
学

会 

大

会 

講
演

無
神
論
と
神
信
仰
の
問
題

川 

崎 

幸 

夫 

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
で
生
き
て
ゐ
る
現
代
と
い
ふ
時
代
を
人
類
の
歴
史
全
体
の
中
で
際
立
っ
て
特
色
づ
け
て
ゐ
る
一
つ
の
事
柄
は
、
人 

間
が
宗
教
的
信
仰
を
も
っ
と
い
ふ
こ
と
が
原
理
的
に
困
難
な
情
況
に
置
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
宗
教
的
な
も
の 

に
対
す
る
関
心
が
全
世
界
的
に
み
て
薄
れ
て
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
代
に
お
い
て 

は
、
人
間
が
宗
教
的
要
求
を
真
摯
に
自
己
の
問
題
と
し
て
把
捉
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
信
ず
る
と
い
ふ
態 

度
に
自
分
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
が
不
明
確
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

信
仰
が
成
立
す
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
仕
方
で
究
極
的
実
在
に
関
す
る
確
実
性
の
経
験
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
い
て
は
伝
統
的 

に
そ
の
確
実
性
の
基
礎
と
さ
れ
て
き
た
も
の
が
本
質
的
に
疑
は
し
く
な
っ
て
き
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
情
況
に
立
到
っ
た
原
因
は
お
そ
ら 

く
西
洋
的
世
界
の
歴
史
全
体
に
関
は
っ
て
を
り
、
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
は
広
範
囲
に
わ
た
る
考
察
を
必
要
と
す
る
。
現
代
の
世 

界
史
的
意
味
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
遠
近
法
が
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
人
間
の
本
質
と 

存
在
の
根
本
原
理
に
つ
い
て
思
慮
せ
ん
と
す
る
人
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
な
さ
れ
た
或
る
一
つ
の
根
本
経
験
が
次
第
に
人
類
全
体
に
共
通 

な
も
の
と
な
り
つ 

つ
あ
る
こ
と
を
感
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。



こ
の
或
る
一
つ
の
根
本
経
験
と
は
何
か
と
い
ふ
と' 

そ
れ
は
ニ
イ
チ
エ
が
「悦
ば
し
き
知
識
」
や

「
か
く
の
如
く
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ 

は
語
っ
た
」
の
中
で
示
し
た
「
神
は
死
ん
だ!

」:

〇
〇
衣
お"

！
;
。
ヨ;

と
い
ふ
出
来
事
へ
の
目
覚
め
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
は
し
ば
し
ば
誤 

解
も
し
く
は
曲
解
さ
れ
る
が' 

狂
気
か
ら
発
生
し
た
幻
覚
情
態
の
魔
語
で
も
な
く
、
大
袈
裟
な
誇
張
で
も
な
い
。
そ
れ
は
西
洋
精
神
の
歴 

史
的
帰
結
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
つ
の
事
実
の
経
験
な
の
で
あ
る
。

コ
イ
チ
ェ
自
身
が
「
近
代
の
最
大
の
出
来
事
-3:
ま
辟0
8

芹
3
0
^
0
3
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そ
れ
は
『
神
が
死
ん
だ
』
と
い
ふ
こ-
と' 

キ
リ
ス
ト
教
の
神
へ
の
信
仰
が
信
ず
る
に
価
し
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ 

る
」
と
言
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
歴
史
的
な
出
来
事
の
表
現
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
、

ニ
イ
チ
エ
は
神
の
死
と
そ
れ
に
伴
ふ
神
信
仰
の 

無
意
味
化
と
を
個
人
的
経
験
と
し
て
語
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く'

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
近
代
化
に
よ
っ
て
必
然
的
に
結
果
し
た
近
代
人
全 

体
の
歴
史
的
運
命
と
し
て
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
化
の
達
成
が
全
世
界
的
な
課
題
と
な
っ
て
ゐ
る
今
日
に
お
い
て 

は
、
近
代
化
の
進
行
と
と
も
に
、

ニ
イ
チ
エ
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
た
無
神
論
の
立
場
が' 

全
世
界
的
に
、
宗
教
的
信
仰
に
対
す
る
根
本
的 

な
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ら
う
。

一
 

ロ
に
宗
教
的
信
仰
と
い
っ
て
も' 

キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
や
う
な
ー
神
教
の
場
合
と
、
大
乗
仏
教
の
や
う
に
空
も
し
く
は
絶 

対
無
の
場
に
立
脚
し
つ
つ
多
神
教
を
も
包
摂
し
た
場
合
と
で
は
、
信
仰
の
在
り
方
に
か
な
り
本
質
的
な
違
ひ
が
あ
る
。

一
神
教
の
立
場
に 

立
つ
な
ら
ば
、
神
は
絶
対
的
な
意
志
を
も
っ
た
超
越
的
な
有
で
あ
り
、
か
か
る
神
と
の
人
格
的
関
係
に
入
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
信 

仰
で
あ
る
。
人
間
が
自
ら
の
存
在
の
根
元
に
潜
む
罪
を
意
識
し
て
、

一
切
の
人
間
的
意
志
を
放
棄
し
た
時
、
信
仰
は
神
に
よ
っ
て
恩
恵
と 

し
て
与
へ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
信
仰
の
本
質
に
は
、

「非
合
理
な
る
が
故
に
、
我
信
ず
」
と
い
ふ
名
言
を
吐
い
た
と
言
は
れ
る
テ
ル
ト 

ウ
リ
ア
ー
ヌ
ス
の
場
合
に
見
ら
れ
る
や
う
に' 

人
間
的
知
性
に
対
す
る
絶
対
否
定
の
要
求
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
、
真
正
な
信
仰 

が
危
機
的
情
況
に
陥
っ
た
時
に' 

信
仰
の
真
偽
を
判
定
す
る
「信
仰
の
規
準
」I

囲

！113.
ぬ&

2.
と
さ
れ
る
の
は
徹
底
的
に
非
合
理
的
な
ド 

グ
マ
即
ち
神
の
『奥
義
」

！〇
:
一
/
伴
日
ご
ヨ

で
あ
る
。



浄
土
信
仰
の
場
合
も' 

罪
の
意
識
に
基
く
人
間
的
自
力
の
放
棄
が
要
求
さ
れ
る
と
い
ふ
点
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
同
様
で 

あ
る
が
、

「
決
定
の
信
」
と
い
ふ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に' 

人
間
的
意
志
そ
の
も
の
が
敵
視
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い. 

勿
論
浄
土
教
の
立
場
で
は' 

衆
生
の
懐
く
信
心
や
願
心
は
如
来
の
廻
向
に
基
づ
い
て
起
る
と
い
は
れ
る
が' 

人
間
的
意
欲
の
働
き
も
信
心 

を
支
へ
る
契
機
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
念
仏
に
徹
底
し
て
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
如
来
の
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と 

で
あ
り' 

仏
の
智
慧
は
人
間
的
知
性
と
別
に
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ

か

ら

「唯
信
」
と
い
っ
て
も
、
仏
教
の
場
合
に
は
、
キ
リ
ス 

ト
教
の
「
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
」5

〇̂

と
い
ふ
主
張
の
や
う
に
、
哲
学
的
知
性
と
絶
対
的
な
敵
対
関
係
に
立
っ
て'

「あ
れ
か
、
こ 

れ
か
」
を
要
求
し
て
来
る
の
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
ゐ
る
。
「教
行
信
証
」
に
お
い
て
も
「信
知
」
と
い
ふ
こ
と
が
言
は
れ
る
や
う
に
、 

信
と
知
と
に
は
一
つ
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
信
は
本
質
的
に
決
し
て
知
を
排
除
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
親
鸞 

の
唯
信
の
立
場
を
ル
タ
—' 

カ
ル
ヴ
ァ
ン' 

バ
ル
ト
ら
の
純
粋
信
仰
の
主
張
と
対
応
さ
せ
る
や
う
な
見
方
は
あ
ま
り
当
を
得
て
ゐ
な
い
。
 

そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ' 

信
仰
か
ら
知
性
へ
と
い
ふ
方
向
と
知
性
か
ら
信
仰
へ
と
い
ふ
方
向
の
相
即
す
る
場
に
立
っ
て
ゐ
た
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ 

ス
の
信
仰
論
の
方
が
浄
土
信
仰
の
立
場
に
よ
り
一
層
類
比
的
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

他
方
に
お
い
て
、
同
じ
く 

一
神
教
の
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
場
合
で
も' 

キ
リ
ス
ト
教
の
や
う
に' 

信
仰
の
立
場
そ
の
も
の
を
危
機
に
直 

面
さ
せ
る
や
う
な
問
題
と
絶
え
ず
対
決
し
て
き
た
歷
史
を
も
っ
て
ゐ
る
場
合
と' 

イ
ス
ラ
ム
教
の
や
う
に
、
こ
の
や
う
な
問
題
の
圏
外
に 

立
っ
て
、
信
仰
の
確
実
性
が
不
動
の
基
礎
の
上
に
置
か
れ
て
き
た
場
合
と
で
は
、
信
仰
の
問
題
の
捉
へ
方
に
は
お
そ
ら
く
正
反
対
な
面
が 

あ
る
で
あ
ら
う
。
現
代
に
お
け
る
信
仰
の
問
題
を
全
世
界
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し 

か
し
本
稿
で
は
、
無
神
論
と
の
関
係
に
お
い
て
信
仰
の
立
場
が
置
か
れ
て
ゐ
る
情
況
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
 

キ
リ
ス
ト
教
を
考
察
の
中
心
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

西
洋
中
世
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
揺
が
し
て
き
た
の
は
、

一
 

ロ
で
言
へ
ば
異
端
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
聖
書
の
真
理
を
あ
く 

ま
で
論
理
的
方
法
に
よ
っ
て
論
証
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
哲
学
的
合
理
主
義
で
あ
り
、
信
仰
に
関
は
る
者
、
特
に
聖
職
者
の
良
心
の
純
粋



性
を
啓
示
に
基
づ
く
教
会
の
権
威
の
客
観
性
よ
り
も
重
視
す
る
道
徳
上
の
主
観
主
義
で
あ
り
、
終
末
観
や
千
年
王
国
説
に
立
っ
て
正
統
的 

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
か
ら
逸
脱
し
た
歴
史
観
に
基
づ
く
急
進
的
な
教
会
改
革
運
動
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
階
層
秩
序
の
外
に
出 

て
神
と
魂
の
直
接
的
合
一
を
求
め
る
汎
神
論
的
神
秘
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
異
端
運
動
は
使
徒
的
伝
統
の
権
威
を
保
っ
て
き
た
教
会 

信
仰
に
と
っ
て
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
異
端
運
動
の
目
的
は
教
会
教
理
の
否
定
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰 

そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く'

む
し
ろ
信
仰
の
純
粋
化
に
よ
る
真
理
性
の
恢
復
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
正
統
と
異
端 

と
の
闘
争
は
教
会
信
仰
の
真
偽
も
し
く
は
聖
句
の
解
釈
を
め
ぐ
る
戦
ひ
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
そ
の
も
の
は
疑
は
れ
て
ゐ
な 

い
の
で
あ
る
。

浄
土
信
仰
が
現
代
に
い
た
る
ま
で
逢
著
し
て
来
た
問
題
も
、
お
そ
ら
く
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
が
直
面
し
た
異
端
運
動
の
問
題
と
ほ
ぼ
共 

通
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
乃
至
宗
教
そ
の
も
の
を
無
意
味
化
す
る
や
う
な
次
元
か
ら
出
て
き
て' 

信
仰
自
体
の
根
柢
に
か
か 

は
る
や
う
な
問
題
と
の
対
決
に
迫
ら
れ
る
情
況
に
は
ま
だ
到
っ
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
 

近
世
よ
り
現
代
に
か
け
て
キ
リ
ス
ト
教
が
直
面
し
つ
つ
あ
る
の
は
更
に
困
難
な
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト 

教
の
存
続
自
体
に
か
か
は
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
末
期
に
な
る
と
、
西
洋
世
界
の
内
部
に
キ
リ
ス
ト
信
仰
の
基
盤
そ
の
も
の
を
崩
壊
に
導 

く
や
う
な
問
題
の
萌
芽
が
現
れ
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
な
る
と
一
気
に
表
面
化
し
た
。
そ
れ
は
ま
づ
自
然
観
に
お
け
る
革
命 

的
進
歩
で
あ
る
。
十
四
世
紀
に
な
る
と
力
学
の
研
究
が
発
達
し
、
ガ
リ
レ
イ
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
に
い
た
っ
て
天
体
の
運
動
と
宇
宙
の
構
造
が 

力
学
の
法
則
に
よ
っ
て
機
械
論
的
に
説
明
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
こ
の
た
め
に
自
然
的
世
界
は
神
の
意
志
と
は
無
関
係
な
独
立
的
な
る 

も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
目
的
論
的
な
宇
宙
観
に
は
迷
信
の
烙
印
が
押
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
十
九
世
紀 

に
な
る
と
進
化
論
や
遺
伝
の
法
則
の
発
見
に
よ
っ
て
、
創
世
記
の
神
話
は
完
全
に
覆
へ
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
の
尊
嚴
と
倫
理
の
根 

拠
づ
け
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

ま
た
他
方
に
お
い
て
、

ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
の
歴
史
観
や
国
家
観
に
お
い
て
も' 

十
四
世
紀
以
降
は
キ
リ
ス
ト
教
の
目
的
論
的
解
釈
に
重
大
な



変
更
が
強
ひ
ら
れ
た
。
ド
ウ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ウ
ス"

オ
ッ
カ
ム
学
派
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
的
一
回
性
に
基
礎
を
置
い
た
啓
示
神 

学
へ
の
傾
向
が
強
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
未
来
の
偶
然
的
な
出
来
事(
？
占
吕!

I
！  
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に
対
し
て' 

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
場 

合
と
は
逆
に
、
神
が
そ
れ
を
知
性
認
識
に
よ
っ
て
必
然
的
に
真
な
る
も
の
と
し
て
予
見
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る' 

と
い
ふ
こ
と
が
論 

証
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
人
間
の
知
性
に
と
っ
て
偶
然
的
な
も
の
は
神
に
と
っ
て
も
や
は
り
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
し
か
見
出
さ
れ
な 

い
、
と
い
ふ
オ
ッ
カ
ム
の
帰
結
は
神
の
全
知
全
能
に
一
つ
の
限
定
を
加
へ
た
と
い
へ
る
。

こ
れ
と
と
も
に
現
実
の
世
界
に
お
い
て
も' 

法 

皇
の
国
家
に
対
す
る
優
越
性
が
急
速
に
崩
れ' 

国
家
が
権
力
政
治
の
主
体
と
な
っ
て
、
教
会
と
国
家
の
分
離
が
進
ん
で
ゆ
く
。
さ
ら
に
伝 

染
病
の
猖
獗
や
地
震
に
よ
る
大
被
害
な
ど
、
神
の
恩
寵
へ
の
信
頼
を
疑
は
せ
る
や
う
な
事
件
が
続
発
し
た
。
か
く
し
て
創
造
主
と
し
て
の 

神
が
自
ら
の
意
志
を
畫
す
る
場
所
で
あ
る
と
一
貫
し
て
見
ら
れ
て
来
た
歴
史
的
世
界
も
、
人
間
の
権
力
意
志
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ' 

神 

か
ら
の
自
立
性
を
獲
得
し
た
世
界
と
な
っ
て
、
も
は
や
神
の
知
性
に
基
づ
く
世
界
計
画
は
白
昼
夢
と
見
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
 

以
上
の
や
う
に
し
て' 

自
然
と
歴
史
の
世
界
が
神
の
意
志
の
外
に
置
か
れ
る
や
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
神
の
遍
在
、
全
知
全 

能
へ
の
信
頼
は
大
き
な
困
難
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は' 

神
の
真
理
性
を
事
実
の
世
界
に
お
け
る
現
実
的
な
出
来
事
と
し 

て
証
拠
立
て
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
は
、
そ
の
信
仰
の
根
本
に
か
か
は
る
重
大
な
衝
撃
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教
の
立
場
で
は
、

い 

か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
そ
れ
自
身
に
お
い
て
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
は
な
く
、
現
実
的
世
界
と
し
て
の
自
然
と
歴
史
は
そ
の
本
質
に 

お
い
て
空
無
で
あ
り
、

一
切
の
存
在
者
の
第
一
原
理
た
る
べ
き
絶
対
者
も
そ
こ
で
は
幻
で
あ
る
。
浄
土
信
仰
に
お
い
て
も
、
弥
陀
の
来
迎 

は
人
間
が
現
実
の
世
界
か
ら
離
れ
ん
と
す
る
瞬
間
で
あ
る
臨
命
終
時
に
現
れ
る
幻
想
的
な
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
。
幻
想
的
と
は 

現
実
性
の
次
元
を
超
え
た
仕
方
に
お
け
る
真
理
の
顕
現
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
、
自
然
と
歴
史
と
が
自
立
的
世 

界
に
な
っ
た
と
い
ふ
近
代
的
な
現
象
は
、
や
が
て
神
信
仰
自
体
を
否
定
す
る
根
拠
に
ま
で
発
展
し
て
行
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
信
仰 

に
お
い
て
は
、
自
然
と
歴
史
の
世
界
の
実
在
性
は
も
と
も
と
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
の
近
代
化
は
浄
土
信
仰
そ
の
も
の 

を
直
接
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
は
意
識
に
上
り
に
く
い
の
で
あ
る
。



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
、

中
世
末
期
よ
り
自
然
と
歴
史
の
世
界
が
神
の
意
志
の
支
配
か
ら
離
脱
し
て
、

独
立
化
し
て
そ
れ
自
身 

の
原
理
を
獲
得
し
て
ゆ
く
過
程
が
一
般
に
「世
俗
化
」
の
運
動
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
「世
俗
的
な
も
の
」4

珞 

^

3

^

の
諸
領
域
が
「
聖
な
る
も
の
」4

篦
工
2，1

祠6

か
ら
分
離
し
て
行
く
歴
史
運
動
を
指
し
、
所
謂
西
洋
中
世
か
ら
近
代
的
世
界
を 

区
別
す
る
根
本
的
な
特
徴
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
西
洋
中
世
に
お
い
て
は' 

創
造
主
で
あ
る
神
を
最
高
の
も
の
と
し
て' 

す
べ
て
の
存
在
す
る 

も
の
が
階
層
的
秩
序
の
も
と
に
見
出
さ
れ
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
世
界
観
が
支
配
的
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
世
俗
的
な
領
域
は
そ
れ
自
身
の 

内
に
存
在
と
価
値
の
究
極
の
根
拠
を
も
た
ず
、
他
者
で
あ
る
神
の
内
に
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
や
う
に
超
理
性
的
な
神
の
意
志
に
隸
属
し
た 

他
律
的
な
在
り
方
と
し
て
で
な
く'

そ
れ
自
身
の
内
に
自
己
の
存
在
と
運
動
の
原
理
を
も
っ
た
客
観
的
世
界
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
欲
す 

る
こ
と
が
「
世
俗
化
」
と
い
ふ
名
称
の
下
に
意
味
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
世
俗
化
の
進
行
は
、
自
然
と
歴
史
の
世
界
を
神
学
的
前
提 

か
ら
引
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
自
己
の
固
有
な
本
性
で
あ
る
理
性
に
よ
っ
て
世
界
を
自
由
に
認
識
し
、
ま
た
そ
こ
で
自
由
に
行
動 

し
よ
う
と
す
る
人
間
の
主
体
化
へ
の
欲
求
が
動
力
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
無
制
約
的
自
由
へ
の
人
間
の
要
求
が
世
俗
化
の
運
動
の 

根
本
的
な
原
因
で
あ
る
と
い
へ
や
う
。

理
性
的
自
律
性
に
立
脚
し
た
主
体
性
と
し
て
の
近
代
的
人
間
の
本
質
を
最
初
に
も
っ
と
も
明
確
に
表
現
し
た
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
デ 

カ
ル
・
ト
の
「
私
は
思
惟
す
る
。
故
に
私
は
在
る
」0
0

伫3
 
6
^
0

目
且
で
あ
ら
う
。
「
私
は
思
惟
す
る
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
場
合
の
思
惟 

す
る
も
の
と
し
て
私
は' 

思
惟
の
働
き
の
外
に
あ
っ
て
自
己
に
対
立
的
に
現
れ' 

思
惟
と
は
全
く
性
質
の
異
な
る
も
の
と
し
て
の
物
質
的 

世
界
を' 

他
者
と
し
て
の
自
分
か
ら
截
断
し' 

ま
た
創
造
主
と
し
て
の
神
も
一
往
括
弧
に
入
れ' 

一

切
か
ら
孤
立
隔
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て' 

自
律
的
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に' 

そ
の
活
動
は
単
な
る
思
惟
作
用
一
般
と
し
て
で
は
な
く'

「
私
は
思
惟
す
る
」
と
い
ふ. 

私
が
思
惟
し
て
い
る
限
り
に
お
け
る
「
私
」
の
働
き
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
私
」
の
働
き
と
し
て
の
理
性
の
思
惟
作 

用
は
、
理
性
が
ど
こ
ま
で
も
理
性
自
身
の
内
に
立
帰
り
、
理
性
の
内
部
へ
無
限
に
屈
折
し
て
行
く
反
省
的
主
観
性
の
立
場
に
立
つ
も
の
と



し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

近
代
的
人
間
と
は
こ
の
や
う
に
無
限
に
思
惟
し
う
る
能
力
を
も
つ
理
性
の
主
体
と
し
て
出
現
し
た
の
で
あ
る
が' 

か
か
る
人
間
は
一
方 

に
お
い
て
は
、
理
性
が
世
俗
的
世
界
を
考
察
の
対
象
と
す
る
限
り
、
思
惟
の
無
制
約
的
自
由
を
要
求
す
る
。
ま
た
他
方
に
お
い
て
、
信
仰 

の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
神
に
対
し
て
は
、
超
理
性
的
な
教
理
の
真
偽
を
判
断
す
る
こ
と
は
避
け
な
が
ら
も
、
神
が
理
性
法
則
と
は
本
性
的 

に
矛
盾
し
な
い
だ
け
で
は
な
く'

さ
ら
に
完
全
に
し
て
最
高
度
に
理
性
的
概
念
的
な
存
在
者
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
信
仰
の
神
は
主
体
性
と
し
て
自
覚
し
た
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
、
理
性
自
身
の
確
実
性
の
基
礎
を
保
証
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ 

た
、
所

謂

「哲
学
者
の
神
」
に
変
貌
し
た
。
理
性
的
推
理
に
よ
っ
て
主
体
的
人
間
に
認
識
可
能
と
な
っ
た
神
は
、
数
世
紀
に
わ
た
る
宗
派 

の
分
裂
抗
争
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
て
き
た
教
理
の
特
殊
性
か
ら
離
れ
て
、
普
遍
性
の
場
に
開
か
れ
た
。
し
か
し
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
論 

証
さ
れ
た
神
に
は
本
質
的
に
信
仰
の
神
へ
の
否
定
性
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
後
継
者
で
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
は
早
く
も
無
神
論
者
と 

し
て
告
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
な
る
と' 

人
間
に
本
性
的
な
理
性
が
公
然
と
一
切
の
真
理
の
規
準
と
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
キ
リ
ス 

ト
教
の
教
理
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
に
立
脚
し
て' 

歴
史
的
合
理
的
に
解
釈
さ
れ
る
や
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
自
然
と
歴
史
と
い 

ふ
事
実
的
世
界
に
関
す
る
権
威
主
義
的
証
言
は
す
べ
て
無
価
値
と
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
も
そ
の
人
間
性
の
高
貴
さ
、
完
全
な
道
徳 

的
人
格
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
宗
教
が
成
立
し
う
べ
き
基
盤
は
理
性
的
道
徳
の
内
に
の
み
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
自
律 

的
主
体
性
と
し
て
の
近
代
人
に
と
っ
て' 

キ
リ
ス
ト
教
は
理
性
信
仰
も
し
く
は
道
徳
宗
教
と
し
て
の
み
辛
う
じ
て
そ
の
存
立
が
認
め
ら
れ 

た
。
こ
の
や
う
な
啓
蒙
主
義
的
宗
教
観
を
哲
学
的
に
根
拠
づ
け
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
自
ら
の
宗
教
論
に
つ
け
た
「単
な
る 

理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
」
と
い
ふ
標
題
は
、
世
俗
化
が
完
成
さ
れ
た
近
代
的
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
可
能
的
な
存
立 

形
態
を
適
確
に
表
現
し
た
も
の
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。

カ
ン
ト
は
「純
粋
理
性
批
判
」
の

「超
越
論
的
辯
証
論
」
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
お
け
る
基
本
命
題
を
検
討
し
、
人
間
が



こ
れ
ら
の
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
を
理
論
的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
欲
す
る
と
、
忽
ち
純
粋
理
性
は
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
 

カ
ン
ト
は
形
而
上
学
が
「
人
間
の
本
性
に
と
っ
て
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
い
」
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
人
間
が
理
性
を
可
能
的
経
験
の
限 

界
内
に
制
限
し
な
い
で
、
超
経
験
的
領
域
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、

一
切
の
判
断
は
真
理
の
規
準
を
失
ひ
、
「
仮
象
の
論
理
」 

に
支
配
さ
れ
た
辯
証
的
命
題
に
な
っ
て
し
ま
ふ
と
言
っ
て
ゐ
る
。
独
断
的
と
な
っ
た
理
性
は
理
性
そ
れ
自
身
の
必
然
性
か
ら
一
つ
の
超
経 

験
的
な
命
題
に
対
し
て
必
ず
対
立
す
る
命
題
を
立
て' 

こ
れ
ら
の
相
反
す
る
命
題
は
共
に
真
偽
が
決
定
さ
れ
え
な
い
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も 

二
律
背
反
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
や
う
な
純
粋
理
性
の
陥
る
辯
証
的
命
題
と
し
て' 

カ
ン
ト
は
四
つ
の
二
律
背
反
を
挙
げ
て
ゐ
る 

が
、
そ
の
内
、
第
一
と
第
四
の
二
律
背
反
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
虚
無
か
ら
の
世
界
創
造
に
関
す
る
教
理
と
無
制
約
的
絶
対
者
と
し 

て
の
神
概
念
と
の
根
柢
に
関
は
る
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
。

「世
界
の
現
存
の
必
然
的
条
件
」
と
し
て
想
定
さ
れ
た
「世
界
の
始
を
世
界
が 

時
間
の
内
に
も
っ
て
い
る
」
と
い
ふ
命
題
も' 

「

世
界
の
原
因
と
し
て
、
絶
対
的
に
必
然
的
な
存
在
者
で
あ
る
や
う
な
或
る
も
の

(4)

が
世
界
に
所
属
し
て
ゐ
る
」
と
い
ふ
命
題
も' 

そ
れ
ぞ
れ
二
律
背
反
に
陥
り
、
理
論
的
に
は
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
不
可
能 

で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
結
論
し
た
。
さ
ら
に
引
続
い
て
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
よ
り
大
陸
合
理
論
哲
学
に
い
た
る
ま
で
、
人
間
の
理
性
認 

識
の
確
実
性
の
根
源
を
な
す
も
の
と
し
て
絶
え
ず
試
み
ら
れ
て
き
た
神
の
現
存
に
関
す
る
理
論
的
証
明
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
 

理
性
の
自
己
批
判
に
よ
っ
て' 

思
辨
的
理
性
の
使
用
に
制
限
を
加
へ
、
超
経
験
的
対
象
に
つ
い
て
の
理
論
的
知
識
を
捨
去
る
こ
と
は
、
 

カ
ン
ト
自
身
の
意
図
と
し
て
は
「信
仰
に
場
所
を
も
た
ら
す
」
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
自
然
と
歴
史
と
い
ふ
現
実
的
世
界
が
神 

の
真
理
性
を
証
明
し
、
信
仰
を
保
持
す
べ
き
基
盤
で
は
な
く
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
立
が
単
に
理
性
道
徳
に
立
脚
し
た
心
情
の
範
囲
内 

に
の
み
限
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
や
う
な
理
性
信
仰
も
し
く
は
道
徳
宗
教
の
主
張
は
、

一
面
に
お
い
て
は
宗
教
の
理
想
的
形 

態
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
普
遍
的
本
質
を
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
は' 

宗
教
か
ら
生
命
力
を
失
は
せ' 

宗
教
を
道 

徳
の
附
録
と
見
做
す
時
代
傾
向
に
理
論
的
根
拠
を
与
へ
、
宗
教
に
対
す
る
批
判
的
意
識
を
正
当
化
し
、
さ
ら
に
理
性
的
人
間
の
信
仰
に
対 

す
る
無
関
心
を
助
長
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
無
関
心
と
い
ふ
態
度
の
根
柢
に
は
深
い
懐
疑
が
あ
る
。
理
性
の
自
己
批
判
に
基
づ



い
て
一
切
を
批
判
す
る
こ
と
が
学
の
出
発
点
と
さ
れ
た
こ
と
は' 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
意
識
を
も
高
め
て' 

カ
ン 

ト
、
更
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
無
神
論
論
争
の
渦
の
中
に
捲
込
ま
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

世
俗
化
の
運
動
が
理
性
的
人
間
を
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
無
関
心
と
い
ふ
消
極
的
否
定
に
導
い
た
だ
け
で
な
く
、
更
に
そ
れ
を
積
極
的 

に
否
定
す
る
無
神
論
の
主
張
を
産
み
出
す
に
到
っ
た
の
は' 

世
俗
化
と
い
ふ
運
動
の
本
質
に
由
来
し
て
ゐ
る
と
い
へ
や
う
。
西
洋
近
代
語 

で

「
世
俗
的
」
と
い
ふ
意
味
の
単
語
は
ラ
テ
ン
語
の
铝
〇
肾1

一

目
に
由
来
す
る
が' 

铝
〇
肾2

い
と
は
「费!1

1
1
1
1
1 (

聖
所
・
寺
院)

の
笛
。 

(
前
に)

留
っ
て
ゐ
る
」

つ
ま
り
「聖
所
の
外
側
に
留
っ
て
ゐ
て
、
中
に
入
ら
な
い
」
と
い
ふ
人
間
の
在
り
方
を
表
示
す
る
形
容
詞
で
あ 

る
。.
し
た
が
っ
て
铝
〇
豺〇
ま
と
い
ふ
単
語
の
意
味
は
二
重
で
あ
っ
て
、

一
方
で
は
、
現
世
に
満
足
し
て
、
聖
化
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な 

い
、
と
い
ふ
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
消
極
的
否
定
と
、
他
方
で
は
、
聖
所
を
呪
咀
し
、
神
を
無
み
す
る
と
い
ふ
積
極
的
否
定
と
が
含
ま
れ 

て
ゐ
る
。
前
者
は
宗
教
に
対
す
る
無
関
心
を
意
味
し' 

後
者
は
不
信
仰' 

さ
ら
に
は
無
神
論
的
態
度
を
指
し
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
言
葉 

の
意
味
の
二
重
性
は
近
代
化
の
歴
史
的
過
程
と
し
て
も
現
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
十
八
世
紀
に
は
宗
教
に
対
す
る
無
関
心
が
滲
透
し
、
カ
ン 

ト
に
よ
っ
て
批
判
哲
学
が
確
立
さ
れ
た
の
を
転
機
と
し
て
、
主
体
的
人
間
に
よ
る
宗
教
否
定
、
す
な
わ
ち
無
神
論
が
次
第
に
勢
力
を
増
し 

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
無
神
論
は
、
中
世
以
来
、
一
切
の
存
在
者
の
存
在
の
究
極
的
根
拠
で
あ
り
、
「有
そ
の
も
の
」-
—
3
 

因
咎
と
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
絶
対
的
否
定
と
し
て
登
場
し
た
。
無
神
論
の
主
張
は
政
治
的
な
急
進
主
義
者
の
ほ
か
に' 

ド
ル 

バ
ッ
ク
や
ド
ウ:

フ
・
メ
ト
リ
イ
の
や
う
な
科
学
的
唯
物
論
の
側
か
ら
も
提
出
さ
れ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
実
在
と
は
自
然
的
世
界
の
こ
と 

で
あ
り
、
自
然
は
物
質
と
そ
の
運
動
か
ら
成
立
っ
て
を
り' 

多
様
な
特
性
を
も
つ
部
分
か
ら
な
る
全
体
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
自
然
は
完 

全
な
決
定
論
の
体
系
で
あ
り' 

人
間
も
そ
の
一
部
分
と
し
て
単
な
る
機
械
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見
ら
れ
る
に
到
っ
た
。
さ
う
し
て
自
然
の 

外
に
は
何
も
の
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら' 

キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
自
然
の
外
に
在
る
神
と
い
ふ
観
念
は
自
然
に
つ
い
て
の
無
知
と
偽



り
の
想
像
に
基
づ
く
虚
構
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
無
神
論
の
ラ
ッ
パ
が
高
ら
か
に
吹
き
鳴
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
説
く 

や
う
に
、
も
し
一
切
の
精
神
的
な
も
の
が
物
質
に
還
元
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
西
暦
二
世
紀
後
半
の
反
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
で
武
装
し
た 

エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
や
テ
ル
ト
ウ
リ
ア
—
ヌ
ス
の
や
う
な
護
教
家
以
来
の
、
神
の
本
質
を
完
全
な
非
質
料
性
に
見
出
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教 

の
中
心
的
な
教
理
は
単
な
る
錯
覚
と
な
っ
て
し
ま
ふ
。

こ
の
や
う
に
宗
教
を
科
学
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
基
礎
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
、

マ
ル
ク
ス
を
と
ほ
し
て
、
 

自
己
の
本
質
を
疎
外
さ
れ
た
人
間
性
を
恢
復
せ
ん
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
現
代
に
い
た
っ
て
も
そ
の
影
響
は
広 

範
囲
に
亘
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
そ
の
死
活
に
決
定
的
な
関
り
を
も
つ
よ
り
重
大
な
問
題
は' 

む
し
ろ
観
念
論 

哲
学
の
内
部
か
ら
起
っ
て
き
た
無
神
論
へ
の
鼓
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
神
が
純
粋
に
精
神
的
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ 

て
ゐ
な
が
ら
、
精
神
が
真
の
自
己
に
到
達
す
る
た
め
に
、
精
神
的
に
否
定
さ
れ
て
行
く
と
い
ふ
仕
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
没
落
が
始 

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
趨
勢
は
カ
ン
ト
が
宗
教
を
ど
こ
ま
で
も
人
間
的
理
性
の
自
律
性
に
立
脚
さ
せ
よ
う
と
し
た
啓
蒙
主
義
の 

立
場
を
継
承
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
カ
ン
ト
的
な
主
観
主
義
を
克
服
し
て' 

主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
を
統
一
し
た
全
体 

性
の
立
場
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
倫
理
学
の
立
場
に
立
っ
て
、
イ
エ
ス
を
理
性
道
徳
の
教
師
と
し
て
把
握
し
、
か
か
る
イ
エ
ス
の
完
成
さ
れ
た 

人
間
性
に
立
脚
し
た
宗
教
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
解
釈
し
た
。
体
系
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
絶
対
者
と
は
も
は
や
人
間
精
神
の
外 

に
立
っ
て
自
己
の
内
に
静
止
す
る
客
観
的
実
体
で
は
な
く
、
自
己
を
絶
対
者
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
は
却
っ
て
自
己
の
外
に
出
て
、
有 

限
的
精
神
の
内
で
自
己
の
精
神
的
内
容
を
自
覚
し
た
、
絶
対
精
神
と
し
て
定
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
辯
証
法
的
な
自
己
認
識 

の
過
程
を
辿
っ
て
、
絶
対
者
は
自
己
を
絶
対
精
神
と
し
て
顕
示
す
る
。
こ
の
や
う
に
無
制
約
的
絶
対
者
の
自
己
認
識
は
決
し
て
有
限
的
精 

神
の
彼
岸
で
神
自
身
の
内
に
留
っ
た
ま
ま
で
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
く'

有
限
的
精
神
の
中
に
自
己
を
見
出
す
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ 

る
。
ま
た
他
方
に
お
い
て
、
有
限
的
精
神
の
自
己
認
識
も
、
神
の
自
己
認
識
の
内
に
お
い
て
精
神
と
し
て
の
自
己
の
内
容
を
認
識
し
て
、



自
己
を
絶
対
精
神
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
、
絶
対
精
神
と
し
て
の
自
覚
に
到
達
し
た
神
の
精
神 

と
人
間
の
精
神
と
の
関
係
が
宗
教
の
本
質
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
精
神
と
し
て
の
神
は
、
同
じ
く
絶
対
精
神
と
し
て
自
覚
し
た 

人
間
精
神
に
内
在
化
さ
れ
、
人
間
と
世
界
に
対
す
る
超
越
性
は
否
定
さ
れ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て' 

神
の
自
己
認
識
が
人
間
の
自
己
意
識
の
発
展
に
内
在
化
さ
れ
た
こ
と
を' 

ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
人
人
の
や
う
に
、
 

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
秘
め
ら
れ
た
意
図
が
無
神
論
の
哲
学
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
ま
で
は
容
易
に
結
論
し
難
い
で
あ
ら
う
。
彼
は 

青
年
時
代
よ
り
人
間
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
は
深
い
愛
著
を
懐
き
ゝ
彼
の
最
終
的
な
宗
教
観
を
示
し
た
晩
年
の
作
で
あ
る
「
宗
教
哲
学
講
義
」 

に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「絶
対
的
宗
教
」
で
あ
り
、
ま

た

「啓
示
宗
教
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
キ
リ 

ス
ト
教
の
絶
対
性
と
か
啓
示
と
い
ふ
意
味
は
、
例
へ
ば
「神
と
人
間
と
の
間
の
関
係
に
お
け
る
神
の
無
制
約
的
優
位
」
を
説
く'

危
機
神 

学
者
の
已
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
立
場
と
は
根
本
的
に
違
っ
て
ゐ
る
。
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
さ
ら
に
引
続
い
て
、
啓
示
と
は
「神
と
人
間
と
の
間
の

(8)

先
の
や
う
な
関
係
の
生
起
に
お
け
る
決
定
的
な
動
機
で
あ
る
」
と
語
っ
た
後
に
、
 

「神
が
自
ら
を
啓
示
す
る
時
、
ま
た
そ
の
限
り
、
正
に 

⑼

そ
の
故
に
、
且
つ
そ
の
点
に
お
い
て
、
神

は

『
人
間
へ
向
ふ
も
の
と
し
て
の
神
』
な
の
で
あ
り
」
、

か
か
る
神
は 

「常
に
人
間
を
自
ら
へ 

と
規
定
し
召
命
す
る
者
」
で
あ
る
、
と
言
っ
て
ゐ
る
。
聖
書
神
学
的
な
意
味
で
純
粋
な
信
仰
の
立
場
に
立
て
ば' 

ブ
ル
ン
ナ
ー
の
い
ふ
や 

う
に' 

神
と
人
間
は
相
互
に
「実
在
的
な
対
立
者
」
2.1
！3

巴
協0
6
^
!
!
口
〇4
ま
の
関
係
に
立
つ
で
ら
う
。
 

し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は' 

父
な
る
神
も
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
も' 

そ
れ
ぞ
れ
即
自
存
在
お
よ
び
対
自
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ' 

未
だ
抽
象
性
を
脱
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
絶
対
精
神
と
し
て
の
人
間
に
対
立
し
う
る
や
う
な
現
実
性
を
ま
だ
持
っ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘 

ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「絶
対
的
宗
教
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
の
み
、
他
の
諸
宗
教
に
つ
き
ま
と
っ
て
ゐ
た
一
切 

の
有
限
性
が
止
揚
さ
れ
、
精
神
が
即
”
且
口
対
自
存
在
と
し
て
の
真
の
絶
対
性
に
お
い
て
自
己
を
認
識
す
る
に
到
っ
た
か
ら
で
あ
り' 

ま 

た
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
の
み 

「精
神
す
な
わ
ち
神
と
は
何
で
あ
る
か' 

と
い
ふ
こ
と
が
顕
は
に
な
っ
て
ゐ
る
」

か
ら
で
あ
る
。

ま
た 

「啓
示
宗
教
」
と
呼
ば
れ
た
の
も
、
神
が
絶
対
精
神
と
し
て
の
自
己
の
本
質
を
真
理
に
お
い
て
全
面
的
に
顕
示
し
て
し
ま
っ
て
を
り
、
他



の
諸
宗
教
の
や
う
に
精
神
と
し
て
の
自
己
を
隠
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
有
限
的
精
神
が
自
己
の
本
質 

を
絶
対
精
神
と
し
て
認
識
し
、
同
時
に
絶
対
精
神
が
有
限
的
精
神
の
内
で
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
と
し
て
の
「
宗
教
の
概
念
」
が
完
成
さ 

れ
た
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
そ
の
精
神
と
し
て
の
内
容
は
「表
象
と
い
ふ
形
に
お
い
て
」
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る 

か
ら
、
そ
れ
は
更
に
「思
想
の
形
」
に
お
い
て
、

「概
念
」
と
し
て
哲
学
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
へ
た
。
こ
の 

や
う
に
精
神
が
自
己
自
身
の
概
念
に
到
達
す
る
道
程
を
叙
述
し' 

そ
の
目
標
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
明
に
す
る
こ
と
こ
そ
「真
の
辨
神
論 

で
あ
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
ゐ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は' 

真
理
の
完
全
な
啓
示
に
到
達
し
て' 

絶
対
精
神
と
し
て
自
覚
し
た
神
は
人
間
の
「意
識
に
対
し
て
対
象
」
と 

な
る
の
で
あ
り' 

神
と
人
間
と
の
関
係
は
信
仰
に
お
い
て
で
な
く
、
知
の
立
場
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
的
理
性
の 

外
に
立
っ
て
、
権
威
と
し
て
受
取
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
、
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
た
限
り
の
神
は' 

未
だ
真
理
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す 

る
に
到
っ
て
ゐ
な
い
抽
象
的
存
在
に
留
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
、
神
が
自
己
の
全
本
質
を
歴
史
の
内
に
実
現
し
て
、
真
理
に
お
い
て
顕
示 

さ
れ
た
神
と
な
る
た
め
に
は
、
超
理
性
的
超
世
界
的
人
格
と
し
て
の
神
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
へ
—
ゲ
ル
は
考
へ
た
。
 

「神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
は
一
般
に
は-
ー
イ
チ
ェ
に
よ
っ
て
始
め
て
語
ら
れ
た
と
思
は
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
同
様
の
表
現 

は
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
り' 

お
そ
ら
く-
ー
イ
チ
ェ
に
お
け
る
無
神
論
の
形
成
に
と
っ
て
も
無
関
係
で
は
あ
り
え
な 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
づ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ナ
期(

一
八
〇
二)

に
書
い
た
「
信
仰
と
知
、
或
い
は
主
観
性
の
反
省
哲
学
」
と
い 

ふ
著
作
の
末
尾
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
の
立
場
に
立
っ
て
カ
ン
ト
、
ヤ
コ
ー
ビ
 ゝ

フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
を
主
観
性
の
限
界
に
と
ど
ま
る
反
省
の
立
場
と
し
て
批
判
し
て
ゐ
る
。
彼
ら
は
哲
学
的
認
識
を
経
験
的
対
象
の
認
識
能 

力
と
し
て
の
悟
性
の
範
囲
に
限
定
し
、
思
惟
と
対
象
と
を
分
立
さ
せ
た
上
で' 

こ
の
や
う
な
有
限
的
な
反
省
知
の
外
、
或
い
は
上
に
設
定 

さ
れ
た
叡
知
的
な
無
限
者
の
領
域
に
信
仰
の
可
能
根
拠
を
保
証
し
た
。
こ
の
や
う
な
反
省
知
と
信
仰
の
分
離
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
ら
の
哲



学
の
根
本
的
制
約
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
が
理
論
的
な
学
と
し
て
の
絶
対
性
を
具
へ
る
と
と
も
に
ゝ
人
間
の
絶 

対
的
な
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
を
も
欲
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
神
を
人
間
の
理
性
に
と
っ
て
把
握
し
え
な
い
も
の
、
思
惟
し
え
な
い
も
の
と 

し
て
断
念
す
る
こ
と
に
は
満
足
せ
ず
、
超
感
性
的
な
無
限
者
を
認
識
す
る
最
高
の
悦
楽
を
理
性
に
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
し
か
し 

な
が
ら
、
理
性
が
理
性
の
側
か
ら
無
限
な
認
識
能
力
に
高
ま
っ
て
、
絶
対
者
と
の
無
差
別
的
同
一
性
に
到
達
し
う
る
た
め
に
は' 

絶
対
者 

自
身
の
側
か
ら
も
、
自
己
に
対
立
す
る
有
限
性
が
反
省
に
よ
っ
て
絶
対
者
を
有
限
化
す
る
こ
と
に
対
し' 

無
限
な
否
定
が
発
動
さ
れ
、
絶 

対
者
自
身
が
す
べ
て
の
有
限
性
を
永
遠
に
無
化
す
る
絶
対
的
否
定
性
の
原
理
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
や
う
な
観
点
か
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
や
う
に
述.
へ
て
ゐ
る
。

「純
粋
な
概
念
、
す
な
は
ち
ー
切
の
有
が
没
し
去
る
無
の
深
淵
と 

し
て
の
無
限
性
は
無
限
の
苦
痛
を
、
契
機
と
し
て
、

つ
ま
り
正
し
く
最
高
の
理
念
の
契
機
と
し
て
、
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の 

苦
痛
は
以
前
は
教
養
に
お
い
て
の
み
歴
史
的
に
存
在
し
て
ゐ
た
、
さ
う
し
て
近
代
の
宗
教
が
そ
こ
に
基
づ
い
て
ゐ
る
感
情
と
し
て
は
、
神 

が
自
ら
死
ん
だ0

。
慕
・
一
宵
二
ま
ま
ド)

と
い
ふ
感
情
で
あ
っ
た
。
——

こ
の
こ
と
は' 

譬
へ
ば

『
自
然
と
い
ふ
も
の
は
、
人
間
の
内
た
る 

と' 

人
間
の
外
た
る
と
を
問
は
ず
、
到
る
処
に
失
は
れ
た
神(
ロ
ロ ロ

贰
匸
喘
已
口)

の
痕
跡
を
つ
け
て
ゐ
る
』
と
い
ふ
パ
ス
カ
ル
の
表
現
に 

同

よ
っ
て' 

経
験
的
な
仕
方
で
し
か
な
い
が
言
ひ
表
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
」。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
神
の
死
が
直
ち
に
十
九
世
紀
後
半
に
な 

っ
て
自
覚
さ
れ
た
無
神
論
に
結
び
つ
く
わ
け
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
の
本
性
が
神
か
ら
堕
落
し
て
、
理
性
が
腐
敗
し
た
こ
と 

を
歎
い
て
ゐ
る
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
考
へ
併
せ
る
と' 

ヘ
ー
ゲ
ル
が
死
す
べ
き
神
と
見
做
し
て
ゐ
る
の
は' 

主 

観
性
の
形
而
上
学
に
お
け
る
理
性
の
有
限
化
に
伴
っ
て
、
「
理
性
の
限
界
線
の
彼
方
に
置
か
れ
」
、
抽
象
化
さ
れ
て
「
空
虚
な
も
の
」
と
な 

っ
た
神
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て' 

主
観
性
と
客
観
性
の
自
己
同
一
と
い
ふ
全
体
性
に
立
た
う
と
欲
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
言
葉
で 

こ
の
著
作
を
終
へ
て
ゐ
る
。

哲
学
的
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
た
真
の
無
限
性
は
「哲
学
に
絶
対
的
自
由
の
観
念
と' 

さ
ら
に
そ
れ
に
伴
っ
て
絶
対
的
な
苦
悩
も
し
く 

は
嘗
て
史
実
と
し
て
存
在
し
た
思
辨
的
な
悲
し
み
の
金
曜
日
を
与
へ
、
さ
う
し
て
正
し
く
あ
の
日
を
、
完
き
真
理
と
、
あ
の
日
の
神
の
喪



失
の
苛
酷
さ(
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に
お
い
て' 

再
興
し
な
て
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
神
の
喪
失
か
ら.

苛
酷
さ
だ
け
が
 ゝ

最
高
の
全
体
性
を
、
そ
の
完
き
真
剣
さ
と
そ
の
最
深
の
根
柢
か
ら
、
同
時
に
一
切
を
包
み
な
が
ら
、
そ
の
形
態
の
最
高
に
快
活
な
自
由
に 

お
い
て
、
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
悲
し
み
の
金
曜
日
に
お
け
る
「神
の
喪
失
」
は
当
然
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
死
が
予
想
さ
れ
、
最
高
の
快
活
さ 

に
充
溢
れ
た
主
客
同
一
の
復
活
と
は
、
栄
光
の
キ
リ
ス
ト
が
霊
と
し
て
復
活
し
た
こ
と
を
指
す
と
推
定
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
著 

作
の
最
後
の
箇
所
は
イ
エ
ナ
期
の
産
物
で
あ
り
な
が
ら
、
五
年
後
に
上
梓
さ
れ
た
「精
神
現
象
学
」
の

「啓
示
宗
教
」
の
章
に
お
い
て
叙 

述
さ
れ
た
「神
の
子
の
死
」
の
思
想
を
先
取
し
て
ゐ
る
と
言
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
こ
で
は
、
死
と
復
活
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
は 

人
間
と
し
て
具
へ
て
ゐ
る
感
性
的
な
「
個
別
者
の
非
存
在
か
ら
、
霊
す
な
は
ち
精
神
の
普
遍
性
に
高
め
ら
れ
る
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。

へ 

丨
ゲ
ル
に
お
い
て
は' 

父
な
る
神
は
即
自
存
在
と
し
て
抽
象
性
に
と
ど
ま
っ
て
を
り' 

こ
の
父
が
自
己
を
知
ら
う
と
し
て
自
己
を
外
化
し
・ 

一
人
の
現
実
的
人
間
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
さ
れ
た
神
は
人
間
精
神
に
自
己
を
顕
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
対
自
存
在
に
お
け
る
自 

己
と
し
て
立
て
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
も
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
未
だ
他
在
と
い
ふ
形
に
留
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
か
か
る
神
は
更
に
自
己
を
否 

定
し
て
、
即
ド
旦
”
対
自
存
在
に
ま
で
自
己
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
「精
神
現
象
学
」
に
お
い
て
は
、
神
の
死
は
神 

が
精
神
と
し
て
自
己
実
現
し
て
ゆ
く
た
め
の
論
理
的
必
然
的
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
霊
と
し
て
の
神
は 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
が
真
に
自
己
を
実
現
し
た
神
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
絶
対
的
な
仕
方
で
認
識
す
る
絶
対
精
神
で
あ
る
。
啓
示
宗 

教
に
お
け
る
こ
の
や
う
な
霊
の
立
場
の
内
容
と
な
っ
て
ゐ
る
絶
対
精
神
が
概
念
と
し
て
認
識
さ
れ
る
時
、
人
間
的
意
識
の
自
己
認
識
は
完 

成
に
到
達
し
、
絶
対
知
と
な
る
の
で
あ
る
。

「精
神
現
象
学
」
に
お
け
る
「神
が
自
ら
死
ん
だ
」
0
0
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と
い
ふ
思
想
は
非
常
に
興
味
深
い
が
、

こ
こ
で 

は
も
は
や
こ
れ
以
上
立
入
っ
て
考
察
し
て
ゐ
る
余
裕
が
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
伝
統
的
な
教
会
教
理
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
・
イ 

エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
復
活
は
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
で
あ
っ
て' 

人
間
理
性
に
対
す
る
超
越
的
意
志
と
し
て
の
父
な
る
神
に
対
す
る
信
仰
の



基
礎
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て' 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
性
の
彼
岸
に
隠
さ
れ
た
一
切
の
神
秘
を
理
性
に
よ
っ
て
解
体
し
尺
し
、
理
性
的 

精
神
の
内
容
に
し
て
し
ま
ふ
。

「神
の
死
」
と
そ
の
苦
痛
は
近
代
的
人
間
の
意
識
が
辯
証
法
的
に
発
展
し
て
ゆ
く
た
め
の
必
然
的
契
機
と 

し
て
正
当
化
さ
れ
、
絶
対
精
神
の
形
而
上
学
に
完
全
に
内
在
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お 

け
る
父
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
が
「
不
幸
な
る
意
識
」
に
閉
込
め
ら
れ
て
ゐ
て
、
完
全
な
真
理
に
ま
で
自
己
を
展
開
し
て
ゐ
な
い
と 

い
ふ
こ
と
を
論
理
的
に
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
へ
—
ゲ
ル
の
神
観
は
デ
カ
ル
ト
の
理
性
概
念
と
し
て
の
神
観
に
含
ま
れ
て 

ゐ
た
信
仰
の
神
へ
の
否
定
性
の
傾
向
を
完
全
に
現
実
化
し
た
も
の
と
言
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ご
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
歿
後
の
形
而
上
学 

的
無
神
論
へ
の
道
を
大
き
く
開
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
「
信
仰
と
知
」
の
結
語
に
お
い
て
、
若
き
へ
—
ゲ
ル
が
表
明
し
た
、
苦
痛
の
極
限
か
ら
快
活
な
気
分
に
転 

換
す
る
と
い
ふ
、

一
種
の
陶
酔
し
た
気
分
に
は
、

ニ
イ
チ
ェ
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
へ
の
讃
歌
や
神
を
殺
す
者
と
し
て
の
ツ
ァ
ラ
ト 

ウ
ス
ト
ウ
ラ
の
哄
笑
と
深
く
通
じ
合
ふ
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
も
と
よ
り
先
に
も
注
意
し
た
や
う
に' 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
形 

而
上
学
を
ニ
イ
チ
エ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
哲
学
に
直
結
さ
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
両
者
が
同
じ
ゃ
う
に
「
神
は
死
ん
だ
」
と
語
っ
て
ゐ 

て
も
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は-
一
イ
チ
エ
と
は
別
の
事
柄
を
考
へ 

て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。

ニ
イ
チ
ェ
自
身
は
、

一
方
で
は
「令
名
あ
る
ド
イ
ツ
人
た 

越

ち
の
間
で
お
そ
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
以
上
に
才
能
の
あ
っ
た
者
は
誰
も
ゐ
な
か
っ
た
」
と
言
ひ
、
ま

た

「わ
れ
わ
れ
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も 

の
よ
り
以
上
に' 

生
成
、

発
展
に
、

本
能
的
に
も
っ
と
深
い
意
味
と
豊
か
な
価
値
を
量
り
分
け
て
ゐ
る
限
り
、

仮
に
嘗
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の 

や
う
な
人
が
ゐ
な
か
っ
た
と
し
て
も' 

わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
は
ヘ
ー
ゲ
リ
ア
ン
な
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
ゐ
る
ほ
ど
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
天
才 

妙 

を
高
く
評
価
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
敵
意
」
に
同
調
し
て' 

へ
！
ゲ
ル
を
大 

い
に
攻
撃
し
て
ゐ
る
。

ー
ー
イ
チ
ェ
か
ら
見
る
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は

「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
へ
の
信
仰
の
没
落' 

学
と
し
て
の
無
神
論 

の
勝
利
」
を
明
白
に
し
た
「
無
条
件
に
誠
実
な
無
神
論
」
の
戦
士
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
辯
証
法
論
理
の
技
巧
と
存 

在
を
発
展
過
程
に
お
い
て
捉
へ
る
歴
史
的
セ
ン
ス
を
駆
使
し
て' 

神
を
生
成
，
発
展
の
相
の
下
に
生
き
永
ら
へ
さ
せ
、
こ

の

「全
ヨ
ー
ロ



ッ
パ
的
な
出
来
事
」
で
あ
る
ー
ー
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
を
遅
ら
せ
た
、
と
考
へ
た
。
そ
れ
故
に
ニ
イ
チ
エ
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
第
一
級
に-
一
ヒ
リ 

ズ
ム
を
遅
ら
せ
た
奴
だ
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
ニ
イ
チ
エ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
加
へ
た
悪
口
に
も
拘
ら
ず
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
両 

者
の
間
に
は
、
す
べ
て
の
形
而
上
学
の
本
質
の
内
に
秘
め
ら
れ
て
ゐ
る
或
る
本
質
的
な
連
関
が
存
在
す
る
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。

「神
は
死 

ん
だ
」
と
い
ふ
同
じ
言
葉
を
一
つ
の
手
懸
り
と
し
て
、
約
八
十
年
の
隔
り
を
越
へ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
と
ニ
イ
チ
エ
の
間
に
は
や
は
り
精
神
の 

深
い
照
応
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
イ
チ
ェ
に
よ
っ
て
「神
は
死
ん
だ
」
と
い
ふ
言
葉
が
最
初
に
書
き
誌
さ
れ
た
の
は
、

「
か
く
の
如
く
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ウ
ラ
は
語
っ 

た
」
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
書
か
れ
た
「悦
ば
し
き
知
識
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

一
八
ハ
二
年
に
書
か
れ
た
本
書
の
第
三
巻
の
「
狂
人
」
と
題 

さ
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ス
ム
第
一
ニ
五
番
の
中
で
、
不
真
面
目
に
笑
ふ
多
数
の
不
信
仰
な
人
人
に
取
巻
か
れ
た
狂
人
の
口
か
ら
、

「神
は
死
ん 

だ!

神
は
死
ん
で
ゐ
る
一
・
」

〇
〇
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一
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と
叫
ば
せ
て
ゐ
る
。
こ
こ
で
ニ
イ
チ
ェ
が
こ
の
「
不
気
味
な
出
来 

事
」
を
狂
人
に
語
ら
せ
て
ゐ
る
の
は
面
白
い
。
狂
人
を
眺
め
て
ゐ
る
冷
淡
な
常
識
人
や
科
学
的
人
間
に
は
根
本
的
な
真
理
へ
の
情
熱
が
欠 

け
て
ゐ
る
の
に
反
し
て' 

日
常
性
の
次
元
に
逆
立
ち
を
要
求
す
る
真
理
は
し
ば
し
ば
狂
気
に
お
い
て
顕
は
に
な
る
。
 

狂
人
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
た
神
の
死
は
健
全
な
常
識
人
た
ち
が
囉
立
て
る
や
う
に
「
紛
失
さ
れ
た
」
の
で
も
な
く
、
「
子
供
の
や
う
に
走 

り
出
て
し
ま
っ
た
」
の
で
も
な
い
。
狂
人
は
「
僕
ら
が
神
を
殺
し
た
の
だ
——

君
た
ち
と
僕
が
だ!

僕
ら
は
皆
、
神
の
殺
害
者(8

0：
耳
咎) 

な
の
だ!

」
と
宣
言
す
る
。
さ
う
し
て
神
の
殺
害
と
い
ふ
行
為
は
「海
を
呑
み
干
し
」
た
り
、
「
海
綿
で
地
平
線
を
全
部
消
し
て
し
ま
ふ
」 

や
う
な
異
常
な
振
舞
で
あ
っ
て
、
ど
こ
へ
逃
げ
出
さ
う
に
も
地
平
線
が
な
け
れ
ば
前
も
後
も
な
く
、
上
も
下
も
な
く
、

「
涯
し
な
い
虚
無 

の
中
を
さ
迷
ふ
」
し
か
な
い
、
と
歎
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
人
間
に
殺
さ
れ
た
神
と
は
誰
で
あ
る
か
は
明
言
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
 

し
か
し
そ
の
四
年
後
に-
-

そ
れ
は
ま
た
「
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ウ
ラ
」
が
完
成
さ
れ
た
年
で
あ
る
が-
-

附
加
へ
ら
れ
た
「悦
ば
し
き
知 

識
」
の
第
五
巻
「我
ら
、
怖
れ
な
き
者
た
ち
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ス
ム
第
三
四
三
番
に
お
い
て
は
、
死
ん
だ
と
告
げ
ら
れ
た



神

と

は

「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
を
指
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
死
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
が
「近 

代
の
最
大
の
出
来
事
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
神
は
単
に
教
会
的
伝
統
の
内
側
で
信
仰
の
対
象
と
し
て
あ
る
神 

で
は
な
く
、
近
代
性
が
提
起
し
た
あ
ら
ゆ
る
問
題
と
の
対
決
を
経
て
来
た
神
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
所
謂
「哲
学
者
た
ち
の
神
」 

と
重
ね
合
は
さ
れ
た
神
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ニ
イ
チ
エ
が
使
用
し
た
「神
」
と
い
う
概
念
は
「超
感
性
界
一
般
」
、

す

な

わ

ち

「
理
念
と
理
想
の
領
域
」
を
表
示
す 

る
名
称
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。

「超
感
性
界
」
と
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
西
洋
に
お
い
て
一
貫
し
て' 

絶
へ
ず
変
化
し
て
真
の
現
実
性
を
も 

た
な
い
感
性
界
の
背
後
に
在
っ
て
、
感
性
界
を
基
礎
づ
け
て
ゐ
る
「真
実
に
し
て
、
且
つ
本
来
的
に
現
実
的
な
世
界
」
と
し
て
思
惟
さ
れ 

て
き
た
の
で
あ
り' 

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「形
而
上
学
的
世
界
」
を
意
味
す
る
。

ニ
イ
チ
エ
に
よ
っ
て
神
の
死
が
宣
告
さ
れ
た
と
い
ふ
こ 

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
同
時
に
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
伝
統
さ
れ
て
き
た
形
而
上
学
の
第
一
原
理
と
し
て
の
神
に
対
す
る
絶
対
否
定
が
含 

め
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に' 

ニ
イ
チ
エ
が
プ
ラ
ト
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
体
系
全
体
に
鉄
槌
を
下
さ
う
と
し
て
「神
は
死
ん
だ!

」
 

と
語
っ
た
時' 

そ
の
神
に
は
信
仰
の
神
の
死
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
ま
で
含
め
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
 

こ
の
や
う
に
プ
ラ
ト
ン
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
到
る
歴
史
を
も
つ
西
洋
形
而
上
学
に
対
す
る
根
本
的
な
「反
対
運
動
」
と
し
て
神
の
死
が
語 

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ニ
イ
チ
ェ
に
お
い
て
無
神
論
は
単
な
る
宗
教
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
の
哲
学
の
本
質
的
な
在
り
方
を
表 

す
ー
ー
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
積
極
的
に
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ニ
イ
チ
エ
の-
ー
ヒ
リ
ズ
ム
は
し
ば
し
ば
誤
解
に
蔽
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
こ
に 

は
近
代
性
の
特
色
で
あ
る
世
俗
化
の
実
現
と
い
ふ
歴
史
的
課
題
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。
特

に

「
か
く
の
如
く
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ウ
ラ
は
語 

っ
た
」
の
第
一
部
に
お
け
る
「
三
つ
の
変
化
に
つ
い
て
」
の
章
に
明
ら
か
な
や
う
に
、
彼
に
と
っ
て
ー
ー
ヒ
リ
ズ
ム
は
人
間
の
自
由
の
真
の 

実
現
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
自
身
も
や
は
り
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
己
超
越
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り' 

そ
れ
は 

ま
た
西
洋
的
思
惟
そ
の
も
の
の
根
本
的
転
換
を
必
要
と
す
る
。
か
く
し
て
、

ニ
イ
チ
ェ
に
お
け
る
無
の
立
場
は
神
の
無
化' 

す
な
は
ち
西 

洋
形
而
上
学
に
お
い
て
一
切
の
存
在
者
に
対
す
る
超
越
と
し
て
見
出
さ
れ
て
来
た
神
そ
の
も
の
に
対
す
る
超
越
の
場
と
し
て
開
か
れ
た
。



㉛
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と' 

ニ
イ
チ
ェ
に
と
っ
て
ー
ー
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
「
西
洋
の
歴
史
の
根
本
運
動
」
で
あ
り
、
「
西
洋
の
歴
史
に
”
内
面
的
な 

㉒

@

 

論
理
”
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
ゐ
る
。

さ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ニ
イ
チ
エ
の
間
の
「或
る
本
質
的
な
連
関
」
と
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
西 

洋
形
而
上
学
の
全
歴
史
に
「内
面
的
な
論
理
」
の
展
開
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
神
を
無
化
す
る
こ
と
が
哲
学
的
真
理
の
た
め
に
最 

も
本
質
的
で
必
然
的
な
契
機
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
ろ
う
。

現
代
に
お
い
て' 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
逢
著
し
た
最
も
困
難
な
問
題
は
お
そ
ら
く
「
西
洋
の
歴
史
の
内
面
的
論
理
」
の
帰
結
と
し
て
も 

た
ら
さ
れ
た
無
神
論
と
の
対
決
で
あ
ら
う
。
神
に
対
す
る
超
越
の
場
、
す
な
は
ち
神
を
も
無
化
す
る
原
理
と
し
て
現
れ
た
無
の
場
は
、
神 

信
仰
自
体
を
徹
底
的
に
無
意
味
化
す
る
力
を
も
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
情
況
に
直
面
し
て
、
信
仰
の
立
場
の
可
能
根
拠
は
一
体
ど
こ
に 

見
出
し
う
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
無
神
論
の
主
張
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
真
理
と
し
て
全
面
的
に
受 

容
し
た
上
で
成
立
つ
や
う
な
神
信
仰
を
証
し
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
こ
の
や
う
な
課
題
に
応
へ
う 

る
の
は
お
そ
ら
く
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
ヤ
ー
コ
ブ
：
ヘ
ー
メ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
乗
仏
教
の
空
の
場
に
立
脚
し
た
浄
土
信 

仰
の
立
場
に
深
く
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
世
界
的
意
義
は
こ
れ
か
ら
次
第
に
見
出
さ
れ
て
ゆ
く
に
違
ひ
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
浄
土
教 

の
側
も
、
宗
教
そ
の
も
の
の
否
定
を
も
た
ら
し
た
世
俗
化
の
問
題
と
の
対
決
を
と
ほ
し
て
、
信
仰
の
確
実
な
基
礎
を
見
出
さ
う
と
試
み
て 

ゐ
る
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
大
い
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
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