い
う
一
一
一
口
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
全
身
全
霊
の
帰
依
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
著
者
は
こ
こ
で
も
、
「
神
の
国
の
到
来
」
と
か
「
神
の
川
の
実
現
」
と
か
と
い
う
一
見
キ
リ
ス
ト
教
に
独
特
と
思
わ
れ
る
表
現

を
混
ぜ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
元
来
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
時
代
に
は
ま
だ
ユ
ダ
ヤ
教
の
枠
内
に
あ
っ
た
と
い
え
る

（
４
）

も
の
で
あ
り
、
ず
っ
と
後
代
に
な
っ
て
か
ら
イ
エ
ス
こ
そ
唯
一
絶
対
の
メ
シ
ヤ
（
ギ
リ
シ
ア
諏
川
で
は
「
キ
リ
ス
ト
」
）
と
い
う
独
特
に
キ
リ

ス
ト
教
的
内
容
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

別
な
箇
所
で
は
耕
者
は
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
「
旧
約
型
轡
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
人
間
の
罪
の
雌
史
に
対
す
る
神
の
忠
尖
さ
の
脈

史
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
と
こ
ろ
で
新
約
聖
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
神
の
忠
実
さ
を
信
じ
な

さ
い
、
と
い
う
呼
び
か
け
に
伴
う
も
の
で
も
あ
り
ま
す
」
（
七
二
頁
）
。

こ
の
文
章
は
、
意
味
が
明
確
で
は
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
の
違
い
が
明
瞭
で
は
な
い
。

さ
て
著
者
は
、
あ
る
箇
所
で
、
「
イ
エ
ス
の
意
味
す
る
も
の
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
新
約
塑
轡
に
な
る

と
、
イ
エ
ス
の
到
来
は
、
「
も
う
時
が
み
ち
た
、
回
心
し
て
福
音
を
信
ぜ
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
も
の
で
す
。
福
音
の

実
現
と
い
う
の
は
、
神
の
図
の
到
来
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
神
の
囚
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
貧
し
い

9０



現代キリスト教の輝きと強り
人
々
が
よ
き
知
ら
せ
を
聞
き
、
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
人
々
が
自
由
に
な
る
。
暗
闇
の
中
に
い
る
人
々
が
光
を
受
け
る
。
』
（
ル
カ
四
二

（一コ）

六
’
一
一
一
）
つ
ま
り
、
非
人
間
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
人
間
ら
し
い
生
き
方
の
道
が
開
れ
る
。
す
べ
て
の
人
に
神
の

恵
み
が
告
げ
知
ら
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
身
を
も
っ
て
『
よ
き
知
ら
せ
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
」
（
七
三
’
七
四
頁
）
。
さ
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
次
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
る
。
「
そ
の
神
の
霊
に
動
か
さ
れ
て
の
具
体
的
な
生
き
方
を
イ
エ
ス
は
全
生
涯
を
も
っ
て
証
し
し
た
わ
け
で
す
。

新
約
聖
書
の
イ
エ
ス
の
生
涯
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
貧
し
い
人
々
が
彼
を
囲
ん
で
、
そ
こ
か
ら
五
千
人
の
群
衆
に
対
し
て
パ
ン
の
奇
跡
を

な
し
た
と
い
う
奇
跡
の
も
の
が
た
り
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
文
字
ど
お
り
歴
史
的
に
そ
う
だ
っ
た
か
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
で
お
き
ま
す
が
、

、
、
、
、
、

歴
史
的
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
云
々
す
る
よ
り
も
、
そ
の
イ
エ
ス
が
、
数
千
人
の
人
々
に
パ
ン
を
与
え
た
、
と
い
う
》
」
と
が
、
何
を
意
味
し

、
、
、
、

て
い
る
か
と
い
う
次
元
で
問
い
掛
け
る
こ
と
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
病
い
や
悪
魔
に
と
り
つ
か
れ
て

い
る
人
々
が
イ
エ
ス
と
出
会
う
と
、
彼
等
が
癒
さ
れ
ま
た
は
解
放
さ
れ
る
。
病
い
や
あ
ら
ゆ
る
束
縛
で
不
自
由
な
人
々
に
と
っ
て
、
イ
エ

ス
の
存
在
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
て
、
私
達
は
ヒ
ン
ト
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
要
す
る
に
イ
エ
ス
が
、
神
の
霊
に
自
分
の
存
在
を
ゆ
だ
ね
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
た
ま
ま
に
生
き
る
。
そ
こ
で
、
民
衆
の
状
況
に
櫛

、
、
、
、
、
、
、

か
れ
て
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
霊
の
動
き
に
導
か
れ
て
な
し
た
の
で
あ
る
」
（
七
四
’
七
五
頁
、
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
。

こ
こ
で
は
、
史
実
性
と
有
意
味
性
と
が
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
混
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
パ
ン
の
奇
跡
に
つ
い
て
、

「
文
字
ど
お
り
歴
史
的
に
そ
う
だ
っ
た
か
ど
う
か
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
で
お
き
ま
す
が
」
と
い
う
が
、
な
ぜ
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
い
の
か
、

ま
っ
た
く
納
得
が
い
か
な
い
。
多
く
の
牧
師
や
神
学
者
や
神
父
た
ち
は
、
実
に
し
ば
し
ば
こ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
。
新
約
聖
書
の
パ
ン

の
奇
跡
の
物
語
な
ど
は
、
ま
さ
に
物
語
伝
承
で
あ
り
、
神
話
的
な
時
代
の
も
の
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う

こ
と
が
史
実
的
に
起
こ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
明
瞭
な
態
度
を
と
っ
て
か
ら
、
「
歴
史
的
に
起
こ
っ
た
こ
と

を
云
々
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
…
…
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
次
元
で
問
い
か
け
る
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
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同
様
な
態
度
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
問
題
に
も
当
て
は
ま
る
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
イ
エ
ス
は
当
時
の
政
治
的
、
あ
る
い
は
宗

教
的
な
権
力
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
犯
と
し
て
処
刑
さ
れ
て
死
ん
だ
。
た
だ
し
そ
の
イ
ェ

、
、
、
、
、
、
、
、

ス
の
死
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
、
ま
た
は
彼
が
な
し
た
こ
と
は
全
く
無
駄
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
新
約
聖
書
の

伝
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
死
そ
の
も
の
が
新
し
い
命
、
す
な
わ
ち
復
活
の
実
現
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
中
心
点
で
あ
り
、
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
」
（
七
五
頁
、
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
。
。
十
字
架
の
死
）
そ

、
、
、

れ
自
体
が
復
活
へ
の
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
非
常
に
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
そ
の
十
字
架
と
復
活
の
関
係
を
時
間
的
に
と
ら
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
、
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
が
肉
体
的
に
死
ん
で
、
そ
し
て
そ
の
体
が
ま
た
生
き
返
っ
た
、
と
い
う
と
ら
え
か
た
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
も
う
ひ
と
つ
の
と
ら
え
か
た
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
時
間
と
空
間
を
超
え
た
次
元
に
お
い
て
そ
の
新
た
な
命
が
実
現

、
、
、
、
、
、
も

し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
十
字
架
に
お
け
る
死
に
よ
っ
て
、
福
音
が
実
現
す
る
。
つ
ま
り
、
抑
圧
的
な
状
況
の
中
に
生
き
て
い
る
人
々

フ（〕。

こ
こ
で
は
「
ヒ
ン
ト
」
と
い
う
よ
う
な
暖
昧
な
表
現
を
用
い
て
、
史
実
性
の
問
題
を
回
避
し
て
し
ま
う
。
こ
の
暖
昧
性
は
、
「
そ
こ
で

、
、
、
、
、
、
、

（
イ
エ
ス
は
）
、
民
衆
の
状
況
に
置
か
れ
て
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
霊
の
動
き
に
導
か
れ
て
な
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
最
後

の
文
章
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
イ
エ
ス
が
「
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
」
提
示
し
た
と
い
う
ふ
う
に
も
読
め
る
が
、
そ
の

す
ぐ
後
で
は
、
「
な
し
た
の
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
が
、
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
示
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
イ
エ
ス
が
そ

、
、
、

れ
ら
の
奇
跡
を
な
し
た
、
と
い
う
こ
と
と
は
別
な
次
元
の
》
」
と
で
あ
る
。

こ
う
い
う
表
現
に
よ
っ
て
多
く
の
牧
師
や
神
父
は
常
に
、
聖
書
の
有
意
味
性
と
、
史
実
性
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
有
意
味
性
を
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
史
実
性
が
な
ん
と
な
く
承
認
さ
れ
る
よ
う
な
ふ
う
に
も
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
著
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る

か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
こ
う
い
う
語
り
口
は
、
そ
の
よ
う
な
作
用
を
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
い
わ
ば
詐
術
と
さ
え
い
い
う
る
の
で
あ
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現代キリスト教の輝きと曇り
が
、
拷
問
と
か
権
力
か
ら
の
弾
圧
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
悲
槍
的
な
も
の
と
か
、
あ
る
い
は
絶
望
的
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
こ
そ
が
解
放
へ
の
道
の
原
点
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
（
イ
エ
ス
の
死
は
）
彼
の
敗
北
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
自
体
が
彼
の
勝
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
体
験
の
根
本
に
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
と
ら
え
て
お
か
な
い

と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
一
つ
の
童
話
や
〈
神
話
〉
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
…
…
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
イ
エ
ス
の
死
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

復
活
が
、
今
の
一
」
の
私
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
入
り
口
へ
の
問
い
と
な
っ
て
い
ま
す
」

（
七
五
～
七
六
頁
、
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
。

こ
こ
に
は
意
味
が
明
瞭
で
は
な
い
多
く
の
言
葉
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
。
「
イ
エ
ス
の
死
そ
れ
自
体
が
、
復
活
の
実
現
を
意
味
す
る
」
と

か
、
「
そ
れ
自
体
が
復
活
へ
の
道
で
あ
る
」
と
か
、
「
十
字
架
に
お
け
る
死
に
よ
っ
て
福
音
が
実
現
す
る
」
と
か
い
う
表
現
は
、
お
よ
そ
意

味
が
明
確
で
は
な
い
。
「
イ
エ
ス
が
肉
体
的
に
死
ん
で
、
そ
し
て
そ
の
体
が
ま
た
生
き
返
っ
た
…
…
」
と
い
う
「
時
間
的
」
な
と
ら
え
か

た
、
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
は
史
実
的
事
実
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
主
張
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
著

者
は
、
あ
た
か
も
こ
う
い
う
伝
統
的
理
解
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
振
り
で
あ
る
。
そ
し
て
「
も
う
ひ
と
つ
の
と
ら
え
か
た
」
を

提
示
す
る
と
い
い
、
「
す
べ
て
の
時
間
と
空
間
を
超
え
た
次
元
に
お
い
て
そ
の
新
た
な
命
が
実
現
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文

（
６
）

章
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
の
伝
統
的
表
現
の
意
味
を
述
べ
る
と
い
う
仕
方
で
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
克

服
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
「
椛
力
に
よ
っ
て
潰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
絶
望
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
解
放
へ
の
道
の
原
点
だ
」
と
い
う

意
味
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
を
「
イ
エ
ス
の
勝
利
」
と
語
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
論
理
的
繋
が
り
に
な
っ
て
い
る
の

か
が
ま
っ
た
く
暖
昧
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
イ
エ
ス
は
十
字
架
に
お
い
て
殺
さ
れ
た
が
、
三
日
目
に
死
人
の
な
か
か
ら
復
活
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
彼
の
死
は
敗
北
で
は
な
く
、
勝
利
で
あ
っ
た
、
と
宣
言
さ
れ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の
死
が
敗
北
で
は
な
か
っ
た

こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
彼
の
実
体
的
・
史
実
的
な
事
実
と
し
て
の
復
活
が
繰
り
返
し
宣
教
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
、
イ
エ
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ス
の
勝
利
を
語
る
場
合
、
こ
の
伝
統
的
な
ド
グ
マ
を
前
提
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
イ
エ
ス
の
死
と
復
活
が
、
今
の
こ
の
私
に

と
っ
て
な
に
を
意
味
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
を
史
実
的
小
実
と
し
て
承
認
す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
い
と
は
次
元
の

違
う
も
の
で
あ
り
う
る
。
そ
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
小
さ
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
位
相
の
述
う
表
現
を
絶
え
ず
あ
ち
こ
ち
と
ず
ら
し
な
が
ら
、
史
実
性
と
有
意
味
性
の
区
別
を
暖
昧
に
す
る
こ
と
に

よ
り
、
結
局
は
伝
統
的
表
現
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
讃
教
諭
的
操
作
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
復
活
を
史
実
的
事
実
と
し
て
措
定

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
神
話
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
に
明
瞭
に
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
有
意
味
性

を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
質
的
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
こ
の
暖
昧
性
は
、
意
図
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ

の
機
能
に
お
い
て
欺
鯏
的
だ
と
さ
え
い
い
う
る
。

こ
の
問
題
性
が
、
い
か
に
根
深
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
別
な
箇
所
で
の
著
者
の
以
下
の
よ
う
な
発
言
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。

「
し
か
し
、
そ
の
イ
エ
ス
の
死
と
言
う
の
は
、
決
し
て
悲
惨
な
も
の
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
絶
望
的
な
も
の
と
し
て
宣
言
さ
れ
る

、
、
、
、
、

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
、
神
の
義
の
実
現
、
ま
た
は
救
い
の
印
と
し
て
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
イ
エ
ス

、
、
、
、
、
、
も

の
死
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
附
か
れ
た
新
し
い
い
の
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
基
礎
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
神
の
義
と
は
キ
リ
ス
ト
（
油

を
注
が
れ
た
者
）
と
呼
ば
れ
た
イ
エ
ス
の
〈
死
と
復
活
の
神
秘
〉
に
お
い
て
告
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の

〈
編
音
〉
の
内
容
と
結
び
つ
け
ら
れ
ま
す
…
…
つ
ま
り
、
こ
の
イ
エ
ス
を
通
じ
て
、
仰
は
、
そ
の
救
い
の
御
わ
ざ
を
す
べ
て
の
人
に
あ
ら

■
、
、

わ
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
〈
死
ん
で
復
活
し
た
〉
イ
エ
ス
の
福
音
を
自
分
の
存
在
を
賭
け
て
信
じ
る
と
い
う
一
」
と
は
、
そ
の
神
の

義
を
基
礎
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
貧
し
き
者
、
虐
げ
ら
れ
た
者
の
側
に
身
を

置
い
て
生
き
た
イ
エ
ス
を
自
分
自
身
の
生
き
る
基
盤
と
す
る
生
き
か
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
同
時
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
〈
死
と
復
活
〉
の
道
を
歩
む
生
き
か
た
で
も
あ
り
ま
す
…
…
二
千
年
前
に
生
き
て
、
死
ん
で
復
活
さ
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
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現代キリスト教の繩きと錘り

、
、
、

、
、

仰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
信
仰
者
（
キ
リ
ス
ト
者
）
に
と
っ
て
何
を
呼
び
か
け
て
い
る
か
と
い
う
》
」
と
が
最
も
重
要
な
問
い
の
よ
う

に
聞
え
ま
す
」
（
一
三
○
’
一
三
一
頁
、
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
。

十
字
架
上
の
死
こ
そ
が
く
救
い
の
印
〉
で
あ
り
、
そ
こ
に
〈
新
し
い
い
の
ち
〉
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
が
、
歴
史

的
事
実
と
し
て
生
起
し
た
復
活
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
端

的
に
は
宣
言
し
な
い
。
で
は
、
復
活
と
い
う
よ
う
な
観
念
は
、
古
代
的
な
観
念
で
あ
っ
て
、
史
実
と
し
て
の
復
活
を
文
字
通
り
受
け
取
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な
い
、
と
端
的
に
承
認
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
に
明
硫
に
言
い
切
る
の
で

も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
〈
死
と
復
活
の
神
秘
〉
な
ど
と
い
う
表
現
を
い
き
な
り
持
ち
出
す
。
さ
ら
に
、
〈
死
ん
で
復
活
し
た
〉
イ
エ
ス

を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
義
を
基
礎
と
し
て
生
き
る
こ
と
、
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
現
代
的
意
味
を
全
面
に
出
す
。
し
か
も
、
そ

れ
は
貧
し
き
者
、
虐
げ
ら
れ
た
者
の
側
に
身
を
徴
い
て
生
き
る
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
。
最
後
の
意
味
付
け
に
は
、
筆
者
自
身

ま
っ
た
く
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
復
活
を
史
実
的
な
事
実
と
し
て
鵜
呑
み
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
著
者
の

具
体
的
な
生
き
様
が
、
ま
さ
に
貧
し
い
者
や
虐
げ
ら
れ
た
者
た
ち
と
の
連
帯
の
う
ち
に
、
構
造
的
な
暴
力
や
不
正
を
行
な
っ
て
い
る
者
た

ち
に
対
す
る
戦
い
と
し
て
証
し
さ
れ
て
い
る
の
で
、
聞
く
者
は
、
そ
の
有
意
味
性
に
感
銘
を
受
け
て
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
生
み
出
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
著
者
の
信
仰
を
も
、
史
実
性
と
も
ど
も
受
け
入
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
著
者
の
叙
述
の
な
か

に
見
ら
れ
る
暖
昧
性
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

著
者
の
こ
う
い
う
問
題
性
は
、
別
な
面
で
も
あ
ら
わ
に
な
る
と
思
う
。
一
九
八
五
年
秋
に
な
さ
れ
た
「
社
会
主
義
理
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

の
あ
る
分
科
会
で
、
山
田
経
三
氏
が
、
「
解
放
の
神
学
」
の
内
容
を
説
明
し
た
。
私
も
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
が
、
山
田
氏
は
、
三
つ
の
基

本
的
な
要
因
と
し
て
、
（
１
）
構
造
的
暴
力
の
認
識
、
（
２
）
犠
牲
者
の
側
か
ら
、
つ
ま
り
被
抑
圧
者
の
視
点
か
ら
も
の
を
見
る
こ
と
、
（
３
）

変
革
へ
の
要
請
、
必
然
性
の
認
識
、
を
挙
げ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
竹
内
芳
郎
氏
が
、
「
そ
れ
は
、
宗
教
を
持
っ
て
い
な
い
者
で
も
当
然
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の
こ
と
で
、
な
ぜ
宗
教
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
解
放
の
神
学
と
呼
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を

出
し
た
。
私
の
記
憶
で
は
、
山
川
氏
は
、
そ
れ
に
対
し
て
キ
チ
ン
と
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ア
ビ
ト
氏
が
代
わ
っ
て
杵
え
た
。
そ
の
答

え
は
、
私
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
は
自
己
批
判
、
自
己
吟
味
の
業
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
書
物
の

、
、

な
か
で
は
、
諜
者
は
、
「
解
放
の
神
学
の
神
学
の
部
分
と
い
う
の
は
、
偏
仰
を
既
に
坐
肌
捉
と
し
て
い
る
者
の
、
己
へ
の
問
い
の
ほ
か
の
何

も
の
で
も
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
（
四
三
頁
）
。
そ
の
と
き
私
は
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
そ
の
よ
う
に
真
蟄
に
答
え
ら
れ
た
の
で
は
、
批

判
の
し
よ
う
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
純
粋
に
珊
論
的
な
面
か
ら
い
え
ば
、
答
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
に
触
れ
て
著
者
は
、
こ
の
書
物
の
な
か
で
は
、
具
体
的
な
現
場
に
生
き
て
い
る
人
々
の
例
を
挙
げ
て
、
「
彼
ら
と
し
て
は
信
仰

と
い
う
も
の
は
自
分
達
の
生
活
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
で
す
。
あ
る
い
は
生
活
そ
の
も
の
の
基
盤
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
。
目
の
前
に
あ
る
現
実
に
迫
ら
れ
て
信
仰
の
在
り
方
を
改
め
て
わ
ざ
わ
ざ
問
う
必
要
が
な
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
先
ほ

ど
申
し
ま
し
た
竹
内
芳
郎
氏
の
問
い
は
、
そ
う
い
う
現
場
か
ら
離
れ
て
な
さ
れ
る
問
い
で
あ
り
、
〈
な
ぜ
信
仰
か
〉
〈
な
ぜ
神
学
か
〉
と
い

う
こ
と
を
追
究
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
そ
う
い
う
現
場
に
あ
っ
て
、
自
分
達
の
信
仰
が
彼
ら
の
支
え
と
な
っ
て
、

〈
信
仰
〉
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
言
う
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
と
い
う
前
提
の
中
で
み
ん
な
が
生
き
て
、
み
ん
な
が
活
勁
し
、
迎
励

を
め
ざ
し
、
そ
し
て
将
来
を
展
望
す
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
五
四
頁
）
。

今
日
の
第
三
世
界
の
多
く
の
回
々
の
現
実
的
状
況
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
、
多
く
の
民
衆
に
と
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
彼
ら
の

「
生
活
そ
の
も
の
の
基
盤
」
「
支
え
」
と
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
そ
う
い
う
「
信
仰
と
い
う
前
提
の
中
で
」
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
か
ぎ
り
厳
し
い
状
況
の
た
だ
な
か
で
、
「
信
仰
の
在
り
方
を
改
め
て
わ
ざ
わ
ざ
問
う
必
要
が
な
く
な
っ

て
く
る
」
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
私
自
身
か
っ
て
も
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
こ
の
私
が
今
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
戦

っ
て
い
る
第
三
世
界
の
民
衆
の
と
こ
ろ
へ
わ
ざ
わ
ざ
出
掛
け
て
行
っ
て
、
あ
た
か
も
宗
教
教
義
の
問
題
が
第
一
義
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ
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現代キリスト教の鰯ざと独り
う
に
、
な
ぜ
神
学
か
、
な
ぜ
信
仰
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
い
だ
け
を
投
げ
掛
け
る
な
ど
と
い
う
つ
も
り
も
な
い
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ま

さ
に
無
意
味
で
あ
る
の
み
か
礼
を
失
し
た
行
為
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

だ
が
、
日
本
に
宣
教
師
と
し
て
来
て
い
て
、
そ
し
て
仏
教
や
神
道
を
学
ん
で
い
て
、
し
か
も
上
智
大
学
の
教
員
を
し
て
い
て
、
「
社
会

主
義
理
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
よ
う
な
場
に
お
い
て
発
題
を
し
て
い
る
ア
ビ
ト
氏
に
、
前
掲
の
よ
う
な
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
の

は
、
ま
っ
た
く
別
な
次
元
の
問
題
で
あ
る
し
、
妥
当
性
を
も
っ
た
問
い
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
れ
に
対
し
て
「
そ
う
い
う

現
場
か
ら
離
れ
て
な
さ
れ
る
問
い
」
で
あ
る
と
し
て
突
き
放
す
の
は
、
少
な
く
と
も
私
に
は
姉
欄
得
で
き
な
い
。
あ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
あ
の

場
で
「
自
己
吟
味
の
わ
ざ
」
と
い
わ
れ
た
場
合
と
、
今
こ
の
書
物
の
な
か
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
い
う
場
合
と
で
は
、
ま
さ
に
「
生
活

の
座
」
（
の
旨
冒
旧
の
月
。
）
が
違
う
の
で
あ
る
。

ま
し
て
や
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
い
う
も
の
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
征
服
者
の
宗
教
と
し
て
強
権
的
に
導
入
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
長
い
間
征
服
者
た
ち
の
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
意

識
す
る
と
き
、
そ
し
て
今
で
も
な
お
土
着
の
信
仰
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
人
々
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
も
意
識
す
る
と
き
、
深

い
次
元
で
「
信
仰
の
在
り
方
を
改
め
て
わ
ざ
わ
ざ
問
う
必
要
」
が
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
竹
内
氏
自
身
も
、
こ

の
問
い
を
さ
ら
に
深
め
て
最
近
の
著
書
の
な
か
で
も
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
ア
ビ
ト
氏
自
身
は
、
こ
の
問
い
に
真

（
７
）

っ
向
か
ら
答
え
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

上
記
の
こ
と
と
関
連
す
る
問
題
性
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
に
も
見
ら
れ
る
。
「
暴
力
・
抑
圧
の
構
造
を
被
抑
圧
者
の
視
点
か
ら
見
る
こ

と
が
、
宗
教
者
の
姿
勢
で
あ
る
。
…
…
そ
う
す
る
と
、
日
本
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
変
革
と
い
う
の
は
何
か
、
今
の
日
本
社
会
の

構
造
的
暴
力
に
対
し
て
私
達
が
宗
教
的
な
視
点
か
ら
何
を
な
す
べ
き
か
。
仏
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
を
超
え
て
の
課
題
が
、
そ
こ
か
ら
出
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
」
（
八
七
頁
）
。
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、

最
後
に
、
キ
リ
ス
ト
論
的
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。
著
者
は
い
う
。
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
い
う
の
は
、
一
個
人
の
死

、
、

で
あ
る
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
、
’
０
の
が
受
け
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
神
に
捧
げ
ら
れ

、
、

た
と
い
う
こ
と
で
す
」
（
八
○
頁
）
、
「
イ
エ
ス
と
い
う
の
は
、
杣
叩
の
愛
す
る
子
で
あ
り
、
そ
の
瀞
し
み
と
い
う
の
は
、
個
人
だ
け
の
そ
れ

も
、

で
は
な
く
て
、
全
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
の
苦
し
み
で
も
あ
る
」
（
八
一
頁
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
。

こ
れ
ら
の
表
現
が
、
信
仰
者
一
般
の
「
前
提
」
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
了
解
で
き
る
。
し
か
し
、
文

脈
か
ら
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
著
者
の
い
わ
ば
「
宣
一
一
一
一
口
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
傍
点
を
付
し
た
「
…
…
で
あ
る
」
と
い

う
同
定
は
、
少
な
く
と
も
日
本
と
い
う
現
実
状
況
の
な
か
で
語
ら
れ
る
場
合
、
い
か
に
も
断
定
的
で
独
断
的
と
さ
え
響
く
。
キ
リ
ス
ト
教

信
者
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
同
定
が
比
愉
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
こ

の
「
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
同
定
を
ド
グ
マ
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
」
の
中
核
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で

こ
こ
で
も
、
な
ぜ
こ
の
認
識
が
「
宗
教
者
の
姿
勢
」
な
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
宗
教
者
の
姿
勢
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
解
釈
と
し
て
問
題
提
起
と
な
る
。
実
際
、
そ
う
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
な
い
宗
教
者
は
ま
さ
に
ゴ
マ
ン
と
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
認
識
は
？
人
間
と
し
て
ま
と
も
な
感
覚
を
失
っ
て
い
な
い
人
々
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
「
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
超
え
て
の
課
題
」
と
い
う
こ
と
を
、
単
に
個
別
宗
教
を
超
え
た
「
宗
教
的
課
題
」
な
ど
と
い

う
狭
い
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
ま
さ
に
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
う
な
宗
教
を
も
超
え
た
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
課
題
と
し
て
追

求
し
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
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現代キリスト教の輝きと曇り

ｃ

実
際
ア
ビ
ト
氏
自
身
も
、
こ
の
箇
所
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
再
度
実
体
の
主
張
で
は
な
く
、
有
意
味
性
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

「
要
す
る
に
、
信
仰
に
基
づ
い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
す
べ
て
を
神
に
託
す
る
と
同
時
に
、
ゆ
だ
ね
た
一
」
と
に
よ
っ
て
、
具

体
的
に
神
か
ら
愛
さ
れ
る
す
べ
て
の
生
き
も
の
の
苦
し
み
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
い
ま
す
」
（
ハ
一
頁
）
と
。
宗
教

的
表
象
に
は
こ
う
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
に
即
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
人
は

深
い
共
感
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
い
う
有
意
味
性
と
事
実
性
と
の
区
別
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
に
「
信
仰
」
と
称
し
て
、
断
定

的
な
宣
言
が
な
さ
れ
、
事
実
性
を
有
意
味
性
で
い
わ
ば
包
ん
で
実
体
的
な
ド
グ
マ
を
一
緒
に
鵜
呑
み
に
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
「
伝
道
」

と
思
っ
て
他
者
に
押
し
付
け
た
り
す
る
こ
と
が
、
総
じ
て
日
本
で
「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
「
広
が
ら
な
い
」
一
つ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
（
多
く
の
駅
頭
な
ど
で
拡
声
器
を
使
っ
て
そ
う
い
う
「
宣
言
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
や
、
「
物
見
の
塔
」
の
家
庭
訪

問
な
ど
に
対
す
る
大
多
数
の
日
本
人
の
反
応
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
の
日
本
人
の
そ
う
い
う
拒
否
反
応
は
、
む
し
ろ
根
本
的

に
健
全
で
あ
る
と
私
は
思
う
）
。
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
で
広
ま
ら
な
い
理
由
に
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ
る
。
し
か
し

あ
り
、
問
題
は
、
こ
う
い
う
実
体
的
同
定
が
何
を
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
う
る
の
か
で
あ
る
。
「
た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
」
と
わ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
同
義
語
反
復
（
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
こ
の
同
定
が
、
実
体
的
な
事
実
と
し
て
主
張
さ
れ
る

「
復
活
」
な
ど
と
結
び
付
け
ら
れ
て
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
大
多
数
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
宣
言
を
前
に
し
て
は
、
大
多
数
の
日
本
人
は
自
ら
を
「
縁
な
き
衆
生
」
と
感
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
敬

遠
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
大
多
数
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
宗
教
的
表
象
は
、
実
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
理
解
不
可

（
８
）

能
で
あ
り
、
吉
本
隆
明
の
一
一
二
口
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
そ
れ
ら
は
全
部
比
嗽
と
し
て
し
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
い
え
よ
う
。

少
な
く
と
も
日
本
の
現
実
状
況
の
な
か
で
発
言
す
る
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
現
実
を
踏
ま
え
て
思
索
す
る
だ
け
の
配
慮
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
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検
討
し
て
み
よ
う
。

著
者
は
、
他
宗
教
と
の
対
話
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
発
言
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
来
日
以
来
つ
く

づ
く
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
日
本
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
自
己
宣
伝
、
ま
た
い
わ
ば
〈
客
引
き
〉
の
よ
う
な
仕

事
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
も
っ
と
、
日
本
の
豊
か
な
宗
教
的
伝
統
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
日
本

文
化
形
成
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
て
い
る
仏
教
か
ら
は
多
く
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
」
（
一
二
一

頁
）
。
こ
う
い
う
姿
勢
は
、
「
親
燃
と
の
出
会
い
か
ら
」
と
い
う
木
傘
曰
の
標
題
そ
の
も
の
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
具
体
的
内
容
を

本
書
に
「
親
驚
に
学
ぶ
も
の
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
（
八
七
頁
以
下
）
。
著
者
は
そ
こ
で
、
「
非
潴
に
感
銘
を
受
け
て
い
る
」
も
の
と
し

マ
Ｔ

て
、
『
欺
異
紗
』
の
五
章
を
挙
げ
て
い
る
。
「
親
蝋
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
辺
に
て
も
念
仏
申
し
た
る
｝
」
と
、
い
ま
だ
候
ら
は
ず
。

そ
の
故
は
、
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
…
…
た
だ
自
力
を
捨
て
て
、
い
ぞ
ぎ
浄
土
の
悟
り
を
ひ
ら
き
な
ば
、

…
…
ま
ず
有
縁
を
度
す
べ
き
な
り
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。

著
者
は
、
「
浄
土
の
悟
り
を
ひ
ら
き
…
…
」
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
「
自
分
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
、
〈
阿
弥
陀
仏
の
慈
し

心
あ
る
日
本
人
の
多
く
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
ド
グ
マ
の
有
意
味
性
ま
で
す
べ
て
否
定
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
偏
狭
で
も
非
寛
容
で
も
な
い
と

私
は
思
う
。
「
日
本
人
に
は
、
超
越
的
神
と
い
う
理
念
が
理
解
さ
れ
な
い
」
と
か
「
罪
の
自
覚
が
稀
薄
だ
」
な
ど
と
い
う
浅
薄
で
、
し
か

も
日
本
宗
教
に
つ
い
て
致
命
的
な
ほ
ど
に
無
知
な
断
罪
を
す
る
キ
リ
ス
ト
者
が
い
る
が
、
そ
う
い
う
姿
勢
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
敬
遠

さ
せ
る
一
因
な
の
で
あ
ろ
う
。

他
宗
教
と
の
対
話
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み
に
私
達
が
包
ま
れ
、
す
べ
て
の
生
き
も
の
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
念
に
ひ
た
す
ら
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
。
だ
か
ら
「
有
縁
を
救
う
」
と
い
う
こ
と
も
「
自
分
の
力
で
誰
か
を
救
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

分
を
支
え
、
自
分
を
救
う
御
力
そ
の
も
の
が
、
自
分
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
自
分
を
器
と
し
て
、
そ
の
働
き
を
自
然
に
な
す
」
と
い
う
ふ

う
に
読
み
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
の
関
係
性
の
中
で
、
私
は
被
抑
圧
者
の
視
点
か
ら
、
こ

の
構
造
的
な
悪
に
対
し
て
ど
う
い
う
実
践
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
い
っ
て
い
る
（
九
○

頁
）
。
本
書
に
一
貫
し
た
捉
え
方
で
あ
る
。

本
書
に
は
さ
ら
に
ま
た
「
親
鷲
か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
（
一
三
五
頁
以
下
）
。
こ
こ
で
は
著
者
は
、
親
鷲
の
「
宗
教
的
立
場

の
中
心
」
と
し
て
、
「
往
相
・
還
相
」
を
挙
げ
、
ま
ず
「
往
相
」
を
「
本
願
に
帰
す
」
と
捉
え
、
そ
の
意
味
を
「
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
な

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

ら
ぱ
：
…
・
自
分
の
身
を
神
の
は
た
ら
き
に
ゆ
だ
ね
る
、
つ
ま
り
そ
の
義
の
実
現
に
任
せ
る
」
こ
と
と
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
仏
の
「
一
一
一
身

説
」
を
解
釈
し
、
特
に
そ
の
「
応
化
身
」
を
「
今
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
…
…
誰
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ

き
か
と
い
う
よ
う
な
状
況
認
識
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
る
行
動
、
手
だ
て
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
と
問
う
こ
と
と
受
け
取
る
。

本
書
に
は
も
う
一
箇
所
「
親
鷺
を
み
つ
め
て
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
（
六
○
頁
以
下
）
。
こ
こ
で
は
著
者
は
ま
ず
、
「
私
も
親
鷲
の
教
え

か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
な
か
で
、
自
力
か
ら
本
願
他
力
へ
の
回
心
に
非
常
に
似
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
感
じ
る
わ
け
で
す
」
と
い
う
。

こ
の
文
章
の
意
味
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
親
鶯
の
教
え
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
著
者
は
、
こ
の
教
え
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
「
阿
弥
陀
の
本
願
に
す
べ
て
を
ゆ
だ
ね
て
浄
土
に
往
生

す
る
〈
往
相
〉
が
出
発
点
で
、
そ
こ
か
ら
そ
の
本
願
の
世
界
を
現
実
世
界
の
中
で
生
き
る
と
い
う
〈
還
相
〉
が
、
親
驚
の
教
え
の
完
成
で

は
な
い
か
と
学
ん
で
い
ま
す
」
と
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
信
仰
と
い
う
の
は
、
た
だ
〈
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
来
世
へ
往
け
る
〉
、
〈
念
仏
を
唱

え
れ
ば
浄
土
へ
往
け
る
〉
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
の
存
在
の
根
底
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
で
、
自
分
の
全
生
涯
の
基
礎
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そ
し
て
、
こ
の
法
華
信
仰
に
生
き
た
宮
沢
贋
治
の
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
か
ら
、
「
束
二
病
気
ノ
子
供
ア
レ
バ
、
行
ツ
テ
看
病
シ
テ
ャ
リ
、

西
二
死
ニ
ソ
ウ
ナ
疲
レ
タ
母
ア
レ
パ
、
ソ
ノ
稲
ノ
束
ヲ
背
負
イ
、
北
二
喧
嘩
ア
レ
パ
ッ
マ
ラ
ナ
イ
カ
ラ
ャ
メ
ロ
ト
イ
イ
、
南
一
一
死
ニ
ソ
ウ

ナ
人
ガ
イ
レ
バ
、
コ
ワ
ガ
ラ
ナ
ク
テ
モ
イ
イ
カ
ラ
ト
イ
ッ
テ
ャ
リ
…
…
」
と
い
う
箇
所
を
引
用
し
、
「
自
分
の
置
か
れ
た
歴
史
的
な
状
況

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

に
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
応
え
る
…
・
・
・
そ
の
置
か
れ
た
状
況
に
た
だ
た
だ
、
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
身
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
応
じ
る
」
（
傍

点
は
著
者
に
よ
る
）
と
い
う
姿
勢
を
読
み
と
っ
て
い
る
。

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
の
「
慈
し
み
の
句
」
の
「
生
き
と
し
生
け
る
者
よ
、
幸
せ
で
あ
れ
」
を
引
用
し
た
箇
所
で
も
、
同
じ
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
を
著
者
は
、
「
お
の
ず
か
ら
、
す
べ
て
の
者
の
幸
せ
を
願
う
と
い
う
心
」
、
「
母
親
が
独
り
子
に
対
し
て
自
分
の
命
を
か
け
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、

を
は
っ
き
り
と
見
せ
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
決
し
て
抽
象
的
に
片
づ
け
る
よ
う
な
』
い
〉
の
で
な
く
、
む
し
ろ
即
今
の
現
実

、
、
、
、

に
対
し
て
い
か
に
応
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
・
・
・
…
信
仰
者
に
と
っ
て
最
も
問
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
即
今
の
現

、
、
、

状
認
識
で
は
な
い
か
」
（
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
受
け
と
り
方
は
、
仏
教
の
他
の
宗
派
に
触
れ
た
箇
所
に
も
共
通
し
て
い
る
。
本
書
に
は
、
「
日
蓮
を
動
か
し
た
も
の
」
と
い

う
一
節
が
あ
る
（
’
三
八
頁
以
下
）
。
著
者
は
、
日
蓮
の
信
仰
の
基
盤
で
あ
る
『
法
華
経
』
の
中
心
を
「
久
遠
仏
」
と
捉
え
、
こ
れ
を

「
永
遠
の
昔
か
ら
悟
り
の
世
界
に
入
れ
ら
れ
た
仏
さ
ま
が
、
歴
史
を
越
え
た
そ
の
観
点
か
ら
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
有
名
な
〈
火
宅
の
嗽
え
〉
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
解
釈
し
、
さ
ら
に
現
代
の
世
界
が
ま
さ
に
燃
え
て
い
る
世
界
で
あ

る
こ
と
を
、
。
日
、
約
四
万
人
の
幼
児
が
栄
養
失
調
で
死
亡
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
事
態
の
う
ち
に
見
、
そ
れ
を
「
描
造
的
な
暴

力
」
と
把
握
す
る
。
そ
れ
を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
「
日
並
の
信
奉
し
た
法
華
経
で
は
、
超
越
的
次
元
に
達
し
た
仏
が
、
い
ろ
い
ろ
な
歴

史
的
状
況
を
見
て
、
そ
こ
に
い
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
わ
が
子
と
し
て
見
て
、
救
い
の
手
だ
て
を
示
現
し
よ
う
と
す
る
」
と
ま
と
め

る
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
姿
勢
を
一
言
で
い
え
ば
、
「
超
越
的
次
元
の
認
識
か
ら
、
自
分
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
お
け
る
歴
史
的
な
課
題
に
取

り
組
む
と
い
う
生
き
方
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
宗
教
的
課
題
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
二
四
一
頁
）
。

著
者
は
、
同
様
な
視
点
を
も
っ
て
、
ガ
ン
ジ
ー
か
ら
も
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ュ
か
ら
も
学
ん
で
い
る
二
四
二
’
一
四
四
頁
）
。
著

者
は
、
ヴ
ェ
イ
ュ
の
宗
教
体
験
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
そ
こ
で
、
彼
女
は
、
〈
十
字
架
の
イ
エ
ス
が
私
を
と
ら
え
た
〉
と

い
う
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
ま
す
。
…
…
そ
の
〈
イ
エ
ス
〉
と
い
う
の
は
、
二
千
年
前
に
十
字
架
に
殺
さ
れ
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
、
も

ち
ろ
ん
指
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
人
々
の
苦
し
み
、
叫
び
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
形
で
さ
げ

す
ま
れ
、
差
別
さ
れ
、
非
人
間
的
に
扱
わ
れ
る
す
べ
て
の
人
の
具
体
的
な
痛
み
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
〈
イ
エ
ス
〉
が
、
彼

、
、
、
、

女
を
と
ら
え
た
と
い
う
の
で
す
」
（
’
四
四
頁
）
と
。

こ
こ
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
「
有
意
味
性
」
と
「
史
実
性
」
な
い
し
「
実
体
性
」
の
区
別
と
同
定
と
い
う
問
題
が
再
び
看
取
さ
れ
る
。

著
者
は
、
「
十
字
架
の
イ
エ
ス
が
私
を
と
ら
え
た
」
と
い
う
「
表
現
」
と
ま
ず
い
う
。
そ
こ
で
は
「
史
実
性
・
実
体
性
」
が
問
題
で
は
な

い
よ
う
に
響
く
。
し
か
し
す
ぐ
史
実
的
イ
エ
ス
を
「
も
ち
ろ
ん
指
し
ま
す
」
と
つ
な
げ
る
。
だ
が
す
ぐ
に
「
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

、
、
、
、

い
。
す
べ
て
の
人
々
の
苦
し
み
、
叫
び
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
」
と
語
る
。
こ
の
「
あ
り
ま
す
」
が
、
比
楡
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
実

体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
「
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
接
続
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
著
者
の
意
図
と
し
て
は
比
噛
的
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
実
際
著
者
は
す
ぐ
に
、
「
…
…

、
、

、
、

す
べ
て
の
人
の
具
体
的
な
痛
み
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
ま
す
」
と
続
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
》
」
の
「
で
も
」
と
い
う
表
現
は
微
妙
で

あ
る
。
「
で
も
」
と
い
う
の
で
あ
か
ら
、
シ
ン
ボ
ル
性
だ
け
で
は
な
く
、
実
体
性
を
も
含
意
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、

同
じ
よ
う
に
す
べ
て
の
生
き
も
の
に
対
し
て
そ
う
い
う
思
い
を
持
つ
」
こ
と
と
理
解
し
、
そ
れ
が
「
慈
し
み
の
心
（
メ
ッ
タ
ー
）
で
あ

る
」
と
結
ん
で
い
る

こ
う
い
う
姿
勢
を
一

（
八
一
頁
）
。
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私
は
、
本
書
に
お
い
て
、
例
え
ば
「
親
鷲
と
の
出
会
い
」
が
本
当
に
深
い
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
は
著
者
が
、
上
記
の
よ
う
な
区
別
（
単
な
る
分
離
で
は
な
い
）
を
正
確
に
捉
え
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
著

者
は
、
他
の
宗
教
の
教
え
の
場
合
に
は
、
本
質
的
に
す
べ
て
「
比
噛
」
と
し
て
読
み
、
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
（
息
も
の
）
が
、
神
の
息

吹
の
な
か
で
生
か
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
、
こ
の
神
の
語
り
か
け
に
応
え
る
よ
う
に
迫
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
引
き

付
け
て
解
釈
す
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
も
根
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
、
あ
の
「
有
意

味
性
」
と
「
実
体
性
・
史
実
性
」
の
区
別
が
暖
昧
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
「
イ
エ
ス
の
十
字
架
と
復
活
の
神
秘
」
と
い
う
よ
う
な

表
現
に
お
い
て
、
な
ん
と
は
な
し
に
実
体
性
・
史
実
性
が
含
み
込
ま
れ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
著
者
が
意
図
し
て
い
る
か
否
か
は
別
と

し
て
、
実
際
上
の
機
能
と
し
て
は
、
他
の
宗
教
が
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
う
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
と

り
わ
け
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
過
去
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
実
に
絶
妙
な
「
取
り
込
み
」
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で

も
結
局
は
そ
う
い
う
機
能
が
果
た
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
自
己
宣
伝
」
や
「
客
引
き
」

の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
「
取
り
込
み
」
を
意
図
的
に
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
が
、

実
際
上
は
、
そ
う
い
う
護
教
論
的
な
機
能
を
果
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
著
者
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
日
本
と

い
う
場
に
お
い
て
は
、
吉
本
隆
明
が
、
浄
土
な
ど
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
ら
は
全
部
比
哺
と
し
て
し
か
わ
か
ら
な
な
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と

い
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
真
剣
に
考
察
し
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
本
当
に
親
驚
と
「
出
会
う
」
こ
と
を
願
う
の

問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
の
文
で
は
、
イ
エ
ス
に
わ
ざ
わ
ざ
カ
ッ
コ
を
付
け
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
の
著
者
は
イ
エ
ス
を
単
に
実
体
的
に
捉
え

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
全
体
と
し
て
、
な
ん
と
も
暖
昧
な
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
表
現
上
の
位
相
の

ず
ら
し
を
ほ
と
ん
ど
無
意
識
的
に
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
ず
ら
し
」
は
、
す
で
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
重
大
な
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キ
リ
ス
ト
教
は
、
久
し
く
自
ら
を
特
殊
な
意
味
で
「
歴
史
的
」
宗
教
で
あ
る
と
規
定
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
宗
教
の
土
台
と
な
る

も
の
が
、
た
だ
一
度
歴
史
の
な
か
で
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
絶
対
的
真
理
の
事
実
で
あ
り
、
全
人
類
は
、
こ
の
神
の
唯
一
絶
対
の
真
理

、
■

で
あ
る
事
実
を
謙
虚
に
承
認
し
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
救
わ
れ
る
」
と
主
張
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
啓
示
の

事
実
の
中
核
と
な
る
事
柄
は
、
「
万
人
の
罪
の
剛
い
の
た
め
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
と
、
彼
の
復
活
」
に
要
約
さ
れ
る
。

こ
う
い
う
「
事
実
」
こ
そ
が
、
救
い
の
確
か
さ
の
根
拠
で
あ
り
、
土
台
で
あ
り
、
ま
さ
に
普
遍
的
な
真
理
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
キ
リ
ス

ト
教
会
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
で
も
そ
の
こ
と
は
本
質
的
に
変
わ
り
は
な
い
。
だ
が
、
こ
う
い
う
贈
罪
観
や
復
活

観
は
、
一
定
の
時
代
や
文
化
と
結
び
付
い
た
相
対
的
な
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
ら
自
体
に
お
い
て
普
遍
的
と
い
え
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で

（
皿
）

は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
次
第
に
多
く
の
神
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
も
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
相
対
性
の
認
識
こ
そ
、

諸
宗
教
間
の
其
の
対
話
の
そ
れ
こ
そ
前
提
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
だ
が
、
そ
う
い
う
認
識
は
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
、
キ

で
あ
れ
ば
、
親
鷲
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
如
来
で
す
ら
、
「
方
便
、
料
、
手
段
、
素
材
」
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
本
来
色
も
形
も
な
い

（
９
）

「
無
」
な
る
も
の
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
真
剣
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
士
ロ
本
が
「
阿
弥
陀
如
来
を
砕
く
」
、

「
〈
信
〉
じ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
ぶ
ち
こ
わ
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
、
「
〈
浄
土
〉
も
砕
い
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

（
Ⅶ
）

と
い
う
い
い
か
た
で
提
起
し
て
い
る
問
題
の
深
み
を
理
解
し
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
も
含
ん
だ
す
べ
て
の
一
示
教

（
そ
し
て
思
想
）
の
相
対
性
を
真
剣
に
受
け
と
め
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
本
当
の
学
び
も
対
話
も
出
会
い
も
起
こ
ら
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

む
す
び
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リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
の
崩
壊
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
の
で
、
な
か
な
か
広
ま
ら
な
い
。

ア
ビ
ト
氏
は
、
日
本
の
諸
宗
教
な
ど
も
真
筆
に
学
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
氏
で
あ
る
か
ら
こ
そ
私
は
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
を
敢

え
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
ア
ビ
ト
氏
は
、
あ
る
イ
ン
ド
人
の
神
父
の
「
わ
れ
ら
が
父
母
な
る
神
よ
…
…
（
○
・
９
．
日
圃
昏
⑦
『

四
ａ
ｇ
ｏ
昌
囚
…
）
」
と
い
う
祈
り
に
触
発
さ
れ
て
、
伝
統
的
な
一
一
一
位
一
体
論
と
い
う
ド
グ
マ
を
突
き
破
り
、
「
神
を
〈
父
〉
だ
け
で
な
く

〈
父
母
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
、
自
然
な
祈
り
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
」
と
い
っ
て
い
る
（
九
七
頁
）
。
こ
れ
は
ド
グ
マ
を
、
ま

さ
に
比
噛
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
氏
が
、
こ
う
い
う
展
開
を
他
の
ド
グ
マ
に
対
し
て
も
自
覚
的
に
展
開
し

て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
が
実
践
さ
れ
る
と
き
、
真
の
対
話
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
拙
瞥
「
聖
譽
を
読
み
直
す
こ
（
’
九
八
○
雫
響
秋
社
）
の
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
ｌ
現
代
の
一
つ
の
課
題
ｌ
ユ
ダ
ヤ
教
キ

リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
そ
う
い
う
主
張
の
最
近
の
一
例
は
、
Ｄ
・
フ
ル
ッ
サ
ル
、
Ｇ
・
シ
ョ
ー
レ
ム
「
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
見
た
キ
リ
ス
ト
教
』
二
九
八
六
年
、
山

（
１
）
「
マ
ル
コ
に
よ
る
桐
音
謹
」
｜
叩
一
五
の
独
特
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
田
川
述
三
「
マ
ル
コ
福
音
書
上
」
（
一
九
七
二
年
、
新
教
出
版

社
）
、
五
一
頁
以
下
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、
ア
ビ
ト
が
し
て
い
る
よ
う
な
伝
統
的
解
釈
が
、
安
易
に
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
田
川
建
三
「
イ
エ
ス
と
い
う
男
」
（
一
九
八
○
年
、
三
一
書
房
）
、
’
’
五
六
頁
以
下
、
二
六
四
頁
以
下
、
三
○
四
頁
以
下
を
参
照
。

ま
た
拙
著
「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
二
九
八
四
年
、
法
政
大
学
通
信
教
育
部
）
、
一
六
頁
以
下
を
も
参
照
。

（
２
）
著
者
自
身
、
本
書
の
な
か
で
も
、
仏
教
と
対
比
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
展
開
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
八
八
頁
、
八
二
頁
以
下
、
’

四
一
頁
。

｡、

》王
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本
書
店
）
。

（
５
）
こ
の
一
一
一
一
同
業
自
体
、
旧
約
聖
書
の
「
イ
ザ
ャ
書
」
六
一
二
、
二
、
五
八
Ｍ
六
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
６
）
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
日
本
の
あ
る
著
名
な
神
学
者
の
「
復
活
は
事
実
で
は
な
い
が
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ

で
は
有
意
味
性
と
史
実
性
と
が
、
ほ
と
ん
ど
意
図
的
に
混
同
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
「
解
放
の
神
学
」
に
潜
ん
で
い
る
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
宗
教
幻
論
』
二
九
八
八
年
、
社
会
評
論
社
）
の
「
人
間
の
解
放
と
宗

教
」
（
一
三
七
頁
以
下
）
お
よ
び
「
解
放
の
神
学
」
（
二
○
｜
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

つ
い
で
な
が
ら
、
竹
内
芳
郎
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
に
つ
い
て
－
－
竹
内
芳
郎
の
宗
教
論
を

め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
法
政
大
学
社
会
学
部
紀
要
「
社
会
労
働
研
究
」
蕊
三
七
巻
第
三
号
、
一
九
九
ｏ
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
．
特
に
「
解

放
の
神
学
」
に
関
す
る
疑
問
と
し
て
は
、
そ
の
「
結
語
」
を
見
ら
れ
た
い
。

（
８
）
吉
本
隆
明
「
未
来
の
親
驚
」
（
一
九
九
○
年
、
春
秋
社
）
、
一
二
八
頁
。

（
９
）
同
、
一
七
三
’
四
頁
。

（
、
）
同
、
一
六
四
頁
以
下
。

（
、
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
の
「
結
語
」
（
二
八
二
頁
以
下
）
、
お
よ
び
前
掲
の
拙
誇
「
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
に
っ

同
、
一
六
四
頁
以
下
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
の
「
結
語
」
（
二
八
二
頁
以
下
）
、
お
よ
び
前
掲
の
拙
誇
「
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
に
つ

い
て
」
、
さ
ら
に
柵
論
「
キ
リ
ス
ト
教
の
可
能
性
１
１
ゲ
ル
ト
・
タ
イ
セ
ン
の
場
合
ｌ
」
（
法
政
大
学
枕
会
学
部
研
究
紀
婆
『
社
会
労
鰄
麟

究
」
第
三
五
巻
、
第
一
一
一
、
五
号
、
一
九
ハ
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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