
名古屋学院大学論集　社会科学篇　第 47 巻　第 2 号（2010 年 10 月）

（
一

）

近
代
倫
理
学
生
誕
へ
の
道
（
四
）

―

家
族
道
徳
の
止
揚
（
モ
ー
ゼ
の
十
戒
、
少
年
イ
エ
ス
の
話
）―

堀
　
　
　

孝
　

彦

【
解
　

説
】

こ
の
論
文
は
、
漸
く
二
〇
〇
四
年
に
書
か
れ
た
。「
古
代
的
自
然
法
と
ア
ウ

グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
」
ま
で
を
書
い
た
一
九
八
七
年
論
稿
「『
人
間
の
本
性
』

概
念
と
自
然
法
＝
社
会
理
論―

問
題
の
提
示―

」〔『
名
古
屋
学
院
大
学
論

集
・
社
会
科
学
篇
』23(4)

、1987.4

〕
お
よ
び
、
そ
の
一
年
後
に
書
い
た

「
封
建
的
自
然
法
と
そ
の
解
体―

「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
転
回―

」

（24(3)

、1988.1

）か
ら
は
十
六
年
も
隔
た
っ
て
い
る
。
当
然
、そ
の
間
に
は
、

関
心
方
向
の
大
き
な
変
更
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
述
べ
て

お
く
。

　

後
者
〔24(3)

〕
の
内
容
は
、「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
自
然
法

と
『
人
間
の
本
性
』」
と
、「
ル
タ
ー
に
お
け
る
人
間
観
の
転
回
」
と
か
ら

成
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ル
タ
ー
ま
で
を
、「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
転
回
過

程
と
し
て
叙
述
し
て
い
た
。
も
と
も
と
倫
理
学
の
通
史
を
書
く
意
図
は
な
く

問
題
史
的
記
述
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
続
け
る
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
へ
至
る
『
近
代
倫
理
学
生
誕
史
』
が
で
き
あ
が
っ
て
行
く
。
し
か
し
果
た

し
て
そ
れ
で
、
筆
者
の
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
達
成
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
自
覚
に
は
、
い
ま
一
つ
の
変
化
、
す
な
わ
ち
筆
者
の
日
本
英
学
史
分

野
へ
の
越
境
と
い
う
関
心
方
向
の
一
大
変
化
が
、
そ
の
時
期
と
重
な
っ
て
い

る
。
筆
者
は
先
祖
に
、―

と
い
っ
て
も
こ
の
「
先
祖
」
と
か
「
子
孫
」
と

か
い
う
観
念
は
さ
っ
ぱ
り
希
薄
な
の
で
あ
る
が
、―

代
々
長
崎
の
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
の
家
系
を
も
ち
、
そ
の
八
代
目
に
あ
た
る
堀
達
之
助
（
筆
者
は
そ
の

玄
孫
）
は
幕
末
に
ペ
リ
ー
初
来
航
時
の
主
席
通
詞
を
つ
と
め
、
の
ち
に
幕
府

に
よ
る
印
刷
さ
れ
た
最
初
の
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
初
版
（
文
久
二
年
、

1862

）
の
編
纂
主
任
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
空
軍
の
爆
撃
で
全
焼
し
て
し
ま
っ
た
自
宅
に
た
だ
一
つ
焼
け
残
っ

た
『
親
類
書
』
を
頼
り
に
、
当
時
健
在
だ
っ
た
長
崎
の
史
家
・
渡
辺
庫
輔
さ

ん
と
、
一
九
六
〇
年
代
に
文
通
を
は
じ
め
た
り
も
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
北

海
道
の
長
谷
川
誠
一
さ
ん
（
日
本
英
学
史
学
会
）
が
達
之
助
に
つ
い
て
の
画

期
的
な
事
実―

実
は
堀
は
長
崎
で
漂
流
米
人
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
英
語
を

習
わ
な
か
っ
た
。―

を
発
見
さ
れ
（
一
九
八
一
年
）、
そ
の
こ
と
が
早
速
、

吉
村
昭
さ
ん
の
歴
史
小
説
『
海
の
祭
礼
』1986

の
な
か
で
さ
り
げ
な
く
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
の
で
、
そ
の
片
腕
で
あ
っ
た
谷
澤
尚
一
さ
ん

と
知
己
に
な
り
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
達
之
助
資
料
の
本
格
的
な
収
集
を
開
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（
二

）

始
し
、
英
学
史
分
野
へ
越
境
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
倫
理
思
想
史
の
方
で
も
、
い
き
お
い
そ
の
対
象
が
近
代
日
本
へ
傾
い

て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
大
西
祝
・
井
上
哲
次
郎
・
内
村
鑑
三
・
和
辻
哲

郎
に
関
す
る
論
稿
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
〔
い
ず
れ
も
『
名
古
屋
学

院
大
学
論
集
』〕、『
近
代
倫
理
学
の
生
誕
と
社
会
科
学
』
構
想
に
先
ん
じ
て

『
日
本
に
お
け
る
近
代
倫
理
の
屈
折
』
論
集
（
未
來
社2001

）
が
ま
と
ま
り

刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
日
本
に
お
け
る
近
代
倫
理
の
《
屈
折
》
へ
の
関

心
視
点
か
ら
《
生
誕
》
問
題
に
た
ち
か
え
る
と
、
従
来
の
ま
ま
で
の
継
続
執

筆
は
困
難
と
な
る
。
も
と
も
と
西
欧
近
代
倫
理
学
《
生
誕
史
》
を
試
み
始
め

た
の
も
、
近
代
日
本
と
は
異
な
る
道
と
し
て
の
西
欧
近
代
倫
理
の
論
究
に
あ

り
、
そ
れ
は
な
ぜ
西
欧
で
は―

一
応―
屈
折
し
な
い
の
か
を
探
る
た

め
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
ま
だ
西
欧
と
日
本
は
二
本
の
平
行
線
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
近
代
日
本
に
お
け
る
『
屈
折
』
を
概
観
し
、
そ

の
屈
折
を
ど
う
解
消
し
て
、
あ
ら
た
め
て
本
格
的
な
近
代
人
権
道
徳
を
再
構

築
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
の
重
要
性
に
重
点
が
よ
り
重
く
か
か
っ
て
く
る

に
つ
け
、
東
と
西
の
問
題
は
次
第
に
一
つ
に
重
な
り―

倫
理
思
想
史
に
お

け
る
西
欧
と
近
代
日
本
の
問
題
と
は
接
近
し
、
両
者
の
研
究
は
相
交
錯
し
て

く
る―

、
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
屈
折
克
服
を
目
的
と
す
る
た
め
に
こ
そ
、

屈
折
を
免
れ
た
西
欧
で
の
生
誕
事
情
を
確
認
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
く
る
。

つ
ま
り
両
者
は
並
行
で
は
な
く
、な
ぜ
近
代
日
本
で
は
屈
折
し
て
き
た
の
か
、

い
か
に
し
て
そ
れ
を
止
揚
し
て
い
く
か
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
「
戦
後
」
日
本

に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
重
要
課
題
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
西
欧
で
の
生
誕
史

を
跡
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
な
る
と
明
確
な
屈
折
の
有
無
や
、
そ
の
分
岐
点
は
一
体
ど
こ
で
あ
ろ

う
か
、
今
や
そ
の
源
流
は
西
欧
《
近
代
》
思
想
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
が
自

覚
さ
れ
て
く
る
。
源
流
は
、
実
は
は
る
か
一
神
教
の
成
立
期
に
ま
で
遡
る
ら

し
い
。
と
い
う
の
は
、
近
代
倫
理
（
学
）
の
生
誕
の
前
提
に
は
、
は
る
か
昔

の
《
家
族
》
道
徳
の
止
揚
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
浮
上
し
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
し
づ
め
そ
の
分
岐
点
は
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
新
約
宗
教
（
原
始

キ
リ
ス
ト
教
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
「
家
の
者
が
敵

と
な
る―

家
族
道
徳
の
止
揚
（
近
代
倫
理
学
成
立
の
前
提
）―

」（2004.1

）

は
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
。

　

そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で
書
き
始
め
て
き
た
生
誕
論
稿
は
、
す
べ
て
廃
棄
し
て

新
規
に
書
き
な
お
す
べ
き
か
、
筆
者
に
残
さ
れ
た
そ
の
時
間
は
す
で
に
切
れ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
逆
順
と
も
な
っ
た
『
生
誕
論
集
』
を

ま
と
め
る
か
思
案
し
た
結
果
、
旧
稿
に
注
釈
を
つ
け
て
《rew

rite

》
す
る

か
た
ち
で
編
集
す
る
方
針
に
も
と
づ
き
、
今
こ
の
原
稿
を
再
開
・
継
続
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
（「
近
代
倫
理
学
生
誕
へ
の
道
」（
一
）」2009.3　

参

照
）。
歴
史
的
順
序
を
考
慮
し
て
旧
稿
を
並
べ
変
え
れ
ば
、
前
回
の
「
古
代

ギ
リ
シ
ャ
」
と
、
今
後
予
定
し
て
い
る
「
中
世
紀
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
」

と
の
間
に
、
本
章
（
原
始
キ
リ
ス
ト
教
）
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
二
〇
〇
七
年
、
全
く
予
想
外
の
こ
と
に
、
約
一
五
〇
年

前
の
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』（
初
版1862

）
の
原
稿
が
奇
跡
的
に
発
見
さ

れ
た
た
め
、
そ
の
『
解
読
』
本
刊
行
の
た
め
更
に
三
年
を
か
け
る
羽
目
に

な
っ
た
。
い
ま
そ
の
刊
行
が
終
わ
っ
た
現
在
、
よ
う
や
く
に
し
て
旧
稿
の
再

編
成
に
も
と
づ
く
継
続
を
再
開
す
る
状
況
が
得
ら
れ
た
。

　

上
記
の
こ
と
は
関
心
方
向
の
外
面
的
経
過
で
あ
る
の
で
、
重
複
を
含
む
が
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（
三

）

今
少
し
内
的
事
情
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

た
だ
し
当
初
か
ら
、近
代
日
本
の
課
題
を
薄
々
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

既
述
の
よ
う
に
、
①
現
代
に
お
け
る
「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
没
落
や
、
②

明
治
啓
蒙
思
想
の
問
題
点
を
先
触
れ
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
当

初
の
問
題
意
識
で
は
、
な
に
よ
り
も
国
境
を
越
え
た
普
遍
的
な
倫
理
学
成
立

（
史
）
問
題
が
関
心
の
中
心
に
あ
っ
た
。
一
国
倫
理
学
と
い
う
か
、
と
り
わ

け
「
国
民
道
徳
論
」
と
し
て
の
近
代
日
本
の
倫
理
学
と
い
う
枠
組
の
止
揚
課

題
が
、
強
く
あ
っ
た
。
普
遍
的
な
「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
経
過
が
中
心
で

あ
っ
た
の
も
、
そ
れ
が
国
境
と
無
関
係
な
西
欧
倫
理
学
の
基
底
概
念
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
だ
け
な
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
す
で
に

国
境
に
よ
る
区
別
と
関
係
の
な
い
立
論
に
あ
っ
た
か
ら
、
た
だ
単
にhum

an 

nature

の
分
析
経
過
を
追
っ
て
近
代
英
国
を
仔
細
に
記
述
し
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
は
目
的
に
接
近
で
き
な
い
。《hum

an nature
》
に
し
て
も
、
ど
の
よ

う
な
そ
の
把
握
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
事
情
の
も
と
で
な
さ
れ
た
か
が
、
近

代
倫
理
学
の
生
誕
の
秘
密
、
ひ
い
て
は
社
会
科
学
の
成
立
へ
い
た
る
か
、
そ

れ
が
問
題
で
あ
る
（
内
田
義
彦
の
主
体
的
自
然
法
）。

　

し
た
が
っ
て
英
国
近
代
倫
理
学
成
立
史
を
述
べ
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
で

も
っ
て
そ
の
《
屈
折
》
原
因
の
究
明
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
課
題
意
識
の

登
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
英
学
史
へ
の
越
境
を
媒
介
し
て
、
そ
の
結

果
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
近
代
日
本
へ
の
関
心
が

強
ま
る
ほ
ど
、
ま
さ
に
そ
れ
と
の
関
連
で
《
屈
折
》
の
有
無
と
、
そ
の
原
因

追
求
へ
む
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

【
本
　

文
】

「
家
の
者
が
敵
と
な
る

―

家
族
道
徳
の
止
揚
（
近
代
倫
理
学
成
立
の
諸
前
提
）―

」

は
じ
め
に
（
問
題
の
所
在
）

　

中
村
元
氏
は
、
日
本
人
が
外
来
思
想
を
受
容
す
る
に
あ
た
っ
て
の
心
理
特
性
と

し
て
、
次
の
よ
う
な
正
鵠
を
射
た
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　

「
日
本
人
が
外
国
の
宗
教
を
摂
取
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
何
ら
か
の
具
体

的
人
倫
組
織
を
絶
対
視
し
て
い
て
、そ
れ
を
そ
こ
な
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
助
長
し
発
展
せ
し
め
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
摂
取
し

た
の
で
あ
る

）
1
（

」。

　

こ
の
文
章
は
土
居
健
郎
『「
甘
え
」
の
構
造
』（
一
九
七
一
弘
文
堂
一
九
八
九
年
、
）
に

も
肯
定
的
に
引
用
さ
れ
、こ
こ
に
い
う「
具
体
的
な
人
倫
的
組
織
の
絶
対
視
」は「
甘

え
の
人
間
関
係
の
重
視
」
で
あ
り
、
宗
教
を
「
摂
取
採
用
す
る
こ
と
自
体
、
実
は

甘
え
の
心
理
の
延
長
上
の
働
き
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
い
ま
「
甘
え
」
の
問
題
は

重
要
だ
が
当
面
脇
に
お
き
、
中
村
氏
の
指
摘
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、―

た
し

か
に
そ
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
。―

こ
れ
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
次
の

箇
所
が
新
約
聖
書
に
あ
る
だ
け
で
、
天
主
教
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
歴
史
的
経
緯
も

さ
り
な
が
ら
、
明
治
維
新
後
に
お
い
て
も
「
日
本
」
共
同
体
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教

（
耶
蘇
教
）
の
邪
教
扱
い
は
免
れ
ま
い
。

― 126 ―



近代倫理学生誕への道（四）

（
四

）

　

「
わ
れ
地
に
平
和
を
投
ぜ
ん
た
め
に
来
れ
り
と
思
ふ
な
、
平
和
に
あ
ら
ず
、

反
っ
て
剣
を
投
ぜ
ん
為
に
来
れ
り
。
そ
れ
我
が
来
れ
る
は
、
人
を
そ
の
父
よ

り
、
娘
を
そ
の
母
よ
り
、
嫁
を
そ
の
姑

し
ゅ
う

樟と
め

［
姑
］
よ
り
分
た
ん
為
な
り
。
人

の
仇
は
、
そ
の
家
の
者
な
る
べ
し
［
自
分
の
家
族
の
者
が
敵
と
な
る
］。
我

よ
り
も
父
ま
た
は
母
を
愛
す
る
者
は
、
我
に
相ふ

さ

は応
し
か
ら
ず
我
よ
り
息
子
ま

た
は
娘
を
愛
す
る
者
は
、
我
に
相
応
し
か
ら
ず
。
又
お
の
が
十
字
架
を
と
り

て
［
担
っ
て
］
我
に
従
は
ぬ
者
は
、
我
に
相
応
し
か
ら
ず
。
生
命
を
得
る
者

は
、
こ
れ
を
失
ひ
、
我
が
た
め
に
生
命
を
失
ふ
者
は
、
こ
れ
を
得
べ
し
」（
文

語
訳
に
よ
る
。
マ
タ
イ
一
〇
章
三
四
～
三
九
節
。
同
様
　

の
こ
と
は
ル
カ
一
二
章
五
一
～

五
三
節
、
一
四
章
二
六
～
二
七
節
に
も
見
え
る
）。

　

内
村
鑑
三
い
ら
い
の
「
予
言
」
の
精
神
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
塚
本
虎
二
訳

に
よ
る
と
、
こ
う
な
る
（
『
福
音
書
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
）。

　

「
地
上
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
わ
た
し
が
来
た
、
な
ど
と
考
え
て
は

な
ら
な
い
。
平
和
で
は
な
い
、
剣
を
、
戦
い
を
も
た
ら
す
た
め
に
来
た
の
で

あ
る
。
わ
た
し
は
子
を
〝
そ
の
父
と
、
娘
を
母
と
、
嫁
を
姑
と
〟
仲
違
い
さ

せ
る
た
め
に
来
た
の
だ
か
ら
。〝
家
族
が
自
分
の
敵
に
な
ろ
う
〟。
わ
た
し
よ

り
も
父
や
母
を
愛
す
る
者
は
、
わ
た
し
の
弟
子
た
る
に
適
し
な
い
。
わ
た
し

よ
り
も
息
子
や
娘
を
愛
す
る
者
は
、
わ
た
し
の
弟
子
た
る
に
適
し
な
い
。
ま

た
自
分
の
十
字
架
を
取
っ
て
わ
た
し
の
あ
と
に
従
わ
な
い
者
は
、
わ
た
し
の

弟
子
た
る
に
適
し
な
い
。
十
字
架
を
避
け
て
こ
の
世
の
命
を
得
る
者
は
永
遠

の
命
を
失
い
、
わ
た
し
の
た
め
に
こ
の
世
の
命
を
失
う
者
は
、
永
遠
の
命
を

得
る
で
あ
ろ
う
」（
マ
タ
イ
一
〇
章
三
四
～
三
九
節
）。

　

な
お
同
趣
旨
の
次
の
箇
所
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　

「『
わ
た
し
の
母
と
は
だ
れ
か
。
わ
た
し
の
兄
弟
と
は
だ
れ
か
。』
そ
し
て
、

弟
子
た
ち
の
方
を
指
し
て
言
わ
れ
た
。『
見
な
さ
い
。
こ
こ
に
わ
た
し
の
母
、

わ
た
し
の
兄
弟
が
い
る
。
だ
れ
で
も
、
わ
た
し
の
天
の
父
の
御
心
を
行
う
人

が
、
わ
た
し
の
兄
弟
、
姉
妹
、
ま
た
母
で
あ
る
。』」（
マ
タ
イ
一
二
章
）。

　

「
あ
な
た
が
た
は
『
先
生
』
と
呼
ば
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
が
た
の

師
は
一
人
だ
け
で
、
あ
と
は
皆
兄
弟
な
の
だ
。
ま
た
地
上
の
者
を
『
父
』
と

呼
ん
で
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
が
た
の
父
は
天
の
父
お
ひ
と
り
だ
け
だ
」

（
マ
タ
イ
二
三
章
）。

　

た
と
え
ば
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
一
月
三
〇
日
、
熊
本
の
花
岡
山
で
奉
教
趣

意
書
に
署
名
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
を
奉
じ
て
日
本
に
広
め
よ
う

と
盟
約
を
結
ん
だ
横
井
時
雄
・
海
老
名
弾
正
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
熊
本
バ
ン
ド
」
の

例
を
み
て
み
よ
う
。
熊
本
洋
学
校
で
彼
ら
に
影
響
を
与
え
た
ジ
ェ
ー
ン
ズL

. L
. 

Janes

（1841

～1923

）
の
『
熊
本
回
想
』
に
よ
る
と
、「
あ
る
者
は
学
校
を
や
め

さ
せ
ら
れ
」、「
あ
る
者
は
座
敷
牢
に
入
れ
ら
れ
」、「
あ
る
者
は
刀
で
脅
さ
れ
」、

「
あ
る
者
は
つ
ば
を
は
き
か
け
ら
れ
」
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
家
族
か
ら
棄
教
を
せ

ま
ら
れ
た
と
い
う

）
2
（

。
棄
教
し
な
い
な
ら
ば
自
害
す
る
と
、
横
井
時
雄
（
横
井
小
楠
の

長
男
。1857

～1928

）
が
そ
の
母
に
迫
ら
れ
た
例
に
つ
い
て
は
、
徳
富
健
次
郎
蘆
花

も
、「
耶
蘇
を
捨
て
ね
ば
自
尽
す
る
、
と
〔
母
〕
つ
せ
子
の
懐
剣
が
袋
を
出
ま
す
」

と
書
い
て
い
る

）
3
（

。

　

明
治
初
年
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
持
つ
た
め
に
は
、
親
子
の
縁
を
切
る
決
死
の

覚
悟
を
要
し
た
。
こ
れ
に
勝
る
親
不
孝
は
な
い
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
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（
五

）

の
牧
師
た
ち
は
説
教
に
際
し
、
さ
き
に
引
用
し
た
聖
句
を
取
り
上
げ
る
の
を
躊
躇

し
が
ち
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
な
り
に
無
理
か
ら
ぬ
話
と
い
え
よ
う
。

毅
然
た
る
姿
勢
を
貫
い
た
内
村
鑑
三
で
さ
え
、「
甚
だ
穏
か
な
ら
ぬ
言
で
あ
る
」

と
言
い
、
父
や
母
に
「
背
か
せ
」
の
訳
字
は
強
す
ぎ
、
改
訳
の
「
分
た
ん
」
為
と

い
う
の
が
原
語
の
意
味
、
真
意
に
近
い
と
和
ら
げ
て
説
明
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
）
4
（

。

　

だ
か
ら
、
和
辻
哲
郎
な
ど
は
、
旧
約
〔
聖
書
〕
の
十
戒
の
な
か
に
は
「
あ
な
た

の
父
母
を
敬
え
」（
第
五
戒
。
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
〇
の
一
二
）
が
入
っ
て
い
た
の
に
、
キ

リ
ス
ト
教
の
方
で
は
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
難
指
摘
し
て
い
る
。

「
孝
の
道
は
儒
教
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
視
せ
ら
れ
た
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
西

洋
の
倫
理
学
に
お
い
て
特
に
力
説
せ
ら
れ
る
所
な
き
も
の
で
あ
る
。
モ
ー
ゼ
の
十

戒
に
は
汝
の
父
母
を
敬
え
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
に
は
今
な

お
親
孝
行
の
風
が
顕
著
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
点
を

重
ん
じ
な
か
っ
た
。〔
し
か
し
旧
約
の
方
で
も
予
言
者
な
ど
に
は
後
の
キ
リ
ス
ト

教
に
通
じ
る
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。―

引
用
者
〕
か
く
て
明
治
以
後
の
倫
理
学

は
孝
の
道
を
説
く
こ
と
少
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
孝
の
道
を
重
ん
ず
る
『
東
洋
倫

理
』
が
原
理
的
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る

）
5
（

」。
孝
の
道
の
重
視
あ
る

い
は
軽
視
の
相
違
が
あ
る
の
は
「
民
族
や
時
代
に
お
け
る
社
会
構
造
の
特
殊
性
」

に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、「
人
倫
の
道
に
お
い
て
孝
の
道
が
閑
却
せ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
り
得
」
ず
、
そ
の
意
義
は
「
不
動
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
基
底
に
あ
る
。

な
ん
と
な
れ
ば
「
父
母
子
の
共
同
存
在
は
人
間
存
在
の
根
元
的
な
一
段
階
」
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
家
族
共
同
体
よ
り
も
広
い
、
よ
り
高
い
共
同
体
が
重
視
さ

れ
る
社
会
で
は
ど
う
な
る
か
。
そ
の
存
在
を
危
う
く
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、「
堅

い
利
己
性
を
有
す
る
」
孝
の
道
の
力
説
は
差
し
控
え
ら
れ
る
、
と
い
う
。

＊ 

そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
教
団
あ
る
い
は
市
の
団
結
」

も
、
家
族
と
同
じ
次
元
に
属
す
る
《
間
柄
》
＝
人
間
関
係
の
一
つ
と
し
て
で
あ
り
、

超
越
者
と
の
関
係
と
し
て
は
把
握
さ
れ
な
い
か
ら
、
超
越
者
の
登
場
・
媒
介
に
よ
る

飛
躍
、
た
と
え
ば
《
家
族
の
解
体
》
と
か
、《
家
族
道
徳
の
止
揚
》
と
い
っ
た
問
題

意
識
は
、
和
辻
倫
理
学
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
。

　

「
宗
教
的
体
験
の
固
有
性
を
自
己
0

0

と
神
と
の
か
か
わ
り
に
見
よ
う
と
す
る
立
場

も
単
に
個
人
主
義
的
で
あ
る
」。「
宗
教
活
動
は
間
柄
的
活
動
で
あ
る
。」「
現
実
の

宗
教
活
動
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
文
化
財
と
の
相
即
に
お
い
て
の
み
行
な
わ

れ
得
る
か
ら
、
絶
対
の
立
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
活
動
た
ら
ざ
る
を

得
な
い
。」
和
辻
は
芸
術
・
学
問
・
宗
教
の
「
三
者
を
も
っ
て
文
化
を
代
表
せ
し

め
」（
五
七
〇
頁
）、
宗
教
も
文
化
の
一
つ
と
し
て
「
文
化
共
同
体
」
の
な
か
で
考

察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
世
界
宗
教
に
お
い
て
も
「
宗
教
的
象
徴
」
は
「
本
来
民
族
的

に
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
み
見
る
立
場
で
あ
る
（『
倫
理
学
』、「
文
化

共
同
体
」
の
節
を
参
照
。
超
越
は
悉
く
象
徴
に
内
在
化
さ
れ
て
し
ま
う
）。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
一
見
す
る
よ
り
遙
か
に
射
程
の
な
が
い
問
題
を
孕
ん
で
い

る
。
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
と
の
比
較
に
お
い
て
「
和
辻
倫
理
学
に

お
け
る
間
柄
と
全
体
」
を
論
じ
た
佐
藤
康
邦
氏
は

）
6
（

、
和
辻
の
間
柄
と
し
て
の
人

間
把
握
は
、
な
に
も
「『
非
民
主
主
義
的
』
な
日
本
社
会
に
の
み
特
徴
的
な
」
こ

と
で
は
な
く
、
西
洋
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
存
在
す
る

（
＝
有
機
体
論
的
方
法
）
と
指
摘
し
、―

こ
の
点
で
和
辻
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
同
一

線
上
に
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
大
い
に
問
題
で
は
あ
る
が―

、
そ
の

上
で
、
和
辻
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
的
家
族
論
を
も
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
『
倫
理
学
』
に
お
け
る
和
辻
の
記
述
は
「
入
り
組
ん
だ
も
の

― 124 ―



近代倫理学生誕への道（四）

（
六

）

と
な
る
」。
和
辻
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
家
族
論
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
な
お

そ
こ
に
あ
っ
た
モ
チ
フ
、
す
な
わ
ち
ア
ト
ム
的
個
人
の
集
合
と
い
う
こ
と
を
超
え

た
全
体
と
し
て
機
能
す
る
人
倫
組
織
と
し
て
の
家
族
と
い
う
モ
チ
フ
を
、
和
辻
に

得
心
い
く
方
法
で
展
開
し
直
そ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
位
に
解
釈
す
る

の
が
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
っ
た
記
述
で
終
え
て
い
る（
一
二
八
頁
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
記
述
で
す
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。

　

親
と
子
の
関
係
（
家
族
道
徳
）
の
問
題
は
、
道
徳
全
般
の
人
類
史
的
位
置
づ
け

に
と
っ
て
も
、
西
欧
近
代
倫
理
学
の
成
立
要
件
・
成
立
条
件
を
考
察
す
る
う
え
で

も
、
避
け
て
通
れ
な
い
関
門
と
い
う
べ
く
、
と
り
わ
け
我
が
国
に
於
け
る
自
律
道

徳
の
形
成
と
い
う
課
題
に
と
っ
て
、
古
く
し
て
新
し
い
テ
ー
マ
で
あ
る

）
7
（

。

一
　

古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
「
親
と
子
」

　

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
『
教
会
教
義
学
』（『
創
造
論
Ⅳ
／
2
、
親
と
子
』）
に
お

い
て
（
8
）、
旧
約
聖
書
は
「
確
か
に
親
と
子
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
。

し
か
し
そ
れ
は
個
人
人
格
と
し
て
（als Personen

）
で
あ
り
、
ま
た
個
人
人
格

的
関
係
（persönliche B

eziehungen

）
と
義
務
の
な
か
で
で
あ
る
。
親
族
集
団

そ
の
も
の
（G

eschlechtskollektiv als solche

）
は
、
そ
れ
と
し
て
、
も
は
や

何
の
役
割
（keine R

olle m
ehr

）
も
演
じ
て
い
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

新
約
聖
書
を
含
め
て
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
要
約
す
れ
ば
、

次
の
諸
例
で
あ
る
。

①
　

家
族Fam

ilie

と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
強
者
に
従
属
す
る
奴
隷fam

ulus

を
表
し
、
そ
こ
か
ら
包
括
的
な
家
人
と
な
り
、
最
後
に
今
日
い
う
親
族
集
団
の

な
か
の
小
グ
ル
ー
プ
を
表
わ
す
言
葉
と
な
っ
た
。
家
族
と
い
う
概
念
は
キ
リ
ス

ト
教
神
学
に
と
っ
て
決
し
て
興
味
深
い
概
念
で
は
な
い

0

0

の
で
あ
る
。

②
　

ヤ
コ
ブ
の
子
孫
の
十
二
部
族
の
内
部
で
、「
家
」
は
、
旧
約
聖
書
の
見
方
と

記
述
の
中
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
独
立
し
た
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
。

③
　

ダ
ビ
デ
の
家
と
家
系
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方

は
、
家
と
か
家
そ
れ
自
身
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
一
方
に
お
い

て
全
体
と
し
て
の
選
ば
れ
た
民
に
基
づ
い
て
お
り
、
他
方
に
お
い
て
特
定
の

個
々
の
人
物
に
基
づ
い
て
い
る
。
興
味
は
決
し
て
『
家
』
そ
の
も
の
に
向
け
ら

れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
家
の
内
部
で
、
そ
の
都
度
、
ひ
と
り
の
父
か
ら
そ
の
都

度
ひ
と
り
の
息
子
へ
と
導
い
て
い
く
線
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

④
　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
イ
エ
ス
の
系
図
も
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
『
系
図
』

Stam
m

bäum
en

と
い
う
こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で

は
な
い
（
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
聖
書
！
）。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
一
人
の
人
間
を
、
彼
の
個
人
名
を
越
え
て
特
徴
づ
け
て
い

る
添
名
は
、
旧
約
聖
書
の
な
か
で
は
そ
の
父
の
名
（
イ
ザ
ヤ
、
ア
モ
ツ
の
子

（
『
イ
ザ
ヤ
書
』
一
の
一
）
で
あ
っ
て
、
家
の
名
で
は
な
い
。

⑤
　

ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
『
家
族
』
の
概
念
に
と
っ
て
あ
れ
ほ
ど
重
要
な
親
族
関

係
の
幅0

と
い
う
も
の
は
、
既
に
旧
約
聖
書
の
中
で
は
決
し
て
強
調
さ
れ
て
い
な

0

0

い0

の
で
あ
る
〔
原
文
に
　

付
さ
れ
た
傍
点
に
注
意
！
〕。

⑥
　

新
約
聖
書
の
中
で
は
、
な
お
さ
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
語
ら
れ
得
な

い
。
父
と
子
の
続
き
〔
系
列
〕
と
い
う
こ
と
も
、
み
子
が
生
ま
れ
給
う
た
後
で

は
神
学
的
に
意
味
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

⑦
　

新
約
聖
書
は
、『
家
』
に
つ
い
て
語
る
時
、『
家
族
共
同
体
的
〔
交
わ
り
〕』

―

そ
れ
は
そ
れ
か
ら
、
教
会
の
内
部
で
、
聞
か
れ
、
先
へ
と
伝
え
ら
れ
る

宣
べ
伝
え
の
中
心
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
『
家
族
共
同
体
』―

と
い
う
あ

― 123 ―



名古屋学院大学論集

（
七

）

の
包
括
的
な
意
味
で
、fam

ilia

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に

一
族clan

そ
の
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

⑧
　

何
人
か
の
弟
子
た
ち
に
関
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
ひ
と
り
の
人
間
の
苗
字
と
し

て
の
父
の
名
が
、
今
度
は
そ
の
故
郷
の
名
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
、

カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
、
ク
レ
ネ
の
シ
モ
ン
、
タ
ル
ソ
の
サ
ウ
ロ
。

　

こ
の
あ
と
に
結
論
的
に
、
先
の
引
用
文
、「
確
か
に
親
と
子
は
重
要
な
も
の
で

あ
り
続
け
る
。
し
か
し
そ
れ
は
個
人
人
格
と
し
て
で
あ
り
、
ま
た
個
人
人
格
的
関

係
と
義
務
の
な
か
で
で
あ
る
。
親
族
集
団
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
と
し
て
、
も
は
や

何
の
役
割
も
演
じ
て
い
な
い
」
が
続
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
家
族
」
と
い
う
概
念
に
、
後
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
根
本

概
念
と
い
う
光
栄
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
」
異
邦

の
諸
民
族
の
慣
習
と
実
際
的
な
慣
習
の
せ
い
と
み
な
し
、
聖
書
そ
の
も
の
と
区
別

し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
む
の
は
「
親
と
子
の
関
係
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ

よ
り
広
い
「
親
族
関
係
を
包
括
す
る
集
団
」
な
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
モ
ー
ゼ
の
第
五
戒
に
あ
る
「
父
と
母
を

敬
え
」
と
の
関
係
を
ど
う
決
着
さ
せ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

　

た
と
え
ば
ル
タ
ー
に
お
け
る
よ
う
に
、
父
母
へ
の
尊
敬
が
政
府
の
権
威
へ
の
服

従
へ
収
斂
さ
せ
ら
れ
て
い
く
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
問
題
は
、

名
誉
革
命
前
後
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
王
権
神
授
説
批
判
を
正

面
に
据
え
た
『
統
治
二
論
』
で
執
拗
に
論
じ
て
い
た
こ
と
と
重
な
り
、
そ
の
意
味

で
も
興
味
深
い
。

　

第
五
戒
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
「
親
の
権
威
」
は
、
権
利
を
貫
徹
さ
せ
る
式

（
類
）
の
権
威
で
は
な
く
、
む
し
ろ
霊
的
力
の
権
威
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
子
に

要
求
さ
れ
て
い
る
親
へ
の
尊
敬
は
、
年
長
世
代
の
意
思
に
外
面
的
・
形
式
的
に
服

従
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
与
え
ら
れ
た
約
束
の
担

い
手
・
伝
達
者
と
し
て
年
長
世
代
を
敬
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
救
い
の
約
束
の

も
と
で
、
世
代
の
系
列
全
体
が
、
み
子
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
ま
で
カ
ナ
ン
の
地
で

苦
難
の
生
活
を
送
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
子
は
そ
の
約
束
を
年
長
世
代
か
ら

受
け
取
り
、
こ
の
地
で
生
き
る
生
存
の
意
味
を
知
る
。
親
を
敬
う
こ
と
な
し
に
、

こ
の
約
束
の
も
と
に
生
き
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
権
利
を
貫
徹
さ
せ
る
政
府
権
力
に
服
従
す
る
よ
う
に
と
い
う
戒
め
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
別
な
関
連
に
属
し
、
こ
こ
で
の
要
求
と
一
気
に
並
べ
て
呼
ぶ
べ
き
で

は
な
い
。
領
主
と
か
領
母
の
呼
び
名
は
美
し
い
が
、
新
旧
約
聖
書
に
よ
っ
て
も
基

礎
づ
け
ら
れ
な
い
概
念
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
霊
的
力
と
し
て
の
権
威
」
が
強
調
さ
れ
る
。

　

第
五
戒
を
、
第
一
～
第
四
戒
（
神
へ
の
戒
め
）
と
第
六
～
九
戒
（
人
へ
の
戒
め
）
と

を
繋
ぐ
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
の
考
察
は
関
根
清
三
氏
に
も
み
ら
れ
る
が

）
9
（

、「
一

つ
確
か
な
こ
と
は
、こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
母
と
い
う
人
を
敬
う
こ
と
は
、

多
義
的
な
意
味
に
お
い
て
〔―

目
上
の
者
全
般
。
内
村
は
祖
先
・
王
・
民
族
全

体
に
も
拡
大
さ
せ
る
。
そ
の
頂
点
に
神
が
位
置
す
る
。―

〕、
神
の
代
理
た
る
者

を
、
敬
愛
を
も
っ
て
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
窮
極
に
お
い
て
神
を
崇
め
る
こ
と

―

そ
れ
を
直
接
目
指
す
と
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
精
神
の
持
ち
方
に
お
け

る
そ
の
間
接
的
な
学
び
で
あ
る
と
す
る
に
せ
よ―

に
《
通
ず
る
》、
と
の
一
事

で
あ
る
」（
七
一
頁
）
と
あ
る
。
し
か
し
、
超
越
に
遡
っ
て
人
間
の
垂
直
的
次
元
を

も
包
括
し
た
説
明
を
試
み
る
（
九
〇
頁
）
こ
の
著
者
の
発
言
と
し
て
は
理
解
に
苦

し
む
。
こ
の
よ
う
に
《
通
じ
て
》
し
ま
え
ば
、《
通
じ
》
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
家

族
国
家
観
と
紙
一
重
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
藤
田
省
三＊

）。
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＊ 

「『
家
族
国
家
』
と
し
て
第
一
次
集
団
か
ら
国
家
ま
で
が
無
媒
介
に
つ
な
が
っ
て
い
る

我
国
で
は
、
家
に
同
化
し
て
も
社
会
集
団
に
同
化
し
て
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち

に
国
家
と
同
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
国
家
超
越
の
正
常
な
思
想
的
方

法
は
、
先
ず
単
独
の
世
界
を
つ
く
る
以
外
に
な
い

）
10
（

」。

　

だ
か
ら
こ
そ
内
村
鑑
三
は
、
独
り
神
を
求
め
る
「
寂
寥
」
の
世
界
を
つ
く
り
、

そ
こ
に
住
む
こ
と
を
「
快
楽
」
と
さ
え
し
た
で
は
な
か
っ
た
か
。
曰
く
、

　

「
寂
寥
は
人
を
離
れ
て
独
り
神
を
求
む
る
こ
と
な
り
、
無
辺
の
宇
宙
に
在

て
神
と
我
と
二
者
相
対
し
て
立
つ
こ
と
な
り
、
此
時
我
に
国
家
あ
る
な
し
、

社
会
あ
る
な
し
、
友
人
あ
る
な
し
、
家
族
あ
る
な
し
、
我
に
唯
我
と
天
然
と

神
と
あ
る
の
み
、
我
は
人
の
声
を
聞
か
ず
、
…
…
寂
寥
の
念
更
ら
に
甚
だ
し

き
時
に
我
に
人
の
知
ら
ざ
る
快
楽
あ
り

）
11
（

」。

　

「
神
と
我
と
の
二
者
」
だ
け
の
世
界
に
、
な
ぜ
「
天
然
」
が
入
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
も
、
内
村
研
究
と
し
て
は
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
本
稿
と
の
関
連
で
は
「
此
時
我
に
…
…
家
族
あ
る
な
し
」
と
あ
る
点

で
あ
る
。
内
村
は
実
に
的
確
に
、
問
題
の
本
質
を
衝
い
て
い
る
。

　

ル
タ
ー
に
関
し
て
は
、
バ
ル
ト
の
次
の
指
摘
が
当
て
は
ま
る
。「『
父
と
母
を
敬

え
…
…
』
と
い
う
第
五
戒
は
、
宗
教
改
革
当
時
の
教
理
問
答
書
に
対
し
て
（
特
に

ル
タ
ー
は
そ
の
大
教
理
問
答
書
一
五
二
八
年
の
な
か
で
）、
こ
の
関
連
の
な
か
で
、

そ
も
そ
も
人
間
的
な
権
威
の
概
念
、
特
に
神
に
よ
っ
て
意
思
さ
れ
、
任
命
さ
れ
た

国
家
の
政
府
の
権
威
に
つ
い
て
発
言
し
て
い
く
機
会
を
与
え
た

）
12
（

」。
こ
れ
は
ナ
チ

ス
のG

leichschaltung

〔
宗
教
的
均
制
化
・
等
制
〕
政
策
（
一
九
三
三
年
）
に
対

す
る
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
演
じ
た
バ
ル
ト
自
身
の
体
験

（
バ
ル
メ
ン
宣
言
一
九
三
四
年
起
草
）
に
照
ら
し
て
も
、
い
さ
さ
か
も
曖
昧
に
し
え
ぬ
点

で
あ
っ
た

）
13
（

。
バ
ル
ト
は
「
神
の
代
表
者
」
と
い
う
こ
の
微
妙
な
関
連
に
つ
い
て
、

先
の
引
用
箇
所
で
「
神
の
よ
う
に
で
は
な
く
」
と
記
し
て
、
両
者
を
区
別
す
る
の

を
忘
れ
て
い
な
い
。

＊
「
人
は
第
五
の
戒
め
を
思
い
出
し
、
し
た
が
っ
て
『
父
た
ち
』―

約
束
の
担
い
手

お
よ
び
伝
達
者
と
し
て
、（
神
の
よ
う
に
で
は
な
い
が
、
神
の
代
表
者
と
し
てnicht 

w
ie G

ott, aber als G
ottes R

epräsentanten.

）
う
や
ま
わ
れ
る
べ
き
『
父
た
ち
』

―

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
こ
と
も
教
え
の
順
序
か
ら

い
っ
て
別
の
文
脈
に
属
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
こ
で
取
り
組
む
べ
き

こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」S. 272

二
四
五
頁

　

バ
ル
ト
は
、
な
お
も
続
け
る
。
神
の
戒
め
は
、
子
は
親
に
た
い
し
明
確
に
従
位

の
立
場
を
と
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
身
体
的
関
係
・
秩
序
に

属
さ
ず
、
よ
り
知
識
と
経
験
に
富
ん
だ
も
の
と
い
う
歴
史
的
秩
序
に
属
し
て
い

る
。
し
か
し
、
子
は
親
の
所
有
物
、
家
来
・
下
僕
・
生
徒
で
も
な
く
、
い
わ
ば
見

習
で
あ
っ
て
、
親
は
子
を
生
命
へ
と
導
く
べ
く
親
に
委
託
さ
れ
、
親
よ
り
下
位
に

お
か
れ
て
い
る
。
肉
体
的
な
父
で
あ
る
こ
と
は
、
霊
的
な
委
任
を
持
ち
、
そ
の
な

か
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
威
厳
と
栄
誉
を
も
つ
。
父
母
は
、
神
か
ら
委
ね
ら
れ
た
霊

的
な
、
救
済
史
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
親
の
優
位
性
は
、
肉
体
的
な
い
し
道
徳
的
性
質
と
し
て
（w

eder 

als physische noch als m
oralische E

igenschaft

）
親
に
属
し
て
い
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
外
か
ら
、
上
か
ら
（von außen, von oben

）、
彼
ら
の
上
に

落
ち
て
き
て
、
彼
ら
の
も
と
に
と
ど
ま
る
光
、
創
造
主
の
恵
み
の
光
の
明
る
さ
で
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あ
る
。
だ
か
ら
神
だ
け
が
、
本
来
的
に
、
ま
ず
第
一
に
、
父
で
あ
る
と
の
信
仰
に

立
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
特
に
日
本
人
に
と
り
注
目
す
べ
き
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
親
と
の

肉
体
的
な
関
係
で
、
子
の
側
で
親
と
の
生
命
あ
ふ
れ
る
《
情
緒
的
な
》
結
び
つ

き
（eine vital em

otionale B
indung

）
が
生
じ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
戒
め
に
あ

る
尊
敬
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
。
親
が
も
つ
道
徳
的
な
性
質
に
、
子
の
側
で
ま

た
あ
れ
こ
れ
の
《
特
別
な
結
び
つ
きbesondere B

indungen

》
が
対
応
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
〔―

こ
れ
ら
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
親
の
「
恩
」
に
対
す

る
子
の
側
で
の
儒
教
流
の
「
孝
」
を
想
起
す
る
。
引
用
者―

〕、
そ
れ
は
あ
の

「
尊
敬R

espekt

」
と
は
常
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
念
を
お
さ
れ
て
い

る
（p. 274

）。

　

こ
れ
は
、
次
に
述
べ
る
社
会
経
済
史
的
関
連
で
い
え
ば
、
ア
ジ
ア
的
共
同
体
に

お
け
る
古
い
家
族
制
的
（patrim

onial

パ
ト
リ
モ
ニ
ア
ル
）
温
情
主
義
と
の
区
別
に

対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
古
代
共
同
体
に
お
け
る
氏
族
制
度
と
そ
の
改
編

　

そ
う
だ
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
直
ち
に
近
代
的
な
核
家
族
を
意
味
し
な
い

け
れ
ど
も
、
核
家
族
と
い
え
ど
も
「
通
例
の
場
合
、
事
情
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
一

つ
の
家
族
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
本
来
一
つ
の
家
族
で
あ
る
も
の

が
便
宜
上
別
居
し
て
い
る
、
と
い
う
方
が
当
た
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
」（
『
和
辻

全
集
』
第
一
〇
巻
、
四
一
八
頁
）
と
い
う
和
辻
倫
理
学
と
対
比
し
て
み
て
も
、
は
る
か

に
旧
約
の
イ
ス
ラ
エ
ル
世
界
は
既
に
近
代
倫
理
学
生
誕
の
基
礎
要
件
成
立
へ
向

か
っ
て
大
き
く
踏
み
込
ん
で
い
る
姿
を
示
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事

態
（
生
産
様
式
と
集
団
類
型
）
が
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
か
、
そ
の
社
会

経
済
史
的
背
景
を
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

人
類
が
自
ら
の
意
識
的
生
産
活
動
に
よ
る
こ
と
の
な
い
天
与
の
宝
庫
た
る
大
地

E
rde

を
占
取
し
、
労
働
を
介
し
て
大
地
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
に
際
し
、
単
独
の

個
人
は
生
存
で
き
ず
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
原
始
的
な
共
同
態
に
包
み
こ
ま
れ
、

そ
の
一
員
と
し
て
の
み
行
動
し
え
た
。
こ
の
よ
う
な
共
同
組
織
は
、
生
産
力
の
発

展
に
応
じ
て
「
共
同
体G

em
einde, com

m
une

」
と
い
う
歴
史
的
諸
形
態
を
と

る
が
、
初
発
に
お
け
る
原
始
共
同
態
の
も
つ
諸
特
徴
が
そ
の
外
枠
と
し
て
規
制

し
続
け
、
歴
史
的
共
同
体
の
発
展
過
程
（
ア
ジ
ア
的
、
古
典
古
代
的
、
ゲ
ル
マ
ン

的
）
に
お
い
て
漸
次
、「
水
を
割
ら
れ
薄
め
ら
れ
て
行
く

）
14
（

」。

　

古
典
古
代
に
属
す
る
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
共
同
体
は
、

農
村
を
母
胎
と
し
て
「
集
住
、
シ
ュ
ノ
イ
キ
ス
モ
ス
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

都
市
（polis, civitas

）
を
基
本
共
同
態
と
す
る
。
古
代
ロ
ー
マ
の
史
実
か
ら

M 

・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
（
「
ロ
ー
マ
農
業
史
」
一
八
九
一
年
）、
そ
の
耕
地
が
家
父
に
よ

り
家
族
的
温
情
の
う
ち
に
も
権
威
を
も
っ
て
支
配
さ
れ
た
《
拡
大
さ
れ
た
家
族

（E
r-w

eiterten Fam
ilie

）》
で
は
な
く
て
、
相
互
に
平
等
な
単
婚
家
族
（E

inzel 

fam
ilie

）
か
ら
な
る
、genossenschaftlich

な
性
格
を
も
つ
経
済
共
同
態
に
よ
っ

て
占
取
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
古
い
呪
術
的
＝
血
縁
的
規
制
を
弛
緩
さ

せ
、
都
市
と
い
う
新
し
い
共
同
体
を
形
成
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
有
し
た
た
め
、
ア
ジ

ア
的
共
同
体
を
特
徴
づ
け
る
血
縁
的
構
成
（C

lanschaft

）
を
既
に
喪
失
し
つ
つ

あ
っ
た

）
15
（

。

　

内
田
芳
明
氏
の
著
述
か
ら
要
約
す
る
と

）
16
（

、
こ
う
な
る
。

　

古
代
経
済
社
会
の
分
析
視
角
と
し
て
重
要
な
方
法
概
念
は
、「
家
族
共
同
体
　

H
ausgem

einschaft
」―

「
氏
族
　

Sippe

」―

「
部
族
　

Stam
m

」
と
い
う
社
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〇

）

会
組
織
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
古
代
世
界
の
政
治
組
織
や
文
化
的
諸
形
態
を
規
定
す

る
経
済
的
土
台
で
あ
り
、
古
代
経
済
に
お
け
る
土
地
占
有
の
基
礎
単
位
を
な
し
て

い
る
。

　

原
始
的
な
氏
族
社
会
の
典
型
的
組
織
は
、

①
　

「（
大
）
家
族
」、

②
　

そ
れ
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
た
血
縁
的
集
団
と
し
て
の
「
氏
族
」、

③
　

氏
族
が
い
く
つ
か
政
治
的
に
結
合
し
た
集
合
体
と
し
て
の
「
部
族
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
が
古
代
的
（
奴
隷
制
）
生
産
様
式
に
分
か
れ
て
発
展
し
て

い
く
ば
あ
い
、
家
族
・
氏
族
・
部
族
の
分
化
発
展
の
仕
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
古

代
社
会
の
歴
史
的
文
化
的
相
違
も
ま
た
生
じ
て
く
る
。

　

西
洋
的
文
化
発
展
の
系
列―

イ
ス
ラ
エ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ―

を
、

東
洋
的
文
化
発
展
の
系
列―

イ
ン
ド
、
中
国―
と
の
対
比
で
み
た
と
き
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
発
展
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

①
　

部
族
は
相
互
に
、
往
々
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
よ
う
な
神
を
中
心
に

し
て
「
連
合
」（
契
約
）
を
結
ん
だ
。

②
　

都
市
国
家polis

の
形
成
に
お
い
て
、
氏
族
の
集
住
が
お
こ
な
わ
れ
、
共
通

の
「
市
民
」
団
体
が
形
成
さ
れ
た
。

＊ 

イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
に
お
け
る
「
出
エ
ジ
プ
ト
」
と
い
う
民
族
的
「
移
動
」
体
験
は
、

原
生
的
共
同
体
と
そ
の
一
切
の
慣
習
（
家
族
主
義
的
血
縁
関
係
）
か
ら
の
脱
出
を
促

し
、超
越
神
信
仰
を
受
容
す
る
素
地
を
養
っ
た
（「
主
は
ア
ブ
ラ
ム
に
言
わ
れ
た
。『
あ

な
た
は
生
ま
れ
故
郷
／
父
の
家
を
離
れ
て
／
わ
た
し
が
示
す
地
に
行
き
な
さ
い
。』

『
創
世
記
』
一
二
章
一
節

）
17
（

」）。

③
　

こ
の
過
程
で
血
縁
的
・
自
然
的
「
氏
族
」
は
、
分
化
・
分
解
を
と
げ
つ
つ
、

一
方
は
上
昇
し
て
貴
族
的
氏
族
（
高
次
の
氏
族
、
ゲ
ノ
ス
、
ゲ
ン
ス
）
が
成

立
。

④
　

「
家
族
」
も
ま
た
、自
然
発
生
的
な
家
族
と
異
な
る
高
次
の
家
族
（
ギ
リ
シ
ャ

のoikos

、
ロ
ー
マ
のfam

ilia

）
が
発
生
し
た
。

⑤
　

加
え
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ば
あ
い
は
、
こ
の
「
氏
族
」
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ

た
。
こ
れ
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
の
特
徴
で
あ
る
家
ご
と
の
氏
族
礼
拝
の
排
斥
の
結

果
と
し
て
、
氏
族
礼
拝
（
祖
先
礼
拝
や
死
者
礼
拝
）
の
宗
教
的
意
義
の
喪
失
し

た
こ
と
、
ま
た
国
家
的
存
立
が
外
国
勢
力
に
よ
り
破
壊
し
つ
く
さ
れ
（
＝
バ
ビ

ロ
ン
捕
囚
）、
氏
族
の
軍
事
的
意
義
が
喪
失
し
た
こ
と
と
、
関
連
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
古
代
の
経
済
社
会
（
軍
事
的
・
政
治
的
発
展
）
の
基
礎
は
、
氏
族

組
織
の
分
化
発
展
に
よ
る
が
、
西
欧
的
社
会
経
済
の
進
展
の
方
向
を
と
る
地
中
海

的
社
会
発
展
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
、
こ
の
進
化
し
た
氏
族
が
、
更
に

い
っ
そ
う
破
壊
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
氏
族
を
徹
底
し
て
破
壊
し
さ
る
力

は
、
一
つ
に
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
新
王
国
に
み
ら
れ
た
国
家
の
官
僚
制
組
織
で
あ

り
、
二
つ
に
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
の
な
か
に
生
ま
れ
て
き
た
予
言
者
の
説
く
法
と
正

義
の
要
求
、「
倫
理
的
予
言
」
（
使
徒
予
言
）
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
引
用
し
た
、

「
自
分
の
家
族
の
者
が
敵
と
な
ろ
う
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
氏
族
制
度
が

や
は
り
古
代
社
会
の
厳
然
た
る
原
理
で
あ
っ
た
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ

の
破
壊
力
の
凄
ま
じ
さ
の
程
が
知
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
予
言
の
力
は
、「
一
切
の
世
俗
的
、
伝
統
的
（
氏
族
的
）
拘

束
を
徹
底
的
に
う
ち
破
っ
て
、
新
し
い
人
格
的
自
由
の
結
合
関
係
の
中
に
人
間
を

作
り
直
し
て
し
ま
う
。
合
理
的
「
予
言
」
が
革
命
的
意
義
を
も
つ
」（
内
田
芳
明
、

五
一
頁
）
例
で
あ
る
。
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以
上
の
説
明
に
よ
り
、「
も
は
や
親
族
集
団
は
そ
の
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
」

と
い
う
バ
ル
ト
の
指
摘
の
一
般
的
背
景
は
理
解
で
き
る
が
、
さ
ら
に
、
同
じ
古
典

古
代
的
形
態
に
あ
り
な
が
ら
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
は
悲
惨
な
運
命
を
辿
る
こ
と

に
な
り
、
そ
れ
が
逆
に
独
自
の
旧
約
宗
教
（
ヤ
ー
ヴ
ェ
信
仰
）
か
ら
原
始
キ
リ
ス

ト
教
へ
、
ひ
い
て
は
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
全
般
ま
で
を
色
濃
く
刻
印
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
（
＝
苦
難
の
神
義
論
）。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
は
カ
ナ
ン
の
地
に
定
着
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
農
耕
に
従

事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
や
が
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
、
モ
ー
ゼ
を
通
じ

て
ユ
ダ
の
南
方
の
砂
漠
に
お
い
て
契
約
（berith

）
の
神
と
し
て
受
け
入
れ
、
イ

ス
ラ
エ
ル
諸
民
族
の
宗
教
連
合
（
＝
誓
約
共
同
体
）
を
結
成
し
た
。

　

し
か
し
ギ
リ
シ
ャ
諸
都
市
が
順
調
に
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
の
解
放
を
遂
げ
て
行

き
、
平
民
層
が
共
同
体
内
部
に
食
い
込
み
上
昇
し
て
い
っ
た
（
＝
幸
福
の
神
義

論
）
の
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
の
熱
心
な
担
い
手
だ
っ
た

小
牧
畜
民
層
は
人
口
増
加
に
よ
る
農
地
拡
大
に
伴
う
牧
草
地
縮
小
の
た
め
没
落

し
、
平
民
（gerim

ゲ
ー
リ
ー
ム
）
は
共
同
体
内
部
に
入
り
込
め
ず
、
あ
ま
つ
さ

え
強
大
な
オ
リ
エ
ン
ト
専
制
諸
国
家
の
圧
力
を
直
接
に
受
け
る
近
接
地
域
に
位
置

し
、
国
家
的
独
立
を
も
保
持
し
え
ず
流
散
の
運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
い
く
（
住
谷
、

九
七
～
九
八
頁
）。

　

こ
こ
で
、
①
原
始
宗
教
、
②
国
家
（
民
族
）
宗
教
を
止
揚
し
き
っ
た
、
③
普
遍

（
世
界
）
宗
教
の
特
質
を
ま
と
め
て
お
こ
う

）
18
（

。

　

ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
超
自
然
的
・
非
人
格
的
勢
力
で
あ
る

『
霊
』
観
念
は
、
原
始
宗
教
に
属
す
る
。
農
耕
民
の
地
母
神
や
遊
牧
民
の
天
空
神

な
ど
区
別
さ
れ
る
が
、
自
然
の
再
生
（
春
と
冬
）
お
よ
び
、
そ
れ
と
の
連
想
で
生

活
の
再
生
（
成
人
式
儀
礼
）
観
念
を
も
つ
。
自
然
的
諸
力
の
幻
想
的
反
映
で
あ
る

こ
れ
ら
の
儀
礼
が
、
王
権
正
当
化
儀
礼
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
と
、
支
配
・
収
奪

の
儀
礼
、
す
な
わ
ち
国
家
宗
教
へ
転
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
未
分
化
で
あ
っ
た
ハ

レ
（
聖
）
と
ケ
（
ケ
ガ
レ
、
賤
）
が
分
解
し
、
王
権
力
が
聖
を
独
占
し
、
ケ
ガ
レ

を
抑
圧
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
ケ
ガ
レ
の
も
つ
負
価
値
を
正
価
値
へ
と
決
定
的
に
逆
転
さ
せ
る
と

こ
ろ
に
、
普
遍
宗
教
が
成
立
す
る
。
超
越
神
へ
の
一
元
化
に
よ
り
、
既
成
の
聖

価
値
が
貶
め
ら
れ
る
か
ら
、
被
抑
圧
者
（Pariah

パ
ー
リ
ア
賤
民
）
の
聖
化
と
な

る
。
だ
か
ら
た
と
え
ば
「
山
上
の
説
教
」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
）
の
よ
う
に
、

「（
心
の
）
貧
し
い
人
々
は
、
幸
い
で
あ
る
。
…
…
義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
る
人
々

は
幸
い
で
あ
る
。」
な
ど
と
な
る
。
そ
の
背
景
は
、
専
制
諸
国
家
の
出
現
、
戦
乱

と
虐
殺
、
国
家
に
よ
る
保
護
の
消
滅
、
放
出
さ
れ
た
裸
の
無
力
な
、
無
辜
の
民
（
個

人
）
の
切
な
る
希
い
に
よ
る
普
遍
的
な
神
の
創
出
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
特
質
と
し

て
は
、
①
超
越
的
普
遍
者
の
定
立
、
②
既
成
の
社
会
習
俗
を
超
越
し
突
破
、
③
共

同
体
的
・
国
家
的
祭
祀
、
儀
礼
の
排
除
、
④
呪
術
的
・
偶
像
崇
拝
の
排
撃
、
⑤
脱

神
話
、
神
学
・
教
義
の
成
立
、
⑥
そ
の
担
い
手
は
賤
民
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
、
奴

隷
な
ど
と
な
り
、（
原
始
仏
教
も
含
め
て
、）
の
ち
に
平
等
思
想
、
人
権
思
想
を
生

ん
で
い
く
契
機
と
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
普
遍
宗
教
へ
の
止
揚
を
欠
き
、
無
・
超
越
性
、
没
・
個
人
性

に
と
ど
ま
る
と
き
、《
超
越
性
原
理
に
よ
る
既
成
秩
序
の
変
革
・
革
命
》
は
実
現

さ
れ
ず
、
要
求
さ
え
さ
れ
な
い
。
日
本
で
は
、
原
始
宗
教
＝
国
家
宗
教
＝
普
遍
宗

教
が
い
ず
れ
も
ケ
ジ
メ
な
く
、
長
提
灯
の
よ
う
に
連
結
し
て
し
ま
う
か
ら
（
＝
切

断
な
き
連
続
）、
普
遍
宗
教
へ
の
転
化
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
は
ず
の
儒
教
や

仏
教
も
、
普
遍
宗
教
と
し
て
果
た
す
べ
き
使
命
を
遂
行
せ
ず
、
国
家
的
政
治
宗
教

（
＝
天
皇
制
）
が
生
き
残
っ
て
し
ま
う

）
19
（

。
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（
一
二

）

三
　
　

第
一
戒
に
よ
る
第
五
戒
の
限
界
づ
け―

少
年
イ
エ
ス
の
話―

　

十
戒
の
言
葉
は
、
こ
う
で
あ
る
（
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
二
〇
章
二
～
一
二
節
）。

　

2
　

わ
た
し
は
主
、
あ
な
た
の
神
、
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
国
、
奴
隷
の
家
か

ら
導
き
出
し
た
神
で
あ
る
。

　

3
　

〔
第
一
戒
〕
あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
を
お
い
て
ほ
か
に
神
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。

　

12
　

〔
第
五
戒
〕
あ
な
た
の
父
母
を
敬
え
。
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
、
あ
な
た

の
神
、
主
が
与
え
ら
れ
る
土
地
に
長
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
聖
書
は
、
イ
エ
ス
自
身
が
「
神
へ
の
誡
め
」
（
一
～
四
戒
）
と
「
人

へ
の
誡
め
」（
五
～
十
戒
）
と
の
間
を
ど
の
よ
う
に
繋
い
で
（
架
橋
し
て
）
み
せ

た
と
記
述
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
二
の
四
一
だ

け
に
出
て
く
る
十
二
歳
の
イ
エ
ス
の
話
が
、
そ
の
代
表
例
と
な
ろ
う
。
①
神

に
対
す
る
子
の
関
係
と
、
②
人
間
的
な
両
親
に
対
す
る
子
の
関
係
の
間
で
、

の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
緊
張Spannung

が
明
確
に
立
ち
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。（

神
殿
で
の
少
年
イ
エ
ス
）

　
　
　
　
　

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
2
の
41
』

　

両
親
は
イ
エ
ス
が
十
二
歳
に
な
っ
た
時
も
、
過
越
祭
に
都
エ
ル
サ
レ
ム
へ

上
っ
た
〔
ユ
ダ
ヤ
教
の
慣
習
世
界
＝
過
越
祭
へ
の
参
加
の
側
面
〕。
帰
路
に

つ
い
た
と
き
イ
エ
ス
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
さ
き
に
行
っ
た

と
思
っ
た
両
親
は
一
日
分
の
道
の
り
を
行
っ
た
が
見
つ
か
ら
ず
、
都
に
引
き

返
し
た
。
三
日
の
後
、
イ
エ
ス
が
神
殿
で
学
者
た
ち
に
質
問
し
た
り
し
て
い

た
〔
＝
「
自
分
の
父
の
家
」
の
側
面
〕
の
を
見
つ
け
、
両
親
は
驚
き
、
母
は

言
っ
た
「
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
く
れ
た
の
で
す
か
。
心
配
し
て
探
し
て

い
た
の
で
す
」

　

す
る
と
、
イ
エ
ス
は
言
っ
た
。

　

「
ど
う
し
て
わ
た
し
を
捜
し
た
の
で
す
か
。
わ
た
し
が
自
分
の
父
の
家
に

い
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
い
う
こ
と
を
、
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
」

　

し
か
し
両
親
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
イ
エ
ス
は
一
緒
に
都
を
下
っ
て
行
き
、
ナ
ザ
レ
に
帰
り
、
両
親

に
仕
え
て
暮
ら
し
た
。

　

母
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
す
べ
て
心
に
納
め
て
い
た
。

　

イ
エ
ス
は
当
初
ま
だ
全
く
両
親
に
導
か
れ
て
都
に
上
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ

に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
そ
の
箇
所
で
、
見
あ
た
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
両
親
に

不
安
と
狼
狽
を
も
た
ら
す
。
彼
は
両
親
が
知
ら
な
い
間
に
、
両
親
の
意
思
に
反
し

て
宮
に
と
ど
ま
る
。
何
の
た
め
か
。
旧
約
聖
書
的
な
意
味
で
の
、
子
ど
も
と
し
て

な
す
べ
き
聞
く
こ
と
と
、
問
う
こ
と
と
を
、
自
然
的
な
両
親
の
も
と
に
お
い
て
で

は
な
く
、
よ
そ
の
教
師
た
ち
の
間
で
続
け
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
体
、
あ

の
「
父
母
を
敬
え
」（
第
五
戒
）
は
ど
こ
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
エ
ス

が
こ
の
戒
を
守
ろ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
身
体
的
な
父
母
な
し
に
、
父
母
の
意
に

反
し
て
で
あ
る
。
両
親
の
心
配
と
苦
情
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
父
母
の

意
に
反
し
て
、父
母
を
敬
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
よ
う
か
。
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。「
少

年
」
の
答
え
は
、
そ
れ
を
肯
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
し
当
た
っ
て
先
ず
、
両
親
が
命
じ
る
と
い
う
仲
介
を
通
し
て
聞
い
た
神
の
戒

め
自
身
が
、
両
親
が
命
じ
る
こ
と
に
逆
ら
っ
て
、
形
態
を
と
り
、
力
を
発
揮
す
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
形
態
の
な
か
で
、
父
母
を
そ
の
意
に
反
し
て
敬
う
こ
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と
が
、
単
に
許
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
両
親
は
、
祭
り

の
雑
踏
の
な
か
で
迷
子
に
な
っ
た
子
ど
も
を
捜
す
よ
う
な
具
合
に
、
イ
エ
ス
を
探

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。「
自
分
の
父
の
家
」
＝
源
泉
に
留
ま
る
イ
エ
ス
の
必

然
性
を
、
両
親
は
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、「
そ
の
言
葉
を
悟
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
」。ど
う
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
は
突
然
、彼
の
特
別
の
父
で
あ
り
、

そ
の
神
殿
は
今
や
彼
の
特
別
な
父
の
家
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
父
（
神
）
は
自

分
の
息
子
と
そ
の
両
親
と
し
て
の
彼
ら
の
間
に
、
割
っ
て
入
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
彼
は
、
第
一
の
戒
め
を
通
し
て
単
純
に
そ
の
ま
ま
、
家

長
制
度
的
な
意
味
で
、
第
五
の
戒
め
を
守
る
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
か
れ
を
、
自
分
の
両
親
に
負
う
服
従
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
よ
う
に

見
え
る
新
し
い
こ
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　

こ
の
謎
は
、
第
五
の
戒
め
の
父
権
制
度
的
な
、
も
し
く
は
母
権
制
度
的
な
把
握

の
仕
方
と
解
釈
に
と
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
バ
ル
ト
は
い
う
。

　

聖
書
の
結
論
部
分
に
出
て
く
る
「
イ
エ
ス
は
両
親
と
一
緒
に
都
を
下
っ
て
彼
ら

に
仕
え
た
」
は
、
も
は
や
両
親
へ
の
不
服
従
か
ら
服
従
へ
と
、
今
一
度
ふ
た
た

び
戻
る
こ
と
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
は
両
親
を
、
両
親
な
し
に
、
そ
の
意
に
逆
ら
っ

て
、
敬
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
に
対
し
て
負
う
服
従
は
、
そ
こ
で
人
間
が
要
求
す

る
こ
と
と
衝
突
す
る
か
も
し
れ
な
い
場
合
で
も
、
実
は
神
へ
の
服
従
の
な
か
に
含

ま
れ
て
い
る
。（
使
徒
言
行
録
五
の
二
九
で
も
、
人
間
に
従
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
は
な
く
、

人
間
よ
り
は
神
に
従
う
べ
き
と
言
わ
れ
て
い
る
）

　

子
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
（
五
）
戒
は
、
子
か
ら
見
て
親
が
神
の
方
に
向
か
っ
て

の
視
線
の
向
き
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
く
る
。
キ
リ
ス

ト
教
的
な
人
生
の
認
識
枠
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
倫
理
学
に
と
り
、
こ
の
戒
め
の
限

界
づ
け
（B

egrenzung

）
が
、
戒
め
の
積
極
的
な
規
定
を
指
し
示
す
。

　

神
が
父
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
人
間
が
神
の
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
前
の
旧
約
聖
書
で
は
、
具
体
的
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
と

神
と
の
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
個
々
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
と
っ
て
は
間
接
的
な
意

味
し
か
持
た
な
い
。
そ
れ
は
、
両
親
の
現
実
存
在
の
傍
ら
に
独
立
的
に
立
っ
て
い

る
事
実
で
は
な
く
、
両
親
の
存
在
を
通
し
て
認
識
可
能
で
あ
り
、
子
が
神
を
敬
う

こ
と
は
自
分
の
両
親
を
敬
う
こ
と
と
実
際
上
、
一
致
す
る
結
果
を
も
つ
。
だ
か

ら
、
第
五
の
戒
め
が
第
一
の
戒
め
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
起

こ
り
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
新
約
段
階
に
な
る
と
、
事
情
が
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、

具
体
的
に
、
ま
ず
神
と
一
人
の
人
間
イ
エ
ス
の
間
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
人
格

の
現
実
に
基
づ
き
、
神
と
教
会
の
個
々
の
会
員
間
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
の
関
係

は
、
人
間
的
な
両
親
の
存
在
の
傍
ら
に
あ
る
独
立
的
な
事
実
と
な
り
、
背
景
か
ら

前
面
に
出
て
き
て
、
力
強
く
傍
ら
に
た
つ
。
第
五
の
戒
め
が
第
一
の
戒
め
に
よ
る

基
礎
付
け
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
り
、
特
別
の
形
態
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た

間
に
、
今
や
両
親
の
権
威
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
つ
、
疑
義
の
な
い
権
威
（fraglose 

A
utorität P. 278

）
で
は
あ
り
得
な
く
な
る
。
こ
の
と
き
両
親
の
権
威
は
、
権
威

で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
初
め
て
明
る
い

光
の
な
か
で
照
ら
さ
れ
、
神
の
権
威
の
な
か
で
の
基
礎
付
け
に
照
ら
し
て
計
ら
れ

る
（gem

essen

）。

　

こ
の
こ
と
は
両
親
を
敬
う
こ
と
が
な
く
な
る
の
で
な
く
、
い
よ
い
よ
要
求

さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
由
な
、
区
別
づ
け
ら
れ
た
決
断differenzierte 

E
ntscheidung

〔
霊
的
決
断
〕
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
両
親
の
権
威
が
、

霊
的
な
力
の
権
威
で
あ
る
こ
と
、
両
親
に
負
う
服
従
は
霊
的
な
行
為
と
態
度
の
取

り
方
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
な
も
の
、
有
効
な

も
の
と
な
っ
た
、
と
説
く
。
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）

　

第
五
戒
は
、
い
か
な
る
本
能
（N

aturtrieben

）
か
ら
も
社
会
的
慣
習
・
協
定

（K
onventionen

）
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
。
年
長
者
が
支
配
権
を
保
持
し
て
い

る
こ
と
が
賢
明
な
社
会
学
的
規
則
だ
と
し
て
も
、
こ
の
規
則
そ
の
も
の
は
決
し
て

神
の
戒
め
（G

ottesgebot

）
で
は
な
い
。
第
一
戒
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
、

新
約
聖
書
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
に
理
解
さ
れ
た
第
五
戒
で
あ
る
と
き
、
す
べ
て
の

自
然
的
衝
動
や
社
会
的
因
習
に
依
存
し
な
い
神
の
戒
め
と
な
り
う
る
。
バ
ル
ト
が

新
約
的
理
解
を
強
調
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
旧
約
に
お
け
る
預
言
者

か
ら
新
約
へ
至
る
系
譜
全
体
に
み
ら
れ
、
一
般
的
に
い
え
ば
超
越
的
神
意
の
高
揚

す
る
と
こ
ろ
で
は
、
世
俗
的
慣
習
は
相
対
化
さ
れ
る
。
神
が
、
彼
の
親
と
は
異

な
っ
た
一
つ
の
独
立
し
た
形
姿
を
と
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
子
は
自
分
の
親
よ
り

も
多
く
神
に
聴
き
従
う
と
い
う
関
係
の
な
か
で
、
親
に
聴
き
従
う
こ
と
を
学
ぶ
、

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
が
神
に
向
か
う
視
線
の
向
き
の

中
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
神
が
親
の
背
後
に
隠
れ
て

溶
け
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　

年
少
の
幼
い
子
に
と
っ
て
、
親
を
敬
う
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
成
長
の
移
行
段
階
で
は
、
親
と
の
関
係
で
服
従
と
自
由
な
服
従
の
間
に
均

衡
が
保
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
親
の
権
威
と
は
、
伝
承
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
秩

序
、
上
位
・
下
位
の
秩
序
、
家
族
的
な
階
級
制
度
に
刷
り
込
む
こ
と
で
は
な
い
。

　

こ
の
思
想
が
近
代
倫
理
を
準
備
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
な
い
し
は
逆
に
近
代
倫

理
が
こ
の
把
握
を
い
っ
そ
う
推
進
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
親
の

権
威
」
を
は
る
か
に
超
え
た
神
の
権
威
が
、
前
者
お
よ
び
そ
れ
に
連
な
る
一
切
の

世
俗
の
諸
権
威
・
諸
権
力
を
相
対
化
し
て
い
く
装
置
が
極
め
て
有
効
に
働
い
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

親
は
子
を
教
育
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
然
り
。
で
は
何
に
向
か
っ
て
教
育
す
る

の
か
。「
ま
だnoch

」
必
要
な
他
律
（H

eteronom
ie

）
と
同
時
に
、
既
に
こ
こ

で
ま
た
自
律
（A

utonom
ie

）、
即
ち
、
よ
り
高
い
権
威
に
対
す
る
責
任
、
自
分

の
道
を
歩
む
こ
と
が
準
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ま
だ
」
か
ら
「
す
で
に

schon

」
へ
の
移
行
、
他
律
か
ら
自
律
的
行
動
へ
の
成
長
に
と
っ
て
も
、
子
ど
も

を
「
は
め
込
む
こ
とE

infügung

〔
挿
入
・
注
入
〕」
へ
の
批
判
、
自
主
独
立
的

に
す
る
こ
と
に
と
っ
て
も
、
第
一
の
戒
め
と
第
五
の
戒
め
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

は
、―

最
終
的
に
は
た
だ
神
自
身
が
権
威
で
あ
る
と
の
ド
グ
マ
の
も
と
に
で

は
あ
る
が
、―

こ
の
概
念
装
置
が
近
代
倫
理
を
準
備
し
、
そ
の
前
提
要
件
を

形
成
し
て
い
く
の
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
点
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

聖
書
の
解
説
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
こ
こ
で
用
い
た
バ
ル
ト
『
教
会
教
義
学
』

は
、
新
約
視
点
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
多
分
に
近
代
倫
理
を
指
向
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
、
近
代
倫
理
の
重
要
な
前
提
要
件
が
，
遙
か
に
旧

新
約
の
記
録
に
そ
の
源
流
を
見
い
だ
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
て
、
本
稿
に
と
っ

て
好
都
合
、
か
つ
有
益
で
あ
る
。

　

子
の
青
春
時
代
が
終
わ
る
と
き
、「
人
は
父
母
を
離
れ
て

0

0

0

0

そ
の
妻
と
結
ば
れ
、

二
人
は
一
体
と
な
る
（
べ
し
）」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
九
章
五
節
）。
子
ど
も
が
成

人
す
る
と
イ
エ
（
家
族
）
は
、《
解
体
》
す
る
。
親
夫
婦
の
年
長
家
族
と
、
結
婚

し
て
自
立
し
た
若
い
家
族
と
が
、
平
等
に
《
横
に
》
並
列
さ
れ
る
。「
市
民
社
会
」

の
誕
生
で
あ
る
。
の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
（『
法
の
哲
学

）
20
（

』
が
、「
市
民
社
会
」
を
「
家

族
」
の
止
揚
と
し
て
位
置
づ
け
た
そ
の
原
型
が
、
こ
こ
に
出
て
い
る
。

　

『
法
の
哲
学
』
は
「
家
族
の
解
体（die A

uflösung der Fam
ilie

）」に
つ
い
て
、

人
倫
的
（
倫
理
的sittlich

）
解
体
と
自
然
的
（natürlich

）
解
体
と
を
挙
げ
て
い

る
。
後
者
は
両
親
（
と
く
に
男
親
）
の
死
に
よ
る
も
の
で
、
資
産
に
か
ん
す
る
相
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続
問
題
、
遺
言
の
権
利
が
発
生
す
る
。
前
者
の
人
倫
的
解
体
が
当
該
の
ケ
ー
ス
で

あ
る
。
成
年
に
達
し
た
子
ど
も
が
法
的
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
、
す
な
わ

ち
自
己
自
身
の
所
有
を
も
つ
資
格
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
自
分
の
家
族
を
形

成
す
る
資
格
を
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
（

177

）。
人
格
性
原
理
に
よ
り
多
数

の
家
族
に
分
か
れ
て
い
く
が
、
そ
の
各
家
族
は
独
立
の
具
体
的
人
格
と
し
て
ふ
る

ま
い
、
相
互
に
外
面
的
に
ふ
る
ま
う
。
こ
こ
に
、
各
々
独
立
し
た
諸
家
族
の
関
係

し
合
う
場
と
し
て
「
市
民
社
会
」
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
理
解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
核
家
族
観
を
前
提
に
し
て
い

る
。
家
族
は
愛
を
基
礎
と
し
、
夫
婦
の
両
人
格
の
一
体
性
を
内
容
と
し
て
お
り
、

一
体
性
の
実
体
的
現
存
在
が
資
産
お
よ
び
子
ど
も
な
の
で
あ
る
。
戦
中
に
刊
行
さ

れ
た
金
子
武
蔵
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観

）
21
（

』
が
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
民
俗Sitte

の

地
盤
と
な
る
べ
き
実
体
的
共
同
体
は
な
い
」
と
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
は

英
米
や
ソ
連
と
異
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
実
体
的
基
盤
喪
失
に
苦
悶
す
る
（
ナ
チ

ス
）
ド
イ
ツ
と
も
異
な
っ
て
、「
人
倫
国
家
を
形
成
し
得
る
唯
一
の
国
家
」（
一
九
四
四

年
・
戦
中
版
四
九
七
頁
）
は
日
本
で
あ
る
と
、
日
本
帝
国
を
称
揚
し
て
い
た
ほ
ど
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
家
族
観
は
す
ぐ
れ
て「
近
代
的
」で
あ
っ
た
。（
と
こ
ろ
が
戦
後
の
一
九
五
〇
年
刊
・

同
書
二
刷
に
お
い
て
は
、
金
子
氏
の
評
価
は
一
八
〇
度
逆
転
し
、「
日
本
に
は
家
族
と
国
家
と
が
あ
る

だ
け
で
社
会
の
媒
介
が
欠
け
て
い
た
」（
戦
後
版
四
九
五
頁
）
と
、
一
言
の
断
り
書
き
も
な
し
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

書
き

変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
金
子
教
授
の
ご
存
命
中
に
、
拙
著
『
近
代
の
社
会
倫
理
思
想
』

一
七
二
～
一
七
三
頁
、
青
木
書
店
一
九
八
三
年
刊
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
）

　

有
機
体
的
と
い
わ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
比
較
し
て
さ
え
、
そ
の
家
族
観
は
、「
近

代
」
日
本
に
お
け
る
わ
が
明
治
民
法
（
一
八
九
八
～
一
九
四
五
年
）
に
い
う
、「
妻
ハ

婚
姻
ニ
ヨ
リ
テ
夫
ノ
家
ニ
入
ル

0

0

0

」（
七
八
八
条
）
と

）
22
（

、
完
全
に
対
照
的
で
あ
る
。

　

バ
ル
ト
の
以
下
の
コ
メ
ン
ト
も
、
我
が
国
の
実
情
に
照
ら
し
て
看
過
で
き
な

い
。
親
は
子
に
機
会
を
提
供
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
し
て
や
子
ど
も
を
「
幸
福

に
」
す
る
と
か
、「
有
能
な
人
間
」
に
す
る
と
か
、
更
に
、
み
心
に
か
な
う
キ
リ

ス
ト
者
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
子
ど
も
を
ど
う
い
う
も
の
に
も

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
制
限
さ
れ
た
親
の
権
利
」
が
あ
る
だ
け
で

あ
る
（
三
二
三
頁
、p. 318

―319

）。

　

戦
後
の
『
日
本
国
憲
法
』（
一
九
四
七
年
）
は
、「
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基

い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協

力
に
よ
り
、
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
二
十
四
条
第
一
項
）
と
改
正
さ
れ
た

が
、
果
た
し
て
そ
の
実
態
は
ど
こ
ま
で
浸
透
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
夫
婦
別
姓
へ

の
抵
抗
も
強
く
未
だ
に
法
改
正
が
で
き
な
い
で
い
る
。

　

他
方
、
韓
国
は
憲
法
で
は
「
婚
姻
と
家
族
生
活
で
は
両
性
平
等
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（
三
十
六
条
一
項
）
と
あ
る
の
に
、
戸
主
制
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
現
在

そ
れ
を
廃
止
す
る
民
法
改
正
案
が
国
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る

）
23
（

。

四
　

近
代
日
本
に
お
け
る
二
つ
の
家
族
観

　

こ
こ
で
、
近
代
日
本
の
対
照
的
な
二
つ
家
族
（
家
庭
）
観
を
並
べ
て
み
よ
う
。

（
一
）

　

井
上
哲
次
郎―

家
族
制
度
と
家
庭
主
義―

　

「
人
に
依
っ
て
は
、
西
洋
人
が
家
庭
（
ホ
ー
ム
）
を
大
事
に
す
る
の
を
見
て
、

そ
れ
を
家
族
制
度
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
大
変
な
間
違
で
あ
る
。
家

庭
を
大
事
に
す
る
事
の
結
構
な
こ
と
は
言
ふ
迄
も
無
い
が
、
家
庭
が
必
ず
し
も
家

族
制
度
で
あ
る
と
云
ふ
訳
で
は
無
い
。
そ
れ
は
家
庭
主
義
と
か
、
何
と
か
い
ふ
名

を
附
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、家
族
主
義
で
は
無
い
。
家
族
制
度
と
い
ふ
も
の
は
、
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法
律
上
、
必
ず
一
家
の
家
長
と
い
ふ
も
の
を
立
て
て
、
そ
れ
が
先
祖
を
代
表
し
、

一
家
を
統
率
し
て
行
く
組
織
で
無
く
て
は
な
ら
ぬ
」（『
国
民
道
徳
概
論
』一
九
一
二
年
刊
、

二
一
一
頁
）。

　

「
家
族
制
度
は
、
一
家
族
を
一
団
体
と
み
る
団
体
主
義
に
基
づ
く
。
西
洋
で
は

家
族
制
度
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
滅
亡
と
と
も
に
潰
れ
、
個
人
主
義
が
興
っ
て
き
た
。

こ
の
個
人
主
義
思
想
を
助
成
し
た
の
が
耶
蘇
教
で
あ
る
。
神
の
下
に
人
類
を
平
等

に
み
て
、
個
人
本
位
の
精
神
を
拡
げ
る
か
ら
、
権
利
の
主
張
と
も
結
び
つ
く
。
個

人
主
義
が
西
洋
文
明
と
共
に
日
本
に
入
っ
て
来
て
、
団
体
主
義
に
も
と
づ
く
家
族

制
度
に
影
響
し
て
き
て
い
る
」（
同
、
二
三
〇
頁
）。

（
二
）

　

内
村
鑑
三

　

「
世
に
欲ほ

し
き
も
の
と
て
幸
福
な
る
家ホ

ー

ム庭
の
如
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
是
れ
は
地

上
の
楽
園
で
あ
り
ま
す
。」
家
族
は
肉
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
家
庭
は
霊
魂
で

あ
り
、「
神
よ
り
愛
を
受
け
た
者
が
其
愛
を
相
互
に
交
換
す
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。

「
自
由
な
る
愛
の
な
い
所
に
幸
福
な
る
家
庭
は
」
な
く
、「
東
洋
流
の
道
徳
を
以
て

し
て
は
愛
」
は
起
こ
ら
な
い
（
「
家
庭
の
幸
福
」
一
九
〇
三
年
、
『
内
村
鑑
三
全
集
』一
一
巻
）

　

井
上
は
、
古
来
、
団
体
主
義
と
し
て
の
家
族
制
度
を
「
立
派
に
統
一
的
に
発

達
」
さ
せ
て
き
た
日
本
に
、
近
代
文
明
と
と
も
に
個
人
主
義
が
入
っ
て
来
て
、
家

族
制
度
を
壊
し
、「
社
会
の
秩
序
を
顧
み
ず
、
極
端
な
個
人
主
義
が
こ
の
間
出
た

逆
徒
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
」
と
な
る
の
を
危
惧
し
て
い
る
。

　

ち
ょ
う
ど
一
九
一
〇
年
五
月
か
ら
大
逆
事
件
の
逮
捕
が
開
始
さ
れ
、
八
月
に
朝

鮮
「
併
合
」
＝
植
民
地
化
と
な
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
対
応
し
て
、
一
二
月
に
文

部
省
講
習
会
で
井
上
哲
次
郎
の
「
国
民
道
徳
の
大
意
」
な
ど
が
講
述
さ
れ
、『
国

民
道
徳
概
論
』
一
九
一
二
年
刊
と
な
る
。
国
民
道
徳
論
の
社
会
的
背
景
に
は
、
西

洋
文
明
に
は
無
政
府
主
義
な
ん
と
言
ふ
不
健
全
な
思
想
が
主
張
さ
れ
、
凶
悪
な
る

謀
を
し
処
刑
さ
れ
た
者
が
あ
る
位
で
あ
る
（
「
大
意
」
二
〇
頁
）
と
か
、
有
毒
な
る

思
想
も
輸
入
さ
れ
「
本
年
処
刑
さ
れ
ま
し
た
逆
徒
の
や
う
な
危
険
な
る
思
想
を
抱

く
者
も
あ
り
」（
『
概
論
』
一
〇
頁
）
と
か
名
指
し
で
言
及
さ
れ
て
い
る
危
機
感
が
あ
っ

た
。

　

家
族
制
度
に
依
拠
し
た
彼
ら
の
国
民
道
徳
論
は
、
明
治
末
年
に
お
け
る
体
制
側

の
か
か
る
危
機
意
識
の
産
物
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
戦
中
の
和
辻
哲
郎
も
そ
の
枠

内
に
あ
り
、
戦
後
六
十
年
近
い
最
近
で
も
、
そ
の
系
譜
に
つ
な
が
る
再
版
は
あ
と

を
絶
た
な
い
（
西
部
邁
『
国
民
の
道
徳
』
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
、
文
部
科
学
省
『
心
の
ノ
ー
ト
』

二
〇
〇
二
年
四
月
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
含
め
て
筆
者
は
、
近
代
倫
理
の
「
屈
折
」

と
呼
ん
だ
（
『
日
本
に
お
け
る
近
代
倫
理
の
屈
折
』
未
來
社
二
〇
〇
二
年
一
月
）。

　

こ
の
井
上
の
対
極
に
位
置
す
る
の
が
内
村
で
あ
る
が
、
家
族
観
に
関
し
て
内
村

を
挙
げ
る
の
は
不
適
切
か
も
知
れ
な
い
。
内
村
は
個
人
主
義
の
立
場
を
と
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
基
礎
を
個
人
で
は
な
く
家
族
に
お
く
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
内
村
の
家
族
観
は
、
極
端
な
近
代
的
典
型―

非
情
な
（im

personal

）

隣
人
愛
を
説
く
正
統
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム―

で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
格
的
な

（personal

）
関
係
を
重
視
す
る
、
ル
タ
ー
の
家
父
長
制
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
家

族
を
良
し
と
し
、
到
底
現
今
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
指
弾
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
時
代
的
制
約
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
東
洋
流
の
道
徳
で
は
起
り
え

ぬ
自
由
な
る
愛
の
共
同
体
、
労
働
の
日
々
を
目
的
と
す
る
「
家
庭
」
を
指
し
て
い

る
。
そ
の
さ
い
、
そ
れ
が
「
神
よ
り
受
け
た
愛
を
相
互
交
換
す
る
」
霊
的
共
同
体

と
す
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
あ
の
「
神
と
我
と
の
寂
寥
の
世
界
」
を
破
壊
す
る
も

の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
家
族
を
国
家
な
ど
へ
無
原
則
に
同
心
円
拡
大
さ
せ
る
道

は
原
理
的
に
遮
断
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、
超
越
的
な
神
か
ら
の
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保
証
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
を
も
つ
把
握
が
日
本

社
会
に
浸
透
す
る
可
能
性
は
乏
し
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
当
時
は
、
こ
の
よ

う
な
超
越
的
支
え
な
し
に
、
近
代
的
家
庭
を
妥
協
な
く
定
着
さ
せ
る
思
想
は
、
存

立
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

＊ 
「
魔
術
の
園Zaubergarten

」
に
包
ま
れ
た
現
実
の
慣
習
支
配
（
血
統
・
祖
先
の
連

続
世
界
）
を
超
越
・
断
絶
さ
せ
る
装
置
が―

超
越
神
信
仰
で
な
く
と
も―

必
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
日
本
の
精
神
的
風
土
の
ど
こ
に
求
め
う
る
か
は
難
問
中
の
難
問

で
あ
る
。

　

 

和
辻
哲
郎
『
日
本
の
臣
道
』（
一
九
四
四
年
刊
、『
全
集
一
四
巻
』）
で
は
、「
絶
対
者

に
か
か
わ
る
道
は
、
た
だ
人
倫
的
な
る
も
の
、
特
に
国
家
を
通
じ
て
の
み
、
真
に
具

体
的
に
実
現
せ
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
世
界
宗
教
が
個
人
の
立
場
か
ら
直
接
に
絶
対
者

に
行
き
得
る
か
の
ご
と
く
に
説
い
て
い
る
の
は
単
な
る
見
せ
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
そ

れ
ら
は
実
は
国
家
の
代
用
物
と
し
て
僧
伽
と
か
教
会
と
か
の
ご
と
き
人
倫
的
組
織
を

用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
代
用
物
を
権
威
づ
け
る
た
め
に
国
家
の
神
聖

性
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
」（
三
〇
八
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
っ
た

く
逆
様
で
あ
る
。

　

 

こ
の
よ
う
な
日
本
的
環
境
の
な
か
で
人
（
＝
現
代
人
）
は
ど
こ
で
〈
超
越
〉
と
出
会

う
か
を
テ
ー
マ
と
し
た
の
が
、
関
根
清
三
氏
の
前
掲
大
著
お
よ
び
『
倫
理
の
探
索
』

（
中
公
新
書
二
〇
〇
二
年
）
で
あ
る
。

　

 

家
族
や
国
家
を
越
え
た
価
値
、「
見
え
ざ
る
権
威
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚

）
24
（

」

の
獲
得
が
困
難
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
反
省
的
道
徳
（reflective M

orarity

）

へ
転
化
で
き
て
い
な
い
慣
習
道
徳
（C

ustom
ary, J. D

ew
ey

）
の
域
内
に
依
然
と
ど

ま
り
続
け
て
い
る
の
か
と
、
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
（
霊
と
肉
の
対
比
）
に
立
っ
て
家
族
制
度
を
批
判

す
る
か
ら
、
井
上
か
ら
す
れ
ば
内
村
も
近
代
個
人
主
義
と
重
な
っ
て
見
え
る
に
違

い
な
い
。

＊ 

か
つ
て
筆
者
は
こ
の
両
者
に
代
表
さ
れ
る
人
間
観
を
、
整
数
人
間
と
分
数
人
間
と
し

て
対
照
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
整
数
（
自
然
人
）
と
分
数
（
社

会
人
）
か
ら
の
、
転
借
用
で
あ
る
（
堀
『
日
本
に
お
け
る
近
代
倫
理
の
屈
折
』）。

　

井
上
の
家
族
論
＝
国
民
道
徳
論
は
、
裏
側
か
ら
読
む
と
、
近
代
倫
理
批
判
の
要

点
を
摘
出
し
た
典
型
的
代
表
と
な
る
か
ら
、
近
代
倫
理
（
学
）
成
立
の
要
件
を
問

う
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
め
て
役
に
立
つ
。
日
本
で
は
「
太
古
の
時
代
か
ら
家
族

制
度
で
来
て
居
る
」
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
滅
亡
と
と
も
に
、
家

族
制
度
は
つ
ぶ
れ
個
人
主
義
に
な
っ
た
。
民
族
移
動
に
よ
っ
て
各
人
種
が
侵
入

し
、
祖
先
・
子
孫
の
系
統
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
思
想

が
人
格
尊
厳
の
念
を
生
み
、
個
人
本
位
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
先
崇
拝
と

い
う
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
唯
一
神
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
実
に
的
確
に
述
べ
て

い
る
（
『
国
民
道
徳
の
大
意
』
一
九
一
〇
年
、
一
四
六
頁
）。

　

そ
れ
で
は
西
欧
世
界
に
お
い
て
、
旧
約
・
新
約
の
世
界
か
ら
直
ち
に
近
代
的

な
（
核
）
家
族
観
が
生
ま
れ
た
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
否
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

十
七
世
紀
の
英
国
に
お
け
る
名
誉
革
命
期
に
至
っ
て
な
お
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が

王
政
復
古
の
政
治
状
況
に
促
さ
れ
て
、
全
力
で
神
権
説
と
苦
闘
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
判
る
。
そ
れ
で
も
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
B
・
ラ
ッ
セ

ル
は
、
そ
の
『
西
洋
哲
学
史
』（
戦
中
の
執
筆
で
一
九
四
五
年
刊
）
ロ
ッ
ク
の
章

で
、
十
七
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
英
国
人
は
お
か
し
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
も
の
だ

と
、す
っ
か
り
克
服
で
き
た
大
昔
の
こ
と
と
し
て
笑
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
も
、
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近代倫理学生誕への道（四）

（
一
八

）

未
だ
に
「
フ
ィ
ル
マ
ー
の
言
説
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
説
」―

た
だ
し
、
こ

れ
は
万
世
一
系
の
神
権
天
皇
制
を
指
す
が
、
両
者
の
間
に
は
実
は
大
き
な
隔
た
り

が
あ
る
。―

を
国
民
教
育
で
教
え
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
た
当
時
の「
近
代
」

日
本
を
引
き
合
い
に
出
し
て
の
叙
述
で
あ
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
今
日
の

ラ
ッ
セ
ル
な
ら
、
現
今
の
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
を
何
と
書
く
だ
ろ
う
か
。
本
質
的
に

は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
側
面
が
目
立
つ
昨
今
で
あ
る
。

　

戦
後
日
本
は
「
イ
エ
（
家
族
共
同
体
）」
を
法
制
度
と
し
て
は
廃
止
し
た
が
、

象
徴
天
皇
制
の
も
と
、
生
活
世
界
や
観
念
世
界
で
は
依
然
そ
の
影
響
下
か
ら
脱
出

し
え
て
い
な
い
事
実
を
目
撃
し
て
い
る
。
近
代
倫
理
の
成
立
条
件
が
熟
し
切
っ
て

い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

註（
1
）

　

中
村
元
『
東
洋
人
の
思
惟
方
法
』
3
、
二
二
一
頁
、
春
秋
社
一
九
六
二
年
。

（
2
）

　

中
山
そ
み
「
横
井
つ
せ
子
と
寿
賀―

幕
末
か
ら
明
治
に
生
き
た
女
た
ち―

」（
家

族
史
研
究
会
編
『
近
代
熊
本
の
女
た
ち
（
上
）』
熊
本
日
日
新
聞
、
一
九
八
一
年
一
〇

月
）、
三
六
頁
。

（
3
）

　

徳
富
健
次
郎
著
『
蘆
花
全
集
』
第
十
五
巻
、『
竹
崎
順
子
』（
大
正
十
二
年
初
版
）

一
五
〇
頁
、
新
潮
社
内
・
蘆
花
全
集
刊
行
会
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）。

（
4
）

　

内
村
鑑
三
「
キ
リ
ス
ト
伝
研
究
」
一
九
二
二
年
一
二
月
、『
全
集
』
第
二
七
巻
、
岩
波

書
店
一
九
八
三
年
。

（
5
）

　

和
辻
哲
郎
『
倫
理
学
』「
人
倫
的
組
織
・
家
族
」、『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
四
〇
三
頁
、

岩
波
書
店
一
九
六
二
年
。

（
6
）

　

佐
藤
康
邦
「
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
間
柄
と
全
体
」、
加
藤
尚
武
編
『
他
者
を
負
わ
さ

れ
た
自
我
知
』
晃
洋
書
房
二
〇
〇
三
年
。

（
7
）

　

堀
孝
彦
『
日
本
に
お
け
る
近
代
倫
理
の
屈
折
』
未
來
社
二
〇
〇
二
年
。

（
8
）

　

バ
ル
ト
『
教
会
教
義
学
・
創
造
論
』（K

A
R

L
 B

A
R

T
H

, D
IE

 L
E

H
R

E
 V

O
N

 D
E

R
 

SC
H

Ö
P

F
U

N
G

） IV
/2 ZÜ

R
IC

H
 1957

吉
永
正
義
訳
『
創
造
論
Ⅳ
／
2
、
親
と
子
』
新

教
出
版
社
一
九
八
〇
年
。

（
9
）

　

関
根
清
三
『
旧
約
に
お
け
る
超
越
と
象
徴
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
四
年
。

（
10
）

　

藤
田
省
三
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
精
神
の
一
側
面―

近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る

普
遍
者
の
形
成
と
そ
の
崩
壊―

」
一
九
五
九
年
初
出
、
六
七
年
補
正
、『
維
新
の
精

神
』、『
藤
田
省
三
著
作
集
』
第
四
巻
、
み
す
ず
書
房
。

（
11
）

　

内
村
鑑
三
「
寂
寥
の
快
楽
」
一
九
〇
五
年
、『
全
集
』
第
一
三
巻
。

（
12
）

　

ル
タ
ー
「
十
戒
の
要
約
ほ
か
」（
一
五
二
〇
年
、W

A
. B

d. Ⅶ
, 1897 S. 204

―229

）

に
は
、
こ
う
あ
る
。

　
　

「
モ
ー
セ
の
、
第
二
の
左
側
の
板
は
、
次
の
七
つ
の
戒
め
を
含
ん
で
お
り
、
…
…
、
そ
の

第
一
〔
こ
こ
で
は
第
四
戒
〕
は
、
神
に
代
わ
っ
て
座
す
る
す
べ
て
の
権
威
、
す
な
わ
ち

父
や
母
、
世
俗
的
な
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
主
人
に
対
し
て
人
は
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
か
を
教
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
戒
め
は
、
他
の
戒
め
に
さ
き
だ
ち
、
神
ご
自

身
に
か
か
わ
る
最
初
の
三
つ
の
戒
め
に
直
結
す
る
。
そ
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
父
と
母
を
敬
え
」

　
　

『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
、
第
二
巻
、
四
三
八
頁
。
ル
タ
ー
著
作
集
編
集
委
員
会
（
委

員
長
・
岸
千
年
）
編
、
聖
文
舎
一
九
六
三
年
。

（
13
）

　

ナ
チ
ス
宗
教
政
策
に
対
す
る
、
日
本
に
お
け
る
同
時
代
で
の
批
判
と
し
て
は
、
堀
豊

彦
「
ナ
チ
ス
全
体
主
義
国
家
の
理
念
と
ド
イ
ツ
基
督
教
会
」
一
九
三
七
年
（『
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
抵
抗
権
』
東
大
出
版
会
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。
宮
田
光
雄
編
著
『
ド
イ
ツ
教

会
闘
争
の
研
究
』（
創
文
社
一
九
八
六
年
）、
同
著
『
権
威
と
服
従―

近
代
日
本
に
お

け
る
ロ
マ
書
十
三
章―

』（
新
教
出
版
社
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
で
高
い
評
価
を
得
て
い

る
（
そ
の
後
の
『
国
家
と
宗
教
』
四
五
五
頁
、
二
〇
一
〇
年
、
岩
波
書
店
も
参
照
）。

　
　

こ
の
よ
う
な
批
判
が
神
学
・
哲
学
分
野
で
な
く
、
小
野
塚
喜
平
次
・
吉
野
作
造
門
下
の

政
治
学
者
に
よ
っ
て
逸
早
く
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
者
が
内
面

の
自
由
と
か
政
教
分
離
な
ど
に
対
し
て
敏
感
な
反
応
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
が
、「
当
時
、
す
べ
て
の
政
治
学
者
か
ら
〔
こ
の
よ
う
な
明
快
な
批
判
的

姿
勢
が
〕
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
（
宮
田
前
掲
著
、
二
三
一
頁
）。
そ
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（
一
九

）

う
だ
と
し
て
も
国
家
主
義
的
な
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
を
紹
介
し
つ
つ
、「
絶
対
他
者
の
立
場
に

お
け
る
人
間
〔
＝
人
間
関
係
・
間
柄
〕
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
を
確
認
し
た
当
時
の

倫
理
学
者
の
及
ば
な
い
問
題
意
識
で
あ
っ
た
ろ
う
（
和
辻
哲
郎
「
弁
証
法
的
神
学
と
国

家
の
倫
理
」
一
九
三
四
年
、『
全
集
』
第
九
巻
参
照
）。

（
14
）

　

住
谷
一
彦
『
比
較
社
会
学
』
三
和
書
房
、
一
四
頁
。

（
15
）

　

住
谷
一
彦
『
共
同
体
の
史
的
構
造
論
』、
九
二
～
九
八
頁
、
有
斐
閣
一
九
六
三
年
。

（
16
）

　

内
田
芳
明
『
マ
ッ
ク
ス
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
古
代
史
研
究
』、
四
六
～
五
〇
頁
、
岩
波
書
店

一
九
七
〇
年
。

（
17
）

　

ア
ジ
ア
的
基
本
共
同
体
に
お
け
る
血
縁
的
構
成
を
弛
緩
さ
せ
、
戦
う
農
民
の
共
同
体

へ
再
編
成
さ
せ
る
に
至
る
事
情
と
し
て
、W

eber

やM
arx

は
、「
移
動
」
と
戦
争
を
重

要
な
契
機
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
住
谷
一
彦
『
共
同
体
の
史
的
構
造
論
』
九
五
頁
）。

（
18
）

　

竹
内
芳
郎
『
意
味
へ
の
渇
き
』
筑
摩
書
房
一
九
八
八
年
。
日
本
で
は
、
国
家
宗
教
が

大
幅
に
原
始
宗
教
を
抱
き
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
、
あ
と
で
移
入
さ
れ
た
普
遍
宗
教

は
、
原
始
宗
教
の
あ
る
側
面
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
対
決
す
べ
き
国
家

宗
教
の
方
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
包
摂
さ
れ
て
、
普
遍
宗
教
の
使
命
を
な
く
す
。

（
19
）

　

竹
内
芳
郎
『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
天
皇
教
の
現
在
』
筑
摩
書
房1989

（
20
）

　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
の
綱
要
（
も
し
く
は
自
然
法
と
国
家
学
の
要
綱
）』〔
略
『
法

の
哲
学
』〕
一
八
二
一
年
刊
、
C
人
倫
（
a
家
族
、
b
市
民
社
会
、
c
国
家
）

（
21
）

　

金
子
武
蔵
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
』
岩
波
書
店

　
　

（
一
刷
・
戦
中
版
一
九
四
四
年
、
二
刷
・
戦
後
版
一
九
五
〇
年
）。

（
22
）

　

和
辻
倫
理
学
で
は
（『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
四
一
一
～
四
三
四
頁
）、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
考
え
に
お
い
て
は
「
夫
婦
の
愛
の
み
が
あ
っ
て
親
子
の
愛
は
存
し
な
い
」。
男

女
共
同
体
の
み
を
活
か
せ
、
父
母
子
共
同
体
や
兄
弟
共
同
体
の
人
倫
的
意
義
を
顧
み
な

い
家
族
観
は
、
家
族
の
人
倫
的
活
力
を
最
小
な
ら
し
め
、
人
倫
的
に
最
も
進
歩
し
た
も

の
、
あ
る
い
は
正
し
い
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。「
婚
姻
披
露
の
形
式
が
顕
著
に

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
婚
姻
は
夫
の
親
の
家
と
妻
の
親
の
家
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
」。

「
子
は
婚
姻
に
よ
っ
て
独
立
の
家
族
を
始
め
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
既
存
の
家
族
の

内
に
新
し
い
契
機
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
（
四
一
八
頁
）。「
家
族
は
超
個
人
的
な
場
面

で
あ
る
。
そ
れ
は
婚
姻
よ
り
も
先
に
す
で
に
存
し
、
夫
婦
の
死
を
超
え
て
さ
ら
に
存
続

す
る
。
か
か
る
家
族
は
…
…
血
縁
関
係
を
そ
の
重
大
な
契
機
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
四
二
〇
頁
）。

（
23
）

　

韓
国
の
戸
主
制
は
、
①
女
性
の
父
系
入
籍
原
理
、
②
戸
主
の
息
子
を
中
心
と
す
る
直

系
卑
属
優
先
承
認
、
③
父
姓
強
制
条
項
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
の
帝

国
日
本
の
植
民
地
時
代
に
日
本
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
韓
国
で
は
一
九
四
八
年
来
、

と
く
に
七
四
年
以
降
の
女
性
運
動
の
成
果
と
し
て
今
、
そ
の
廃
止
が
実
現
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
（
池
銀
姫
、
韓
国
女
性
大
臣
に
聞
く
「
戸
主
制
の
廃
止
で
家
族
・
男
女
の
関

係
が
変
わ
り
ま
す
」『
世
界
』
二
〇
〇
三
年
一
一
月
号
、
岩
波
書
店
）。

　
　

外
発
的
な
日
本
の
戦
後
憲
法
導
入
と
対
照
的
に
、
韓
国
で
は
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題

な
ど
と
も
に
、
内
発
的
民
主
化
運
動
の
展
開
の
な
か
で
戸
主
制
廃
止
へ
向
け
進
行
し
て

い
る
点
が
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
。

（
24
）

　

丸
山
眞
男
は
、
同
氏
の
論
文
「
幕
末
に
お
け
る
視
座
の
変
革―

佐
久
間
象
山
の
場

合
」
を
め
ぐ
る
社
会
人
と
の
対
談
で
、「
見
え
ざ
る
権
威
と
し
て
の
原
理
」
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
原
理
の
設
定
と
主
体
の
形
成
と
の
循
環
に
つ
い
て
「
私
の

考
え
で
は
原
理
の
設
定
が
先
行
す
る
ん
で
す
。
…
…
も
し
経
験
的
現
実
と
し
て
目
に
映

る
世
界
が
す
べ
て
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
こ
え
た
目
に
見
え
な
い
権
威―

神

で
あ
っ
て
も
理
性
で
あ
っ
て
も
「
主
義
」
で
あ
っ
て
も
い
い
、
と
に
か
く
見
え
ざ
る
権

威
に
よ
っ
て
自
分
が
し
ば
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
な
く
な
っ
た
ら
、
結
局
は
見
え

る
権
威
に―

こ
れ
ま
た
政
治
権
力
で
あ
ろ
う
と
、
世
論
で
あ
ろ
う
と
、
評
判
で
あ
ろ

う
と―

ひ
き
ず
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
私
の
非
合
理
的
な
確
信
な
ん
で
す
。
…
…
聖

書
の
「
人
に
し
た
が
わ
ん
よ
り
は
神
に
従
え
」〔
使
徒
言
行
録
5
の
29
〕
と
か
、西
郷
〔
隆

盛
〕
の
「
人
を
相
手
と
せ
ず
天
を
相
手
と
せ
よ
」
と
か―

信
仰
内
容
は
ち
が
っ
て
も
、

精
神
の
志
向
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
佐
久
間
象
山
の
「
天
道
」
の
普

遍
性
の
信
仰
に
も
そ
れ
が
あ
る
」「
丸
山
眞
男
氏
を
囲
ん
で
」
一
九
六
六
年
、『
丸
山
眞

男
座
談
　

五
』、
三
一
五
頁
、
岩
波
書
店
。

　
　

内
村
鑑
三
の
い
う
《
二
つ
のJ

（Jesus &
 Japan

）》
が
一
つ
に
収
斂
し
て
し
ま
え
ば
、

目
に
見
え
る
権
威
に
だ
け
し
ば
ら
れ
て
し
ま
う
。
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『
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
・
社
会
科
学
篇
』
40
巻
3
号
（2004. 1

）

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

【
解
　

説
】―

家
族
道
徳
と
社
会
倫
理―

　

こ
こ
で
、
近
代
倫
理
学
に
お
け
る
前
提
的
な
基
本
問
題
に
つ
い
て
最
も
重

要
な
こ
と
を
挿
入
し
て
お
く
。

　

福
沢
諭
吉
が
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
「
智
慧
と
徳
義
」を
区
別
し
、

そ
の
功
用
の
範
囲
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
（
第
六
章

「
智
徳
の
弁
」、
第
七
章
「
智
徳
の
行
わ
る
べ
き
時
代
と
場
所
と
を
論
ず
」）。

　

「
徳
義
は
一
人
の
心
の
内
に
あ
る
も
の
」
で
、
そ
の
功
能
の
及
ぶ
所
は
ま

ず
「
一
家
の
内
」
に
あ
り
、「
家
族
の
交
（
ま
じ
わ
り
）
に
は
規
則
を
要
せ

ず
、
約
束
を
要
せ
ず
」
だ
が
、
智
慧
は
世
界
を
一
変
さ
せ
る
。「
徳
義
の
力

の
十
分
に
行
わ
れ
て
、
毫
も
妨
げ
な
き
場
所
は
た
だ
家
族
の
み
。
戸
外
〔
＝

社
会
〕
に
出
れ
ば
忽
ち
そ
の
力
を
逞
う
す
る
こ
と
能
わ
」
ず
と
な
る
。
家
族

内
で
は
家
族
道
徳
だ
け
で
規
則
道
徳
は
不
要
だ
が
、
一
歩
社
会
〔
＝
近
代
社

会
〕
に
出
れ
ば
、
初
め
て
規
則
〔
＝
社
会
倫
理
〕
が
不
可
欠
と
な
る
。
わ
が

く
に
の
諺
に
「
家
を
出
ず
れ
ば
七
人
の
敵
あ
り
」
と
か
、「
旅
の
恥
は
掻
き

捨
て
」
と
か
い
う
の
が
あ
る
。

　

家
の
一
歩
外
は
ル
ー
ル
な
き
真
空
地
帯
で
あ
る―

と
見
ら
れ
て
き
た

―

か
ら
、
そ
こ
で
は
何
を
や
っ
て
も
よ
い
（
恥
ず
か
し
く
な
い
）。

　

こ
れ
は
儒
教
の
基
本
道
徳
で
あ
る
五
倫
の
力
が
大
き
い
。
五
倫
（
君
臣
・

父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
）
の
最
後
に
は
「
友
だ
ち
」
が
入
っ
て
い
る
が
、

友
だ
ち
で
も
な
い
赤
の
他
人
、
つ
ま
り
《
た
だ
の
人
＝
人
間
一
般
》
に
つ
い

て
の
道
徳
は
な
い
。「
赤
の
他
人
同
士
の
道
徳
は
な
い
ん
で
す
。
な
ぜ
な
い

の
か
、〔
儒
教
が
〕
特
殊
主
義
的
な
哲
学
だ
か
ら
で
す
」（
丸
山
）。
人
間
（
関

係
）
は
必
ず
君
臣
に
始
ま
る
五
つ
の
特
殊
な
関
係
の
ど
れ
か
に
属
す
る
も
の

と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
離
れ
た
関
係
は―

人
間
一
般
も
唯
の
人（
純
粋
個
人
）

も―

《
抽
象
》
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
人
間

関
係
が
、
超
越
的
な
次
元
の
導
入
（
＝
普
遍
宗
教
）
を
媒
介
に
し
て
自
覚
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
、
新
約
宗
教
を
例
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

＊ 

森
有
正
は
「
経
験
と
思
想
」（『
森
有
正
全
集
』
十
二
巻
、
筑
摩
書
房1979

）
に
お
い

て
、
日
本
人
の
言
表
（
経
験
）
は
、
必
ず
話
し
手
と
話
し
手
と
の
二
項
関
係
・
共
在

の
上
で
な
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
二
項
関
係
と
い
う
人
間
関
係
か
ら

離
れ
た
三
人
称
世
界
（
＝
社
会
）
の
ル
ー
ル
は
、―

た
え
ず
二
人
称
関
係
へ
還
元

さ
れ
る
か
ら―

成
立
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
通
じ
よ
う
。「
主
体
性
の
代
わ
り

に
関
係
性
が
現
れ
る
」
と
い
う
の
も
和
辻
哲
郎
の
『
人
間
〔
関
係
〕
の
学
と
し
て
の

倫
理
学
』
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
今
や
、
こ
の
真
空
地
帯
で
は
、
従
来
お
互
い
に
面
識
の
な
か
っ

た
者
ど
う
し
の
間
に
初
め
て
《
関
係
》
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
が
近
代
社
会

な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
も
は
や
家
族
内
で
の
従
来
の
行
動
基
準
（
徳

義
）
は
通
用
し
な
い
か
ら
、そ
れ
を
止
揚
し
て
新
た
な
ル
ー
ル
を
《
設
け
る
》

必
要
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
設
け
る
の
か
と

い
う
問
題
が
、
近
代
倫
理
（
学
）
の
根
本
課
題
と
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
い
ま
ル
ー
ル
を
《
設
け
る
》
と
い
っ
た
よ
う
に
、
制

作
主
体
が
曖
昧
な
従
来
の
《
成
る
》、《
成
り
行
く
》（
＝to be

）
世
界
か
ら

離
れ
て
（
切
断
し
て
）、
主
体
の
明
確
な
《
つ
く
る
》（
＝to do

）
世
界
が

成
立
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
「
近
代
」
日
本
な
ど
の
場
合
は
、
依
然
と
し
て
家
族
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ま
ま
で
、―

た
だ
し
《to be

》
が
無
価
値
に
な
る
の
で
は
決
し
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）

て
な
い
。―

そ
れ
を
延
長
さ
せ
た
り
拡
張
し
た
り
し
て
（「
家
族
的
温
情

の
う
ち
に
も
権
威
を
も
っ
て
支
配
さ
れ
た
、
拡
大
さ
れ
た
家
族
」、
ウ
ェ
ー

バ
ー
「
ロ
ー
マ
農
業
史
」）、
こ
の
事
態
（
＝
近
代
化
）
に
対
応
し
よ
う
と
し

て
き
た
。

＊ 
「
朋
友
の
観
念
を
推
し
及
ぼ
す
と
い
う
。
拡
充
さ
せ
て
み
ん
な
友
だ
ち
の
よ
う
に
扱

う
」（『
丸
山
眞
男
手
帖
』
54
、
二
〇
一
〇
．
七
．
一
九
九
三
年
一
〇
月
の
対
話
）

　

そ
れ
は
「
家
族
国
家
観
」
な
ど
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。「
国
家
」

と
い
う
表
現
か
ら
し
て
、す
で
に「
家
」の
字
が
入
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
限
り
、そ
も
そ
も
「
家
族
」
と
は
次
元
の
異
な
る
「
社
会
」
と
か
「
国
家
」

と
か
い
う
集
団
そ
れ
自
体
が
、
順
当
に
準
備
形
成
さ
れ
な
い
ま
ま
に
《
近
代

化
》
に
対
応
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
態
は
、
西
欧
か
ら
み
れ
ば
近

代
倫
理
の
《
屈
折
》
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
近
代

倫
理
な
し
に
、
そ
の
必
要
を
十
分
自
覚
せ
ぬ
ま
ま
に
、
す
ま
せ
て
き
た
と
い

え
る
。
極
言
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
未
だ
近
代
倫
理
（
学
）
の
必
要
性
を
さ
え

生
じ
て
い
な
か
っ
た
慣
習
道
徳
段
階
で
、
近
代
社
会
の
問
題
に
出
会
う
こ
と

と
な
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
西
欧
で
は
す
で
に
古
代
（
と
く
に
イ
ス
ラ
エ
ル

共
同
体
の
胎
内
）
に
お
い
て
、―

超
越
と
出
会
い
、
超
越
的
次
元
が
開
示

さ
れ
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
、―

家
族
道
徳
の
止
揚
、
す
な
わ
ち
近
代
倫

理
（
学
）
成
立
へ
向
か
う
条
件
整
備
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
　
　

名
古
屋
学
院
大
学
名
誉
教
授
・
倫
理
学
）

【
今
後
の
メ
モ
】

近
代
倫
理
学
生
誕
へ
の
道
（
四
の
2
）

封
建
的
自
然
法
と
そ
の
解
体

―

「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
転
回―

N
G

U

社
会
2 

4
の
3
（
1 

9 

8 

8
．
1
）

一
　

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
自
然
法
と
「
人
間
の
本
性
」

（
1
）
恩
恵
と
自
然

（
2
）
自
然
法
の
体
系

（
3
）
理
性
と
衝
動

二
　

ル
タ
ー
に
お
け
る
人
間
観
の
転
回

（
1
）「
神
の
義
」
の
発
見

（
2
）
宗
教
的
個
人
主
義
の
精
神
構
造

（
3
）
律
法
と
福
音
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