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説
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内

村

鑑

二活己
Eヨ叫:..、

(ー)

歴

史

識

の

松

沢

弘

陽

じ

は

め

に

救
済
史
観
の
形
成

(
I
Eま
で
本
号
)

救
済
史
観
の
転
廻

v"I 

め

じ

内
村
鑑
三
の
思
想
史
的
検
討
を
こ
こ
ろ
み
る
本
稿
の
主
題
は
、
内
面
的
に
密
接
に
関
連
す
る
が
一
応
二
つ
に
分
た
れ
る
。
第
一
は
、
今
日

ま
で
の
内
村
論
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
「
日
本
的
基
督
教
」
あ
る
い
は
「
福
音
の
土
着
化
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
繰
り
返
し

論
及
さ
れ
て
来
た
、
内
村
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
内
村
に
は
、
福
音
信
仰
の
立
場
か
ら
す
る

臼
本
の
伝
統
に
対
す
る
極
め
て
積
極
的
な
評
価
、
日
本
の
現
状
に
対
す
る
深
い
愛
着
の
ゆ
え
の
「
予
言
者
的
」
批
判
、
将
来
の
日
本
に
つ
い
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て
の
世
界
史
的
使
命
の
期
待
、
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
本
の
過
去
・
現
在
・
将
来
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
内
村
の
場
合
内
的

に
首
尾
一
貫
し
た
関
係
に
あ
り
、
時
の
経
過
と
と
も
に
現
在
の
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
が
暗
さ
を
加
え
て
い
っ
た
の
に
、

い
わ
ば
反
比
し
て
、

過
去
と
将
来
の
イ
メ
ー
ジ
は
次
第
に
輝
き
を
増
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本
の
伝
統
の
上
に
神
よ
り
直
接
に
恵
ま
れ
る
福
音
が
「
接
木
」

さ
れ
て
「
日
本
的
基
督
教
」
を
形
成
し
、

こ
の
「
日
本
的
基
督
教
」
が
同
時
に
世
界
的
な
初
出
l
H
え
2
5
2
Eロ
を
主
導
す
る
普
遍
的
使
命
を

に
な
う
こ
と
が
、
期
待
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
よ
う
な
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差

こ
そ
あ
れ
明
治
の
初
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
村
は
そ
れ
を
一
つ
の
極
限
に
ま
で
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
内
村
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
そ
の
後
の
無
教
会
主
義
の
中
に
継
承
展
開
さ
れ
て
、

日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
無
教

義
の
一
つ
の
特
質
を
な
す
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
の
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ト
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
問
題
の
所
在
が
指
摘
さ
れ
そ
の
意
義
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
既
に
久
し
い
の
に
比

、
、
、
、
、

し
て
、
具
体
的
な
分
析
は
ま
だ
乏
し
い
。
研
究
の
こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
筆
者
が
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
時
、
さ
し
あ

た
り
検
討
を
迫
ら
れ
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
先
ず
、
実
証
的
な
い
し
考
証
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
内
村
は
、
日
本
の
思
想
的
伝
統
の
ど

の
よ
う
な
要
素
を
選
択
し
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
。
内
村
に
お
い
て
生
じ
た
イ
メ
ー
ジ
を
所
与
の
前
提
と
し
、
そ
こ
か

(1) 

ら
出
発
し
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、

一
た
ん
そ
れ
を
離
れ
、

む
し
ろ
内
村
の
選
択
と
解
釈
に
よ
っ
て
彼
に
特
有
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ

内村鑑三の歴史意識

る
過
程
を
こ
そ
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
論
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
ま
た
、
今
日
徳
川
正
統
体
制
の
解
体
か
ら
明
治
啓
蒙
へ
の

思
想
史
的
過
程
の
解
明
に
比
し
、
著
し
く
た
ち
お
く
れ
て
い
る
感
の
あ
る
、
伝
統
思
想
か
ら
明
治
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
へ
の
思
想

史
的
移
行
の
過
程
を
理
解
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、

日
本
の
過
去
と
将
来
に
つ
い
て
の
福
音
信
指
か
ら
す
る
積
極
的
な
主
張
は
、
内
村
の
場
合
ど
の
よ
う
な
前
提
あ
る
い
は
妥
当
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説

根
拠
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
。
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
内
村
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
彼
の
救
済
論
さ

ら
に
彼
自
身
の
救
済
体
験
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
あ
る
い
は
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
か
。
普
遍
的
救
済
宗
教
が
、
地
上
の
特
殊
な
ナ
シ
ヨ

論

ナ
リ
テ
ィ
と
の
緊
張
関
係
を
充
分
に
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
の
妥
当
根
拠
に
つ
い
て
の
反
省
が
乏
し
い
ま
ま
に
、
そ
れ
に
対
す
る

積
極
的
な
評
価
を
敢
て
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
機
会
主
義
的
な
性
格
を
濃
く
し
、
普
遍
的
救
済
宗
教
は
、
こ
れ
を
通
し
て
特
殊

的
な
固
有
思
想
と
の
ず
る
/
ヘ
な
「
習
合
」
に
傾
く
で
あ
ろ
う
。
論
点
先
取
的
に
い
え
ば
、
内
村
自
身
は
、
例
え
ば
そ
の
同
時
代
人
海
老

名
弾
正
の
「
日
本
的
基
督
教
」
や
松
村
介
石
の
シ
ン
ク
レ
テ
イ
ズ
ム
に
現
わ
れ
た
よ
う
な
「
習
合
」
へ
の
傾
斜
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
た
。
し

、
、
、
、

か
し
そ
の
場
合
も
な
お
、
こ
の
点
は
内
村
解
釈
に
お
け
る
問
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
内
村
の
没
後
特
に
「
支
那
事
変
」
以
後
に
至
っ
て
、

内
村
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
従
え
ば
「
支
那
事
変
」
は
義
認
さ
れ
る
と
し
、
あ
る
い
は
内
村
を
「
大
東
亜
戦
争
の
予
言
者
」
視
し
た
よ
う

な
内
村
観
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
外
に
も
教
会
内
に
も
、
さ
ら
に
内
村
に
深
く
傾
到
し
た
無
教
会
主
義
の
人
々
の
中
に
さ
え
も
現
わ
れ
る
に
い

〔

4
〉

た
っ
た
が
、
こ
う
し
た
現
象
も
、

一
つ
に
は
、
内
村
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
成
立
の
前
提
や
妥
当
根
拠
に
つ
い
て
充
分
か
え

り
み
る
と
こ
ろ
の
な
い
内
村
理
解
に
発
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
の
問
題
は
右
の
論
点
と
密
接
に
関
連
し
そ
れ
の
理
解
へ
の
前
提
と
な
る
内
村
の
歴
史
観
の
問
題
で
あ
る
。
内
村
が
日
本
の
過
去
、

現
在
、
将
来
に
つ
い
て
首
尾
一
貫
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
た
時
、

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
観
が
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
立
ち
い
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
場
合
、
内
村
に
お
い
て
歴
史
1
1
1
世
俗
史
1
1
1
と
神
の
救
済
の
行
為
|
|
せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
彼
自
身
の
救

済
体
験
j
i
l
l
と
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
現
状
に
つ
い
て
ペ
シ
ミ
ズ
ム
も
、
過
去
と
り
わ
け
将
来
に
つ
い

て
の
壮
大
な
イ
メ
ー
ジ
も
、

こ
う
し
た
歴
史
観
を
前
提
と
し
て
初
め
て
そ
の
意
味
を
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
主
題
に
接
近
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
右
の
歴
史
観
の
問
題
を
先
ず
検
討
し
、
そ
の
後
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
内
村
の
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

北法17(4・58)592



こ
う
し
て
内
村
の
歴
史
観
に
対
す
る
関
心
か
ら
そ
の
生
涯
を
通
観
す
る
と
き
、
そ
こ
に
二
つ
の
時
期
が
浮
び
上
っ
て
来
る
。

村
が
史
論
の
領
域
で
健
筆
を
ふ
る
っ
た
一
八
九
三
・
四
年
か
ら
一
九

O
O年
頃
ま
で
、
三

O
才
代
の
数
年
間
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
史
論

一
つ
は
内

に
お
い
て
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
直
接
に
は
示
さ
れ
ず
、
歴
史
叙
述
の
構
想
と
多
彩
な
叙
述
の
底
に
沈
潜
し
た
感
が
あ
る
。
他
は

一
九
一
八
・
九
年
、
五

O
才
代
の
後
半
に
お
け
る
、
二

O
世
紀
初
頭
の
植
村
・
海
老
名
の
新
神
学
論
争
と
な
ら
ん
で
戦
前
日
本
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
イ
ズ
ム
史
に
お
け
る
こ
大
エ
ポ
ツ
グ
の
一
っ
と
も
い
わ
れ
る
「
基
督
再
臨
」
の
提
唱
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
は
、
再
臨
待
望
に

圧
倒
さ
れ
て
世
俗
史
の
過
去

l
l現
在
・
現
在

l
l将
来
の
行
程
を
そ
れ
自
体
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
に

対
し
て
一
見
対
椋
的
な
態
度
が
現
れ
る
こ
つ
の
時
期
を
通
じ
そ
の
前
後
の
歴
史
観
を
見
通
す
時
、
彼
の
歴
史
観
が
明
ら
か
に
大
き
な
変
化

そ
の
底
に
連
続
し
て
変
ら
ぬ
要
素
の
存
在
す
る
こ
と
が
見
う
け
ら
れ
る
o

い
い
か
え
れ
ば
内
村
は
、
そ

を
と
げ
な
が
ら
、

し
か
も
な
お
、

の
初
期
の
歴
史
観
に
思
想
内
在
的
に
苧
ま
れ
て
い
た
問
題
性
に
、
彼
個
人
の
生
に
お
け
る
、

ま
た
二

O
世
紀
初
頭
の
世
界
の
激
動
か
ら
す

る
衝
撃
を
受
け
て
、
動
揺
し
混
迷
し
な
が
ら
も
思
索
を
深
め
て
、
思
想
的
転
廻
を
と
げ
る
の
で
あ
る
。

(1) 

こ
の
、
内
村
に
お
け
る
、
根
本
に
お
け
る
同
一
性
を
保
ち
な
が
ら
も
転
換
を
と
げ
た
歴
史
観
を
、

し
た
い
。
「
吾
等
信
ず
る
者
に
取
て
は
歴
史
は
揖
理
な
り
、
大
な
る
意
志
は
歴
史
を
通
し
て
一
徹
す
。
是
れ
人
類
を
救
は
ん
震
の
神
の

み
し
ご
と

聖
工
な
り
」
(
我
主
耶
蘇
基
督
、
岩
波
版
全
集
第
一

O
巻)。

」
こ
で
は
救
済
史
観
と
呼
ぶ
こ
と
に

内村鑑三の歴史意識

歴
史
l
lー
世
俗
史
の
中
に
、
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
い
て
神
の
行
為
の
線
l
l
!神
の
救
済

の
計
画
が
働
い
て
い
る
と
い
う
歴
史
理
解
、
他
面
か
ら
い
え
ば
、
個
々
人
の
救
済
も
普
遍
的
客
観
的
な
歴
史
の
秩
序
の
中
に
か
た
く
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
、

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
史
論
に
活
躍
し
た
こ
ろ
一
応
そ
の
形
成
を
お
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、

の
ち
特
に
日
露
戦
争
中
を
通
じ
て
深
刻
な
デ
ィ
レ
ン
マ
に
う
ち
あ
た
り
、
思
想
的
苦
闘
と
模
索
に
追
い
こ
ま
れ
て
行
っ
た
。
そ
こ
に
第
一

次
大
戦
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
て

こ
の
歴
史
観
さ
ら
に
救
済
観
が
大
き
く
転
換
し
、

リ
パ
イ
パ
ル
的
運
動
と
し
て
直
接
に
公
衆
に
う
つ

北法17(4・59)593



説

た
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
o

結
論
を
い
く
ら
か
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
救
済
史
観
の
形
成
か
ら
転
換
に
い
た
る

推
移
を
、
進
歩
の
希
望
か
ら
終
末
の
待
望
へ
の
転
換
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
で
は
、
こ
の
形
成
の
経
過
と
帰
結

τ昨

日間

を
、
こ
で
は
転
換
の
経
過
と
そ
の
結
果
を
と
り
あ
げ
た
い
。

以
下
一
九
一
一
一
一
一

l
一
一
一
一
一
一
年
、
岩
波
版
全
集
を

Z

一
九
五
三

l
五
五
年
、
岩
波
版
著
作
集
を

S

一
九
六
一

1
1
六
六
年
、
教
文
館
版
日
記
書
簡
全
集
を

D

と
略
記
し
、
例
え
ば
、

Z
2
は
岩
波
版
全
集
第
二
巻
を
示
す
。

山
本
泰
次
郎
編
教
文
館
版
の
聖
書
注
解
全
集
、
信
仰
著
作
全
集
も
参
照
し
特
に
後
者
第
二
五
巻
の
年
諮
・
総
索
引
に
は
よ
る
と
こ
ろ
極
め
て
大
き
か
っ
た
。

た
だ
、
教
文
館
版
各
全
集
は
表
記
の
書
き
か
え
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
は
原
則
と
し
て
、
岩
波
文
庫
・
岩
波
版
著
作
集
に
採
録
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
に
、

そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
岩
波
版
全
集
に
よ
っ
た
。
な
お
、
英
文
著
作
・
書
簡
に
つ
い
て
は
、
岩
波
版
、
教
文
館
版
各
全
集
所
収
の
邦
訳
を
参
照
し
た
上
別
に
訳

を
試
み
た
も
の
が
多
い
。

〈

1
〉
現
在
こ
の
点
に
関
し
て
、
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
・
問
題
設
定
・
挙
証
な
ど
を
通
じ
て
す
ぐ
れ
た
業
績
の
一
つ
は
、
立
論
の
多
く
に
つ
い
て
丸
山
真
男
教

授
の
研
究
に
よ
る
と
こ
ろ
大
き
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
明
治
移
蒙
研
究
戸
田

R
r
F
F冨
5
a
何
己
記

Z
E
B
S
F
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
日
本
の
初

期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
を
と
り
あ
げ
る
に
つ
い
て
も
、
こ
の
書
物
に
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
き
か
っ
た
。

〈

2
〉
「
海
老
名
弾
正
伝
」
記
者
渡
瀬
常
士
口
は
「
日
清
戦
争
の
義
を
論
ず
」
「
世
界
歴
史
に
徴
し
て
日
支
の
関
係
を
論
ず
」
を
紹
介
し
、
そ
こ
に
一
不
さ
れ
た
「
内

、
、
、

村
氏
の
平
和
の
為
め
に
メ
ス
を
入
れ
る
の
だ
と
の
議
論
は
、
今
日
昭
和
十
三
年
に
於
け
る
支
那
事
変
に
十
二
分
に
当
て
は
ま
る
程
適
確
な
る
所
克
」
(
海

老
名
強
正
伝
、
一
九
三
八
年
、
二
二
七
頁
、
傍
点
引
用
者
〉
で
あ
り
、
「
支
那
事
変
」
に
現
れ
た
「
日
本
の
東
亜
、
並
に
世
界
に
対
す
る
新
使
命
」
を
「

日
夜
祈
求
さ
れ
た
」
(
同
三
八
九
頁
〉
海
老
名
勝
正
と
「
全
然
:
:
:
同
意
見
と
思
う
」
(
同
二
二
七
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

〈

3
〉
例
え
ば
、
筆
者
が
教
会
人
と
し
て
の
戦
争
経
験
を
有
す
る
人
と
の
個
人
的
談
話
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
内
村
の
初
期
に
属
す
る
「
地
人
論
」
が
「
余

は
如
何
に
し
て
基
替
信
徒
と
な
り
し
か
」
三
九
三
八
年
、
岩
波
文
庫
に
収
録
〉
、
「
求
安
録
」
(
一
九
三
九
年
同
様
〉
、
「
代
表
的
日
本
人
」
(
一
九
回
}
年

同
様
)
等
の
後
を
承
け
て
、
大
平
洋
戦
争
下
の
一
九
四
二
年
、
岩
波
文
庫
に
収
録
さ
れ
た
時
、
キ
リ
ス
ト
者
、
非
キ
リ
ス
ト
者
を
通
じ
著
者
内
村
に
つ
い
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て
こ
う
し
た
う
け
と
り
方
を
す
る
読
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

(
4
〉
曲
目
見
の
限
り
で
は
、
柏
木
教
友
会
を
母
胎
と
し
、
後
に
至
っ
て
も
主
と
し
て
旧
教
友
会
に
属
す
る
人
々
が
寄
稿
し
て
い
た
「
基
督
信
徒
之
友
」
誌
所
収

の
文
章
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
特
に
顕
著
な
も
の
が
見
う
け
ら
れ
る
。

(

5

)

こ
の
概
念
に
つ
い
て
必
ず
し
も
神
学
史
上
回
色
ω間

g
n
y
w
z
z
を
標
語
と
し
て
現
わ
れ
た
特
定
学
派
を
念
頭
に
お
く
わ
け
で
は
な
く
、
定
義
に
つ
い

て
は
出
巳
-
m
m
m
R
Y
U
7
8
(
m・

o・
。
-wω

〉
C
D
・
-
口
同
)
な
ど
を
参
照
し
た
o

た
だ
現
代
神
学
に
お
い
て
救
済
史
や
歴
史
神
学
の
概
念
を
強
調
す
る

開

-
T
E
R
q
(り
お
吋
roo
一D間
E
L
g
Z
2
3
、吋

g
g
g
E
E
-
-由
邑
・
村
上
伸
一
訳
、
新
約
聖
書
神
学
)
、

0
・ハリロ

-
5
5ロ
(
の

E
2
5
5仏
仏

5

N
巾

F

N

〉
C
E
-
-
g
h
p
∞
・
前
田
護
郎
訳
、
キ
リ
ス
ト
と
時
)
の
所
説
と
く
に
時
間
観
・
歴
史
観
や
聖
書
理
解
に
は
半
世
紀
前
後
を
へ
だ
て
L

内
村
の
そ
れ
に
照
応
す

る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
興
味
深
い
問
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

救
済
史
観
の
形
成

ニ
へ
の
手
が
か
り
の
意
味
も
ふ
く
め
て
出
来
る
限
り
歴

一
で
は
、
こ
の
時
期
の
内
村
の
歴
史
観
に
つ
い
て
先
ず
そ
の
形
成
の
背
景
を
、

そ
の
上
で
、
形
成
さ
れ
た
歴
史
観
の
思
想
的
構
造
を
見
通
し
う
る
よ
う
に
、
多
様
な
断
片
的
表
現
の
な
か

史
的
に
た
ど
り

(
I
・E
)、

か
ら
再
構
成
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
。

(
E
-
W
H
Y
-
で
は
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
に
お
け
る
内
村
の
伝
記
的
な
素
描
が
、

E
で
は
、
そ
の
よ

う
な
歩
み
の
中
で
の
歴
史
観
の
形
成
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
を
な
す
究
極
的
な
世
界
像
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
さ
ま
外
¥
な
思
想
的
構
成

)
 

唱
E
A(
 

要
素
と
そ
の
相
互
の
関
連
に
つ
い
て
の
検
討
が
主
題
と
な
る
。

内村鑑三の歴史意識

I 

内
村
は
歴
史
観
の
形
成
に
お
い
て
パ

l

ス
ナ
ル
に
ま
た
書
物
を
通
じ
て
誰
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
た
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
彼
の

歴
史
へ
の
関
心
は
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
や
彼
に
つ
い
て
の
批
評
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
そ

れ
を
裏
づ
け
る
彼
の
文
章
で
の
引
用
や
論
及
、
遣
さ
れ
た
手
沢
本
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
内
村
は
驚
く
べ
き
読
書
家
で
あ
り
、
ま
た
公
け
に
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説

し
た
文
章
・
講
演
や
私
信
の
量
と
質
に
お
い
て
も
同
時
代
中
第
一
級
に
属
す
る
。
従
っ
て
委
細
を
尽
す
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
が
、

論

こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
出
来
る
か
、
ぎ
り
内
村
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
大
勢
を
辿
り
つ
つ
、
そ
れ
を
通
じ
て
彼
の
属
し
た
世
代
的
時

代
的
な
背
景
に
つ
い
て
も
見
通
し
を
つ
け
て
み
た
い
。

内
村
は
一
八
六
一
年
(
文
久
元
年
)
高
崎
松
平
藩
下
士
の
子
と
し
て
生
れ
た
。
初
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
指
導
者
植
村
、
海
老
名
、
小

崎
ら
に
三
J
五
年
お
く
れ
、

い
ず
れ
も
没
落
す
る
幕
府
な
い
し
佐
幕
藩
下
士
の
子
と
し
て
、

山
路
愛
山
、
か
の
べ
た
よ
う
に
「
時
代
の
影
よ

り
出
」

(
現
代
日
本
教
会
史
論
〕

た
。
ま
た
親
交
を
結
ん
だ
蘇
峯
、
愛
山
、
三
叉
ら
民
友
社
の
人
々
に
は
二
J
七
年
先
ん
じ
、
雪
山
領
、
埼
南

ら
政
教
社
同
人
に
は
一
ー
で
一
年
お
く
れ
て
、
同
世
代
に
属
し
て
い
る
。

彼
の
読
書
回
顧
に
よ
れ
ば
、

幼
年
期
に
お
い
て
「
歴
史
熱
は
日
本
外
史
で
始
ま
り
、
太
平
記
、

平
家
物
語
で
養
は
れ
」

(
読
書
徐
録
、

s口
〉
、

「
普
、
通
日
本
章
鬼
の
通
読
す
べ
き
支
那
日
本
の
歴
史
類
に
し
て
予
の
通
読
せ
ざ
り
し
も
の
怯
な
か
」

(
流
鼠
録
、

S
1
)

っ
た
。

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
源
平
盛
衰
記
、
甲
越
軍
記
の
類
を
「
ほ
と
ん
ど
暗
ん
じ
る
ほ
ど
に
愛
読
し
て
お
り
、
折
り
に
ふ
れ
て
そ
の
一
節

が
口
を
つ
い
て
出
〕
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
、
後
、
師
事
し
た
人
々
に
対
し
て
も
「
つ
ね
に
・
:
『
君
た
ら
は
箪
記
物
を
読
ま
な
い
か
ら
だ
め

(

2

)

ゴ
ス
ペ
ル

だ
』
と
さ
と
し
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
「
余
の
常
に
大
和
魂
の
福
音
と
し
て
愛
す
る
」
(
我
が
信
仰
の
告
白
、

Z
2
〉
と
語
ら

れ
た
太
平
記
は
終
生
特
愛
の
書
で
あ
っ
て
、
彼
が
日
本
の
伝
統
と
し
て
の
武
士
道
を
語
る
と
き
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
武
士
の
イ
メ
ー
ジ
は

も
っ
ぱ
ら
太
平
記
を
素
材
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

さ
ら
に
東
京
外
国
語
学
校
つ
い
で
札
幌
農
学
校
に
進
ん
で
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

回
心
を
経
験
し
、

そ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、

「
英
語
を
修
め
て
泰
西
の
歴
史
は
予
の
特
愛
の
一
課
と
な
り
、

ハ
l
レ
l
の
寓
園
史
の
如

き
は
予
の
通
語
殆
ん
ど
十
飴
回
に
及
び
、

ギ
ゾ

l
の
文
明
史
は
八
回
通
讃
し
、

グ

l
ド
リ
ッ
チ
の
英
園
史
、

ロ
ー
ド
の
蹴
洲
近
世
史
の
如

き
も
幾
回
か
予
の
全
注
意
を
惹
」
〔
流
箆
録
)
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
た
青
年
期
の
読
書
目
録
は
多
分
に
同
時
代
の
青
年
に
共
通
す
る
も
の
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で
あ
っ
た
が
、
内
村
の
場
合
こ
れ
に
加
え
て
、
同
時
代
人
の
中
に
彼
を
特
徴
づ
け
る
進
化
論
が
回
心
と
殆
ん
ど
同
時
に
伎
を
と
ら
え
た
そ

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
に
ふ
れ
た
い
o

札
幌
県
御
用
掛
を
辞
し
て
出
京
の
後
|
|
お
そ
ら
く
一
八
八
四
年
の
春
最
初
の
結
婚
の
後

ー

l
l
接
し
て
内
村
の
歴
史
観
に
強
い
刻
印
を
の
こ
し
た
の
は
「
人
の
飴
り
注
意
し
な
い
書
で
あ
る
が
:
:
:
其
頁
よ
り
受
け
た
感
化
は
買
に

永
久
的
」
(
読
書
品
開
録
)
だ
っ
た
と
回
想
さ
れ
る
「
ロ
l
リ
ゾ
グ
・
ブ
レ
!
ス
氏
の
著
、

『
ゲ
ス
タ
・
グ
リ
ス
テ
ィ
、

一
名
人
道
の
進
歩
に

於
け
る
キ
リ
ス
ト
の
感
化
』
」
(
向
上
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
間
も
な
く
、
結
婚
の
破
綻
を
嘗
め
た
内
村
は
ブ
レ
!
ス
の
こ
の
本
と
太
平
記

と
「
古
今
集
遠
鏡
」
だ
け
を
携
え
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
「
彼
地
に
漂
流
す
る
こ
と
四
年
、
銭
な
き
友
な
き
境
遇
に
迫
り
し
時
。
余
は
幾

回
と
な
く
此
等
四
種
の
書
を
絡
誼
し
:
:
・
故
闘
の
古
へ

k
k
r
て
、
其
将
来
の
大
光
柴
を
余
の
想
像
に
詩
」

(
古
今
集
短
評
、

Z
2
)

の
で
あ
っ
た
。

ブ
レ
l
ス
の
本
に
強
く
動
か
さ
れ
た
内
村
は
初
め
エ
ル
ウ
ィ
ン
(
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ヲ
ニ
ア
)

同
ロ
∞
片
山
門
戸
』
己

O
口
問
。
吋

の
「
児
童
白
痴
院
」

同
吋
巾
巾

σ
r
z
-
Eえ
の
E
E
2ロ)
に
入
る
。
こ
の
一
八
八
五
年
五
月
の
エ
レ
ミ
ヤ
書
を
読
ん
で
感
動
「
此
の
時
か
ら
二
年
間
、
・
:
聖
書
は
預

言
書
の
ほ
か
殆
ん
ど
何
も
読
ま
な
」

(
図
。
者
同

σ巾

g
g巾
白

nrH山
田
己

hg・
N
・

い
こ
と
に
な
る
。
同
じ
年
に
始
ま
っ
た
新
島
裏
と
の

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
交
渉
は
内
村
の
そ
の
後
に
決
定
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
新
島
の
奨
め
に
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
「
偉
人
の
伝
記

」
1
1
1
マ
ホ
メ
ツ
ト
、

ヘ
ン
リ
1
四
世
、

サ
ヴ
ア
ナ
ロ

l
ラ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、

ダ

γ
テ、

ノレ

夕

、

イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
・
ロ
ヨ
ラ
な
ど

)
 

'
A
 

(
 

ー

l
i
に
「
偉
人
を
造
る
神
の
方
法
」
を
学
ん
だ
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
新
島
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
同
年
九
月
「
旅

内村鑑三の歴史意識

行
カ
バ
ソ
に
は
ギ
ボ
ゾ
の
ロ
l
マ
史
五
巻
を
入
れ
た
だ
け
で
」
(
同
前
〉
、

ア
モ
ス
ト
・
カ
レ
ジ
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

内
村
の
歴
史
観
形
成
に
お
け
る
最
初
の
転
機
は
こ
の
ア
モ
ス
ト
生
活
中
に
来
る
。
内
村
の
賠
罪
の
真
理
へ
の
開
限
を
導
い
た
総
長
J
・

シ
l
リ
自
身
ド
イ
ツ
に
学
e
ん
だ
牧
師
・
学
者
・
教
師
で
あ
っ
て
、
内
村
は
「
全
く
文
明
史
、
世
界
史
の
講
義
で
、
:
:
:
非
常
に
力
が
あ

ハ
3
v

っ
た
」
と
い
う
シ
l
リ
l
の
「
シ
ユ
レ
l
ゲ
ル
の
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
・
オ
ブ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
」
の
講
義
を
聞
き
、
最
初
の
学
年
に
は

、百-

i
u
w
φ
卜

北法17(4・63)597



説

や
は
り
最
大
の
契
機
は
、
最
初
の
学
年
で
と
っ
た

A
・
D
-
モ
l
ス
教
授
の
歴
史
l
l
l
中
世
を
中
心
と
す

旧
約
史
を
学
ん
で
も
い
る
が
、

る
西
欧
文
明
史

i
l
の
コ
4
1
ス
で
あ
っ
た
。
内
村
は
そ
れ
ま
で
の
歴
史
観
の
「
長
き
迷
夢
よ
り
醒
め
し
の
感
」
(
流
窓
録
)
を
お
ぼ
え
て
、

論

ノ
ー
ト
は
「
予
の
歴
史
的
経
典
」
と
な
っ
た
。
内
村
に
と
っ
て
こ
の
開
眼
が
い
か

(
b
v
 

こ
の
ノ
l
ト
が
弟
の
手
で
邦
訳
が
企
て
ら
れ
も
し
た
こ
と
、
こ
れ
の
翻
案
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
史
学
概
論
的
な

「
新
感
激
の
失
せ
ざ
る
前
に
一
そ
の
講
義
を
清
書
し
、

に
貴
重
で
あ
っ
た
か
は
、

小
論

が
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
れ
が
日
本
、

(
史
準
の
研
究
、

Z
2
)

ア
メ
リ
カ
に
わ
た
る
学
生
生
活
を
通
じ
る
た
だ
一
つ
の
ノ

ー
ト
と
し
て
終
生
保
存
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

旧
約
史
や
こ
の
そ
l
ス
の
講
義
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

A
・
ネ
ア
ン
ダ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
会
史
・
フ
ェ
ア
ベ
ア
ン
の
旧
約
史
か
ら
始
ま

っ
て
「
エ
バ
ル
ト
、

ミ
ル
マ

γ
に
伴
は
れ
て
宗
教
援
遷
の
事
跡
を
察
し
し
(
流
箆
録
〉
て
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
か
け
て
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
す
る
開
拓
的
な
歴
史
的
批
判
的
研
究
に
接
し
、

「
モ
ム
セ
ン
羅
馬
の
振
起
を
談
ず
れ
ば
、

ギ
ボ
ン
は
其
敗
壊

を
語
り
、
ラ
ン
カ
の
健
筆
能
く
改
革
時
代
の
豪
気
を
寓
し
、
モ
ト
レ
!
の
雄
文
新
興
園
〈

l
lオ
ラ
ン
ダ
共
和
国
)

の
精
神
を
殺
し
て
飴
り

あ
り
」
(
向
上
)
で
あ
っ
た
o

さ
ら
に
、

お
そ
ら
く
こ
の
時
期
と
推
定
さ
れ
る
が
、

予
言
者
へ
の
没
入
か
ら
「
嘗
約
聖
書
研
究
の
徐
波
と
し

て
」
「
考
古
感
熱
は
・
:
余
に
臨
ん
だ
。
而
し
て
此
撃
を
余
に
紹
介
し
て
呉
れ
た
者
は
英
国
の
曲
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ

1
リ
ン
ソ
ソ
氏
で
あ
る
。

余
は
始
め
に
彼
の
『
園
民
の
起
源
』
を
讃
ん
だ
。
次
に
『
古
代
民
の
宗
教
』
を
積
ん
だ
、
而
し
て
終
に
彼
の
大
薯
『
古
代
七
大
帝
闘
史
』

を
讃
ん
だ
、
:
:
:
吾
人
の
思
想
を
駆
て
遠
く
四
千
年
前
に
遡
ら
し
め
、
今
を
忘
れ
て
昔
を
偲
ば
し
む
る
太
古
史
の
興
味
は
忘
れ
ん
と
欲
し

て
忘
る
る
こ
と
は
出
来
な
」
(
読
書
像
録
)
く
な
っ
た
。
旧
約
へ
の
関
心
が
彼
を
、
当
時
よ
う
や
く
開
花
期
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
古
代
オ
リ

エ
γ
ト
史
研
究
に
誘
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
七
年
九
月
ハ
l
ト
フ
ォ
ー
ド
・
セ
ミ
ナ
リ
に
入
る
o

晩
年
「
わ
た
し
は
数
度
伝
記
熱
・
:
に
襲
わ
れ
て
、
偉
人
伝
を
片
ば
し
か
ら

読
破
し
た
ん
で
す
が
」
と
述
懐
し
た
内
村
が
「
其
他
余
は
「
英
国
文
士
俸
』
は
大
抵
誼
み
聾
し
た
、
主
ハ
中
特
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
俸
と
バ
ン
ヤ
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ソ
停
と
は
強
く
余
を
刺
激
し
た
。
余
の
讃
ん
だ
る
停
記
類
は
数
限
り
な
い
、
然
し
其
中
二
つ
が
永
久
的
感
化
を
余
に
及
ぼ
し
た
。
其
一
は

ブ
レ
キ
!
氏
著
『
リ
ピ

γ
グ
ス
ト
ン
停
』
で
、
其
二
は
カ
l
ラ
イ
ル
の
『
コ
ロ
ム
エ
ル
停
』
で
あ
る
」

ソ
グ
ス
ト
ソ
伝
を
三
昼
夜
で
読
み
あ
げ
、
ヒ
ュ
I
ム
の
伝
記
に
「
宗
教
的
熱
心
を
冷
却
さ
れ
た
」

(ZO者
同

と
と
も
に
宗
教
研
究
と
信
仰
と
に
お
け
る
実
証
的
経
験
的
態
度
の
意
味
を
教
え
ら
れ
た
の
も
こ
の
ハ

i
ト
フ
ォ
ー
ド
在
学
中
で
あ
っ
た
。

(
読
書
像
録
〉
と
の
ベ
た
そ
の
リ
ピ

Z
2
5巾
白

(
V
Y
江
田
江
田
口
・
)

一
八
八
八
年
五
月
帰
国
、

い
く
つ
か
の
主
と
し
て
組
合
教
会
系
の
学
校
で
教
え
た
が
、
こ
の
札
幌
農
学
校
の
農
学
士
、

ア
モ
ス
ト
の

B

-
S
・
は
英
語
や
自
然
科
学
と
と
も
に
北
越
学
館
(
新
潟
、
こ
の
年
八
月
か
ら
一
二
月
ま
で
)
で
は
エ
レ
ミ
ヤ
書
を
「
説
教
せ
ず
に
講
義

〈
一
八
八
八
年
二
月
二
五
日

0
・
n・
伊
ロ
宛
警
備
、

zm)
論
語
を
講
じ
、
東
洋
英
和
女
学
校
(
一
八
八
九
年
三
月

l
一
八
九

O
年
二

し
L 

月
)
、
第
一
高
等
中
学
校
(
一
八
九

O
年
九
月
l
l
l
一
八
九
一
年
一
月
)
で
は
「
万
国
史
」
を
教
え
た
。
こ
の
一
八
九

O
年
購
っ
た
、
右

の
「
コ
ロ
ム
エ
ル
停
」
の
与
え
た
感
銘
が
内
村
を
駆
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
不
敬
事
件
」
を
惹
き
お
こ
さ
せ
、

「
余
は
確
か
に
信
ず
る
余
の
神

が
其
時
余
に
特
に
命
じ
て
『
コ
ロ
ム
エ
ル
停
』
を
購
は
し
め
給
い
し
を
」

〈
読
書
徐
録
)
と
告
白
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
第
一
高
等
中
学
校
を

追
わ
れ
て
の
ち
泰
西
学
館
(
大
阪
、

一
八
九
二
年
九
月

l
九
三
年
四
月
)
で
万
国
史
、
地
理
を
教
え
、

さ
ら
に
蔵
原
惟
廓
の
熊
本
英
学
校

を
暫
く
助
け
た
の
ち
、
教
育
界
を
断
念
し
て
著
述
に
よ
っ
て
立
と
う
と
す
る
。

)
 

噌

'
A''ー、

一
八
九
三
年
か
ら
一
九

O
O年
ま
で
は
、
内
村
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
最
も
華
か
に
現
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
彼
を
こ
こ
に
引
き
出

し
た
の
は
蘇
峰
で
あ
っ
て
、
内
村
は
し
ば
/
¥
「
国
民
之
友
」
に
寄
稿
し
、
時
論
集
「
警
世
雑
著
」
は
民
友
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
蘇
峰

の
政
治
的
行
動
に
疑
惑
を
い
だ
く
に
い
た
っ
た
竹
越
三
叉
ら
が
民
友
社
か
ら
別
れ
て
「
世
界
之
日
本
」
を
創
刊
す
る
に
至
っ
て
、
内
村
も

内村鑑三の歴史意識

「
国
民
之
友
」
へ
の
寄
書
を
や
め
て
「
世
界
之
日
本
」
へ
転
じ
、
九
七
年
1

九
八
年
「
万
朝
報
」
英
文
欄
主
筆
と
な
り
、
九
八
年
に
は
社

会
評
論
誌
「
東
京
濁
立
雑
誌
」
を
発
刊
l
l
i
一
九

0
0年
同
誌
を
廃
刊
し
て
「
聖
書
之
研
究
」
を
創
刊
。
こ
こ
に
内
村
の
生
涯
は
新
し
い

劃
期
を
迎
え
る
。
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説

民
友
社
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
達
が
い
ず
れ
も
史
論
に
力
を
注
ぎ
ま
た
そ
れ
に
優
れ
て
い
た
よ
う
に
、
同
世
代
人
内
村
の
こ
の
時
期
に
お

け
る
評
論
も
、
史
論
の
領
域
に
集
中
し
て
い
た
こ
八
九
三
年
に
完
成
し
た
告
白
的
な
い
し
自
伝
的
性
格
の
色
濃
い
「
基
督
信
徒
の
慰
め
」

E

出
。
者
同
宮
内
田
B
巾
由
。
r
H
E
Uロ・
3

(

但
し
こ
れ
の
み
は
出
版
が
お
く
れ
た
)
に
つ
づ
く
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
と
彼
の
功
績
」

(
8
v
 

「
地
理
皐
考
(
の
ち
「
地
人
論
」
と
改
題
〉
」
、
斗
告
白
ロ
由
主
岳
巾
】
山
富
5
8
3
(
一九
O
O年
〉
「
興
闘
史
談
」
(
一
八
九
一
年
〉
等
多

2命

「
求
安
録
」

(
一
八
九
三
年
〉
、

く
が
史
論
で
あ
り
、
そ
の
問
、
「
ダ
ン
テ
と
ゲ
l
テ
」
(
一
八
九
一
年
〉
、

「
日
本
園
の
天
職
」
(
一
八
九
三
年
)
、

「
日
蓮
上
人
を
論
ず
」
〈
一
八

九
四
年
)
、

「
停
記
聞
学
の
研
究
」

「
後
世
へ

(
一
八
九
六
・
七
年
と
推
定
さ
れ
る
)

「
西
洋
文
明
の
心
髄
」

「
史
事
の
研
究
」

(
一
八
九
六
年
)
、

の
最
大
造
物
」
〈
一
八
九
七
年
)
、

ダ
ン
テ
、

ゲ
ー
テ
、

セ
ル
バ

γ
一
ア
ス
論
(
「
月
曜
講
演
」
一
八
九
八
年
)
、
「
歴
史
研
究
の
方

カ

I
Jフ
ィ
ル
、

法
」
〈
一
九
O
O年
、
講
演
|
|
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
)
な
ど
が
次
々
に
発
表
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
著
作
の
た
め
に
歴
史
伝
記
の
読
書
範
囲
も
ま
た
拡
げ
ら
れ
た
。
「
(
G
・ロ

l
リ
ン
ソ
ン
の
1
1
1
〉
後
、

セ
イ
ス
氏
の
著
書
に

由
っ
て
更
ら
に
パ
ピ
ロ

γ
、
ア
ツ
シ
リ
ヤ
の
文
明
に
就
て
襲
び
、

ラ
ゴ

l
ヂ
ン
氏
の
著
に
上
回
り
て
印
度
波
斯
の
神
話
が
其
歴
史
と
接
慣
す

る
割
に
就
て
少
し
く
知
る
こ
と
を
得
た
。
尚
ほ
研
究
を
続
け
ん
に
は
支
那
文
明
の
起
源
を
探
り
、
其
バ
ピ
ロ
ン
文
明
と
の
闘
係
を
究
め
、

又
一
方
に
は
日
本
文
明
の
ヒ
ツ
タ
イ
ト
文
明
に
類
似
す
る
の
点
を
究
め
ん
に
は
興
味
輩
き
ざ
る
べ
し
と
雄
も
、
然
れ
ど
も
人
の
力
量
に
限

り
あ
り
:
:
:
之
よ
り
以
上
考
古
学
の
跡
を
逐
は
な
か
っ
た
。
然
し
:
:
:
此
研
究
は
砂
な
か
ら
ざ
る
利
益
を
余
に
興
へ
、
余
の
聖
書
の
研
究

を
し
て
更
ら
に
興
味
あ
る
者
と
な
ら
し
め
た
」
ハ
読
書
徐
録
〉
と
語
ら
れ
る
の
は
、

「
地
理
学
考
」
や
「
興
国
史
談
」
を
著
し
た
こ
の
時
期

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
た
と
え
ば
、

一
八
九
九
年
の
読
書
録
に
は
ル
ノ
l
モ
ン
な
ど
一
九
世
紀
後
半
の
古
代
オ
リ
エ

γ
ト
研

究
者
の
著
作
が
あ
げ
ら
れ
(
余
の
今
年
の
読
雲
、

S
U
)
、

「
興
国
史
談
」
執
筆
の
真
接
の
動
機
と
な
り
ま
た
彼
の
歴
史
観
形
成
に
重
要
な
役

割
を
果
し
た
、

フ
ォ
ン
・
ブ
ン
ゼ
ソ
の
古
代
史
の
大
著
「
歴
史
に
お
け
る
神
」
に
め
ぐ
り
あ
い
耽
読
し
た
の
も
、

「
プ
ル
タ
l
ク
の
諸
停

中
ベ
リ
ス
ク
リ
ス
侍
」
や
へ
ロ
ド
ト
ス
の
「
歴
史
」
の
よ
う
な
古
典
ま
で
、
が
、
英
訳
で
し
か
読
め
な
い
こ
と
を
か
こ
ち
な
が
ら
と
り
あ
げ

北法17(4・66)600



ら
れ
る
に
至
っ
た
の
も
、
も
と
旧
約
へ
の
熱
中
に
発
し
た
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
へ
の
関
心
さ
ら
に
古
代
世
界
一
般
へ
の
関
心
か
ら
と
思
わ

れ
る
o

こ
う
し
た
古
代
世
界
へ
の
没
頭
と
併
行
し
て
カ
1
4プ
イ
ル
や
彼
に
深
く
影
響
さ
れ
た
J
-
A
-
ブ
ル

l
ド
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
J

・L

-
モ
ツ
ト
リ
の
よ
う
に
、
教
義
的
立
場
を
い
く
ら
か
異
に
し
な
が
ら
も
政
治
的
自
由
と
プ
ロ
テ
ス
タ

γ
テ
イ
ズ
ム
を
同
一
化
し
雄
弁
な
歴

史
叙
述
を
自
己
の
信
条
の
証
明
に
用
い
る
点
で
多
分
に
一
致
す
る
史
家
の
一
群
が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
歴
史
叙
述
は
自
ず
と
宗
教
改
革
時
代

に
集
中
し
、
内
村
は
同
時
代
に
直
面
す
る
か
の
よ
う
に
こ
れ
に
熱
中
し
て
、
自
ら
の
歴
史
観
に
強
い
影
響
を
う
け
る
の
で
あ
る
。

一
方
古
代
オ
リ
エ
ゾ
ト
史
、
他
方
宗
教
改
革
史
と
二
つ
の
方
向
を
中
心
と
し
て
歴
史
へ
の
視
圏
が
ひ
ろ
が
り
、
歴
史
認
識
の
方
法
が
ソ

ブ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ィ
卜
さ
れ
て
来
る
に
つ
れ
、
そ
れ
が
一
つ
の
動
機
と
な
っ
て
、
同
時
代
の
日
本
人
の
史
学
者
を
軽
蔑
し
て
、
軍
記
文
学
を

ひ
も
ど
く
他
殆
ん
ど
か
え
り
み
な
か
っ
た
日
本
の
歴
史
に
対
し
、
広
い
パ

l
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
も
と
に
自
ら
新
し
い
限
で
と
ら
え
な
お

そ
う
と
い
う
意
欲
が
生
じ
る
。
日
蓮
、
藤
樹
、
上
杉
鷹
山
、
尊
徳
、
西
郷
隆
盛
と
い
っ
た
日
本
歴
史
上
内
村
特
愛
の
人
物
の
伝
記
に
は
じ

め
て
親
し
む
の
は
、
こ
の
時
期
で
あ
り
、

一
連
の
口
本
人
に
つ
い
て
の
評
伝
の
最
初
と
な
っ
た
「
日
蓮
上
人
を
論
ず
」
で

は
、
男
頭
「
日
蓮
上
人
は
日
本
歴
史
に
お
け
る
最
大
疑
問
物
な
り
」
と
し
な
が
ら
、

た
と
え
ば
、

「
然
れ
ど
も
、
史
筆
の
区
域
全
世
界
を
掩
ふ
に
及
ん

仏)

で
、
彼
の
如
き
も
亦
た
単
調
の
人
物
た
ら
ざ
る
に
至
れ
り
、
余
輩
は
彼
の
類
似
を
高
閣
歴
史
に
見
る
に
及
ん
で
、
彼
を
解
す
る
に
大
い
に

易
き
を
感
ず
る
な
り
」
(
日
蓮
上
人
を
論
ず
、

S
M
)
と
述
べ
ら
れ
る
o

従
来
の
日
蓮
評
は
ク
ラ
レ
ン
ド

γ
の
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
-
評
。
5
2
E
ι

宮
山
口
に
等
し
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ン
ケ
の
宗
教
改
革
者
弁
護
、
ヵ
l
ラ
イ
ル
の
グ
ロ
ム
ウ
エ
ル
復
権
に
な
ら
う
と
し
て
、

〈

9
)

日
蓮
は
も
っ
ぱ
ら
サ
バ
ナ
ロ
1
ラ
と
比
較
し
つ
つ
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
歴
史
的
批
評
的
方
法
に
よ
る

内村鑑三の歴史意識

古
代
研
究
の
世
界
を
知
っ
た
内
村
が
「
神
代
の
事
に
闘
す
る
自
由
討
究
は
日
本
闘
の
法
律
の
許
さ
な
い
所
で
あ
れ
ば
、
余
輩
は
此
庭
に
此

趣
味
多
き
問
題
に
就
て
余
輩
の
意
見
を
述
べ
る
事
は
出
来
な
い
、
然
し
な
が
ら
何
人
も
昔
時
の
波
斯
人
の
宗
教
を
研
究
し
て
日
本
閣
の
神

北法17(4・67)601



説

ベ
ル
シ
ヤ
ハ
上
〉
、

論

代
を
聯
想
せ
ざ
る
を
得
ま
い
O
i
-
-
-
」

や

や

後

に

で

あ

る

が
、
久
米
邦
武
の
「
日
本
古
代
史
と
神
道
の
関
係
」
を
読
ん
で
「
我
国
に
於
て
稀
れ
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
調
創
の
思
想
で
あ
る
o

余
は

今
日
の
日
本
に
も
毘
正
の
皐
者
の
あ
る
を
知
っ
て
、
大
に
志
を
強
う
し
た
」
(
今
年
の
出
来
事
、

Z
叩
〉
と
絶
讃
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ

て
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
多
く
の
史
家
の
う
ち
、
エ
ヴ
ア
ル
ト
、
ミ
ル
マ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
教
|
|
原
始
キ
リ
ス
ト
教
研
究
や
ロ

l
リ
ン
ソ
ン
、
セ
イ
ス
ら
の
古
代
オ
リ
エ

γ
ト
研
究
が
、
素
朴
な
が
ら
も
歴
史
的
・
考
古
学
的
な
批
判
的
研
究
に
一
歩
を
踏
み
出
し
た

「
乾
燥
無
味
砂
を
悩
む
に
等
し
き
も
の
」
(
余
の
今
年
の
読
書
)
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
他
方
に
は
ブ
オ

γ
・
プ

γ
ゼ
ン
の
よ
う
に
独
特

の
史
観
に
よ
る
解
釈
で
つ
ら
ぬ
い
た
、
ま
た
カ
l
ラ
イ
ル
、
フ
ル
I
ド
、
モ
ツ
ト
リ
の
よ
う
に
各
自
の
信
条
と
史
論
と
が
一
体
化
し
た
プ

ロ
テ
ス
ト
ン
ト
の
信
条
に
立
つ
一
群
の
傾
向
的
史
家
が
存
在
し
た
。
こ
の
頃
読
ま
れ
て
「
興
国
史
談
」
の
構
想
に
影
響
し
た
へ
!
ゲ
ル
の

「
歴
史
哲
学
」
も
、
史
論
の
素
材
を
提
供
す
る
と
い
う
よ
り
、
も
っ
ぱ
ら
歴
史
解
釈
の
枠
組
を
提
供
す
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

れ
ら
に
影
響
さ
れ
た
内
村
自
身
の
史
論
に
も
、
従
っ
て
、
二
つ
の
要
素
i
l
l
「
歴
史
的
批
評
」
な
い
し
「
批
評
的
歴
史
の
解
剖
万
」
(
日

蓮
上
人
を
論
ず
)
と
、
「
自
分
の
俸
を
読
む
の
感
興
を
以
っ
て
但
人
の
停
を
誠
」
(
読
書
徐
録
〉
む
感
情
移
入
に
よ
る
理
解
1
1
1
が
認
め
ら
れ

る
。
彼
の
史
論
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
の
聞
に
微
妙
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
傾
向
と
し
て
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
に
つ
い
て
は
前

者
、
過
去
の
「
代
表
的
日
本
人
」
の
評
伝
に
は
後
者
が
、
優
位
を
示
し
て
い
た
。
「
余
は
初
め
に
天
然
壊
を
愛
し
た
:
・
次
、
ぎ
に
歴
史
を
愛

し
た
、
殊
に
世
界
歴
史
を
愛
し
た
、
太
古
史
と
中
古
史
と
近
代
史
、
文
審
復
興
史
と
地
理
的
護
見
史
と
宗
教
改
革
史
:
:
:
其
時
代
の
余
の

(
「
輿
国
史
談
」
第
二
十
三
回

Z
1
)

と
の
べ
て
い
る
こ
と
、

野
心
は
東
洋
史
に
於
て
は
セ
イ
ス
氏
の
如
き
事
者
と
成
り
、
世
界
歴
史
に
於
て
は
ブ
オ
ン
・
ラ
ン
ケ
の
道
を
踏
ま
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
」

(
読
書
所
感
、

z日
)
と
回
顧
し
、
「
一
時
は
グ
リ
ー
ン
の
『
英
国
民
小
史
』
に
な
ら
っ
て
日
本
国
民
史
の
編
さ
ん
に
生
涯
を
さ
さ
げ
ょ
う
か

と
さ
え
考
え
た
」
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
時
期
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
志
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
自
伝
的
文
章
に
、

ら
筆
を
以
て
社
人
相
官
改
良
の
任
応
営
ら
ん
と
し
た
」

(
「
余
の
従
事
し
つ
つ
あ
る
社
曾
改
良
事
業
」
其
八

文
築
上
の
失
錯
と
失
望
、

S
1
〉
と
の
ベ
ら

れ
る
の
と
併
せ
て
推
測
す
れ
ば
、
内
村
が
意
図
し
た
史
論
の
中
心
は
、

γ
ヴ
ィ
ツ
グ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
ジ
ョ
ゾ
と
し
て
の
歴
史
に
近
い
も
の

北法17(4・68)60Z
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だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
o

一
九

O
O年
「
聖
書
之
研
究
」
を
創
刊
し
て
伝
道
へ
の
専
念
を
決
意
し
て
後
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
史
論
は
現
わ
れ
な
い
。
し
か
し
一
八

九

0
年
代
の
「
歴
史
熱
」
の
遺
産
は
深
く
根
を
お
ろ
し
て
内
村
の
思
索
に
影
響
し
続
け
て
い
っ
た
。
純
粋
の
史
伝
と
し
て
公
け
に
さ
れ
た

も
の
は
「
詩
人
ワ
ル
ト
・
ホ
ヰ
ツ
ト
マ
ン
」
(
一
九
O
九
年
)
、

+h、

「ル

l
テ
ル
停
」
(
一
九
一

O
l
一
一
年
)

程
度
に
と
ど
ま
る
、
が
、
重
要
な
の

「
聖
書
之
研
究
」
誌
上
に
次
々
に
発
表
さ
れ
た
聖
書
講
解
で
あ
る
。
在
米
中
の
旧
約
へ
の
熱
中
の
余
波
か
、
こ
の
時
期
に
は
聖
書
講

解
の
う
ち
旧
約
に
関
す
る
も
の
が
き
わ
め
て
多
い
。

一
八
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
最
初
の
聖
書
講
解
が
「
貞
操
美
談

路
得
記
」
で
あ
っ
た

後
を
承
け
て
「
洪
水
以
前
記
」

(
創
世
記

8
H
n
ま
で
、

一九
0
0
1
一九
O
三
年
)

「
我
主
耶
蘇
基
督
」
(
マ

F
イ
5
1
お
ま
で
に
よ
る
イ
エ
ス
伝
、

「
預
言
者
恰
巴
谷
の
声
」
(
一
九
O
三
|
一
九
O
四
年
)
「
基

一九
O
一
l
一九
O
二
年
)

「
女
王
エ
ス
テ
ル

l
l
i事
賓
の
福
音
」
(
一
九
O
三
年
)

督
体
之
研
究
」

(
ル
カ

4
H
M
J
5
H
U
に
よ
る
、

一九
O
周
年
〉
、

「
但
以
理
の
生
涯
」

(
一
九

O
六
年
)
、

「
土
師
ギ
デ
オ
ン
」

(
一
九
O
八

(
土
師
記
六
|
七
章
に
よ
る

一九
O
七
年
)
、
「
預
言
者
エ
リ
ヤ
」
(
列
王
紀
略
上
二
ハ
l
一
一
一
章
に
よ
る
、

一九

O
八
年
)
、
「
亜
伯
校
卒
停
の
研
究
」

年
、ーノ

「モ

1
セ
俸
の
研
究
」
(
一
九
O
九
年
)
な
ど
、

旧
約
の
人
物
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
イ
エ
ス
に
つ
い
て
も
、
歴
史
的
・
伝
記
的
接

近
、
か
な
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
全
て
を

E
に
ふ
れ
る
よ
う
な
独
特
の
歴
史
解
釈
が
つ
ら
ぬ
い
て
い
た
が
、
同
時

内村鑑三の歴史意識 (1) 

に
、
こ
れ
に
先
立
つ
時
期
に
身
に
つ
け
た
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
に
つ
い
て
の
豊
か
な
知
識

l
l
一
九
世
紀
後
半
の
歴
史
的
研
究
か
ら
へ

し
ば
し
ば
〈
聖
書
の
み
〉
ま
た
八
霊
的
解
釈
〉
の
名
を

か
り
て
あ
ら
わ
れ
る
怒
意
的
独
断
的
な
解
釈
に
堕
す
る
こ
と
を
防
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
ト
ド
ス
に
い
た
る
ま
で
ー
ー
ー
と
歴
史
的
批
判
的
態
度
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
て
、

〈

1
)

(
2
〉
教
文
館
版
内
村
鑑
三
聖
書
注
解
全
集
第
三
巻
に
附
さ
れ
た
編
者
山
本
泰
次
郎
氏
の
回
想
。

以
下
に
登
場
す
る
西
欧
の
歴
史
研
究
に
は
同
時
代
の
主
要
な
労
作
が
広
く
網
羅
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
背
景
に
つ
い
て
は
、

0
・Hν

・の
c
c
吾
、
出

E
o
q
E
ι

z
m
H
C
H
U
E
E
子。
DF口

2
8
E
7
8ロ
Z
9
Nロ門ご
-m〈戸田町内同町仏・・

5印
N・
(
林
健
太
郎
・
孝
子
訳
、
近
代
史
学
史
)
が
示
唆
に
富
む
。
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説

(

3

)

座
談
会
「
内
村
鍛
さ
を
語
る
」
(
「
独
立
」
第
三
号
一
九
四
八
年
五
・
六
月
号
)
で
の
高
木
八
尺
博
士
の
発
言
。
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
が
典
拠
は
一
亦
さ

れ
て
い
な
い
。
博
士
向
身
が
内
村
か
ら
聞
か
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
か
。

(
4
〉
巴
『
-

K

戸
口
問
。
ロ
ロ
百
五
一
玄
2
8
2∞品目
1
H
S∞
)
一
八
七
一
年
ア
モ
ス
ト
卒
業
、
一
八
七
四
年
ア
モ
ス
ト
か
ら

M
-
A
o
一
八
七
五
、
一
八
八
三
年
の
両

度
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
に
学
ぶ
。
一
八
七
六
年
か
ら
一
九

O
七
年
ま
で
ア
モ
ス
ト
で
主
と
し
て
歴
史
、
政
治
経
済
学
の
講
座
を
担
当
し
て
教
育
者
と
し
て

大
き
な
働
き
を
し
、
か
た
わ
ら
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
党
研
究
の
創
始
者
の
一
人
と
し
て
指
導
的
な
役
割
を
演
じ
た
。
そ
の
史
論
は
没
後
わ
守
口

N
R
gロ

白
ロ
仏
子
司
君
。
町
三
宅
ω
F
H由
同
由
・
同
M
R片
山
由

ω百
円
山
℃

R
q
-
E
L
R
F
H
m
w
M
ω
.
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ハ
5
〉
弟
|
|
お
そ
ら
く
達
三
郎

!llの
翻
訳
の
企
て
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
九
年
二
月
)
日
付

E
r丘
戸

-mgpg
あ
て
諮
筒
〈

S
U
〉
参
照
。
な
お

こ
の
ノ

l
ト
は
現
在
国
際
基
督
教
大
学
図
書
館
内
村
鐙
三
記
念
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(

6

)

教
文
館
版
内
村
鑑
三
信
仰
著
作
全
集
第
二
三
巻
、
解
説
中
の
山
本
泰
次
郎
氏
の
回
想
。

(
7
〉
』

C
E
冨
D
ユ
ミ
編
纂
の
開
口
四
一
戸
谷
宮
内
口

O
四
円

2
8
3
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

〈
8
)

「
聖
書
之
研
究
」
の
広
告
に
よ
れ
ば
「
地
人
論
」
は
一
九
一
一
二
年
ま
で
に
七
版
、
「
興
国
史
談
」
は
一
九

O
九
年
ま
で
に
凹
版
を
重
ね
た
が
、
反
災
で

紙
型
が
焼
失
し
た
た
め
か
い
づ
れ
も
其
の
後
岩
波
版
全
集
ま
で
新
し
い
版
は
出
て
い
な
い
。

〈
9
)

サ
ヴ
ア
ナ
ロ

l
ラ
に
つ
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
、
】
-

K

戸・

ω
u
k
H】
O
口
伝
帽
の
名
著
〉

E
m円
o
q
c『

門

ro
列

gmwF出窓口
8
5
T州

L
V
J

∞
〈
c
r・-
Z斗

印

l
∞由・

っ
て
い
る
。

教
文
館
版
信
仰
著
作
全
集
第
四
巻
、
山
本
泰
次
郎
氏
解
説
。

ーさん
日間

〈
叩
〉

E 

内
村
の
歴
史
観
は

I
に
た
ど
ら
れ
た
よ
う
な
途
を
歩
ん
で
、

一
八
九

0
年
代
の
半
ば
こ
ろ
ま
で
に
は
一
と
ま
ず
完
成
を
見
る
に
い
た
っ

た
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
内
村
の
初
期
の
歴
史
像
は
、
論
点
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
勝
義
の
人
間
の
歴
史
が
、
自
然
を
も
含
め
た
究

極
的
な
世
界
の
一
部
と
し
て
そ
の
歴
史
の
中
に
包
摂
さ
れ
、
同
じ
原
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
特
質
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事

情
か
ら
、
以
下
、
内
村
の
歴
史
理
解
の
背
景
を
な
す
究
極
的
な
世
界
像
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
次
々
に
受
容
さ
れ
て
世
界
像
の
形
成
に

北法17(4・70)604
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与
り
、
同
時
に
歴
史
像
の
形
成
を
規
定
し
た
思
想
的
要
素
の
各
個
と
そ
れ
ら
相
互
の
関
連
を
た
ど
っ
て
見
た
い
。
こ
れ
ら
様
々
な
思
想
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
区
別
し
う
る
が
、
歴
史
的
に
は
き
わ
め
て
短
期
間
に
殆
ん
ど
同
時
に
受
容
さ
れ
て
、
相
互
に
深
く
融
合

し
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
接
す
る
の
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
に
し
て
い
わ
ば
一
つ
の
複
合
体
に
ま
で
形
成
さ
れ
た
世
界
像
・
歴
史

像
に
つ
い
て
の
内
村
の
言
表
で
あ
る
o

た
だ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
像
・
歴
史
像
形
成
の
途
上
に
あ
る
内
村
自
身
の
語
っ
た
と

要
素
は
、

こ
ろ
、
形
成
の
経
緯
に
つ
い
て
後
年
回
顧
し
た
と
こ
ろ
や
、
ー
に
う
か
が
っ
た
よ
う
な
歩
み
を
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

複
合
体
か
ら
個
々
の
要
素
を
抽
き
出
し
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
複
合
体
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
可

能
と
思
わ
れ
、
以
下
、
出
来
る
か
ぎ
り
そ
れ
を
試
み
た
い
。

一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
内
村
の
思
索
と
表
現
は
、
直
観
的
・
詩
的
で
あ
っ
て
、

そ
の
多
く
は
断
片
的
な
主
張
に
お
い
て
、
概
念

や
命
題
は
し
ば
し
ば
多
義
的
で
あ
り
、
論
理
は
飛
躍
や
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
。
人
生
の
な
ま
な
ま
し
い
「
実
験
」
や
そ
の
中
で
語
り
か
け
る

啓
示
を
離
れ
て
、
哲
学
的
な
思
索
に
よ
っ
て
思
想
を
組
織
化
す
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
お
よ
そ
性
に
合
わ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
叫
し
か
し

こ
の
こ
と
は
決
し
て
彼
が
首
尾
一
貫
し
た
思
索
を
欠
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
多
く
は
断
片
的
な
ま
た
細
部
に
わ
た
っ
て
は
き
わ
め
て

(1) 

多
義
的
で
あ
い
ま
い
な
、
内
村
の
文
章
の
底
に
は
、
そ
の
動
機
と
主
題
と
に
お
い
て
終
始
き
わ
め
て
一
貫
し
た
強
い
思
索
の
線
が
流
れ
て

A

9

4
】

い
た
む
こ
の
頃
、
内
村
は
自
己
の
信
仰
者
と
し
て
の
生
が
、
第
一

「
肉
瞳
の
戟
ひ
」

1

1
国
家
か
ら
も
教
会
か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
結
果
の

内村鑑三の歴史意識

「
衣
食
問
題
」
、
第
二
「
頭
脳
の
職
ひ
」

l
l
「
西
洋
の
簡
単
術
と
基
督
教
と
の
聞
に
起
る
衝
突
の
困
難
」
、
第
三
「
心
の
中
の
戟
ひ
」

l
i

「
宇
宙
は
勿
論
、
人
生
の
総
て
の
苦
痛
、
悲
歎
は
組
て
普
の
た
め
に
働
き
、
其
結
果
は
寓
善
で
あ
る
と
き
同
ふ
信
仰
:
:
:
が
吾
々
に
あ
る
に

も
拘
は
ら
ず
事
貫
は
ど
う
で
あ
る
か
と
言
ふ
に
、
人
生
は
吾
々
の
見
る
通
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
れ
で
も
若
し
真
面
目
に
人
生
を
考
へ

(
余
の
宗
教
的
生
涯
の
一
斑
、

S
E
s
-
-の
三
重
の
戦
い
で
あ
る
と
語
っ
た
。

一
貫
し
た
思
索
の
線

た
な
ら
ば
、
其
解
樫
に
非
常
に
困
る
」

は
こ
の
「
戦
ひ
」
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
o

後
に
も
ふ
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
一
第
二
の
戦
い
も
つ
き
つ
め
れ
ば
第
三
の
戦
い
1
1
1
神
の
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説

支
配
す
る
世
界
に
お
け
る
悪
の
存
在
と
い
う
難
問
に
帰
著
し
、

、
、
、
、
、
、

だ
中
か
ら
一
た
ん
離
れ
て
反
省
的
思
索
に
心
を
む
け
る
余
裕
も
関
心
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
次
々
に
襲
来
す

」
う
し
た
「
戦
ひ
」
の
連
続
の
中
を
歩
ん
だ
内
村
に
は
、

「
戦
ひ
」
の
た

竺A
iiJlII 

る
問
題
と
と
り
く
み
つ
L

、
根
枢
に
お
い
て
強
く
一
貫
し
た
思
索
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
o

神
は
義
に
し
て
愛
で
あ
り
そ
の
神
が
世
界
を

支
配
す
る
と
い
う
信
仰
、
従
っ
て
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
「
組
て
の
も
の
は
善
の
た
め
に
働
く
と
言
ふ
」

「
基
督
教
を
信
ず
る
時
に
:
:
・
・
先

ず
第
一
に
起
る
信
仰
」
か
ら
し
て
、
神
の
讃
美
と
し
て
、
こ
の
世
界
を
悪
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
の
支
配
の
ゆ
え
に
意
味
あ
る
統
一

体
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
、
世
界
に
つ
い
て
の
広
汎
な
渉
猟
読
書
に
駆
ら
れ
、
大
量
ま
た
多
様
で
し
ば
し
ば
矛
盾
す
る
デ
ー
タ
や
意
見

を
「
心
の
中
の
戟
ひ
」
と
い
う
自
ら
の
思
索
に
よ
っ
て
統
合
す
ベ
く
刻
苦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
村
の
、
信
仰
に
つ
い
て
の
思
宗
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
に
つ
い
て
の
発
言
も
、

そ
の
他
生
の
諸
領
域
に
つ
い
て
の
主
張
も
、
多
く
は
そ
の
根
抵
に
お
い
て
こ
の
動
機
と
主

題
に
貫
か
れ
て
い
た
o

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
内
村
に
は
、
世
界
の
統
一
的
な
意
味
を
追
求
す
る
と
い
う
意
味
で
の
同
ロ

E
F
E
E
-
-∞
5
5

が
強
く
働
き
、
か
っ
、
そ
れ
は
神
義
論
を
動
機
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
o

た
だ
彼
は
、
こ
う
し
た
思
索
の
結
果
を
、
自
己

の
構
想
に
よ
る
体
系
に
は
組
織
化
せ
ず
、
本
節
が
対
象
と
す
る
時
期
に
は
も
っ
ぱ
ら
詩
的
な
断
章
の
形
で
表
現
し
た
。
そ
れ
は
後
、
次
第

一
連
の
強
く
深
い
聖
書
講
解
に
よ
っ
て
、
内
村
の
体
系
で

に
長
い
エ
ッ
セ
イ
と
な
っ
て
行
き
、
特
に
「
再
臨
」
運
動
以
後
の
晩
年
に
は
、

は
な
く
、
聖
書
そ
れ
自
体
に
即
し
た
、
体
系
を
の
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
内
村
の
思
索
と
表
現
の
個
性
か
ら
し
て
、
こ
の
時

期
の
多
く
断
章
的
な
発
言
の
中
に
、
世
界
像
・
歴
史
像
の
形
成
に
与
っ
た
、

さ
ま
ん
¥
な
要
素
と
そ
の
相
互
の
関
連
を
探
っ
て
行
き
た

L 、
O 後

年
「
近
代
人
」
の
「
新
し
い
信
仰
」
を
批
判
し
て
、
信
仰
は
古
い
ほ
ど
、
学
問
は
新
し
い
ほ
ど
、
ょ
い
と
語
っ
た
内
村
の
信
仰
は
、

一
九
世
紀
の
正
統
信
仰
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た
。
入
信
の
初
期
、
札
幌
農
学
校
時
代
に
彼
を
主
と
し
て
支
え
た
信
仰
書
は
、
一
九
世
紀
中

期
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
ピ
テ
リ
ア
ン

A
・
パ
l
ン
ズ
の
注
解
で
あ
っ
た
。
全
人
格
的
支
渉
に
よ
っ
て
被
の
信
仰
を
強
く
動
か
し
た
の
は
何
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ち

よ
り
も
「
米
園
組
合
教
舎
の
教
師
で
あ
っ
た
が
、
其
信
仰
の
質
は
全
く
非
米
園
的
で
」

「
濁
逸
的
パ
ェ
チ
ス
ト
風
の
あ
っ
た
こ
と
は
先
生

(
回
顧
と
前
進
、

S
1
)

と
パ
ェ
チ
ズ
ム
:
:
:
と
を
知
る
者
の
等
し
く
認
む
る
所
で
あ
る
と
思
ふ
」

ー
リ
と
、
生
涯
を
通
じ
わ
づ
か
数
回
し
か
面
語
の
機
を
え
ず
に
い
な
、
が
ら
、
終
生
の
文
通
に
よ
っ
て
心
の
友
と
し
て
交
っ
た
「
ミ
ネ
ア
ポ

リ
ス
の
小
き
私
立
銀
行
の
頭
取
に
し
て
久
し
く
彼
地
プ
リ
マ
ス
教
合
(
組
合
教
舎
)
の
合
計
係
を
勤
め
た
:
:
:
熱
心
な
る
基
督
者
」

と
語
ら
れ
る
ア
モ
ス
ト
の
総
長
J

・
シ

臨
信
仰
の
実
験
、

Z
9
)
D
・
C
-
ベ
ル
と
い
う
、
内
村
の
愛
す
る
「
ニ
ュ

l

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
」

乃
至

「
古
き
米
国
人
」

を
象
徴
す
る
、
二
人
の
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
o

前
者
は
ハ
レ
に
学
ん
で
ピ
ユ
テ
イ
ズ
ム
の
影
響
を
深
く
受
け
て
お
り
、
後
者
に
は
内
村

と
の
書
簡
往
復
や
内
村
に
送
っ
た
書
籍
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
中
西
部
の
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
色
彩
が
濃
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
内
村
が
「
私
自
身
が
強
く
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義
の
感
化
を
受
け
た
者
で
あ
る
」
(
遺
稿
、

S
6
)

と
い
う
時
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た

の
は
、
ニ
ュ

l
-
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
神
学
の
源
流
に
立
つ

J
・
エ
ド
ワ
ー
ド
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
カ
l
-プ
イ
ル
、

っ
た
。
こ
う
し
た
全
人
格
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
々
に
な
ら
ん
で
、
彼
の
聖
書
理
解
を
規
定
し
た
の
は
、

J
・
ベ
ン
ゲ
ル
、
肝
・
デ
リ
ッ

チ
ら
一
八
・
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
正
統
的
な
ル
タ
l
派
の
、
ま
た

A
・
ネ
ア
ン
ダ
ー
、

F
・ゴ

l
デ、

A
・
シ
ュ
ラ
ッ
タ
ら
シ
ュ
ラ
イ

グ
ロ
ム
ウ
〆
エ

ル
ら
で
あ

(1) 

エ
ル
マ
ツ
エ
ル
的
敬
度
の
流
れ
を
汲
む
神
学
者
た
ち
で
あ
っ
て
、
一
九
一

O
年
前
後
以
降
、
チ
ュ

l
ビ
ン
ゲ
ン
学
派
、
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン

や
R
・
ス
ミ
ス
ら
の
「
高
等
批
評
」
に
関
心
を
寄
せ
、
あ
る
面
で
は
か
な
り
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
ベ
ン
ゲ
ル
、
ゴ

l
デ
や
デ
リ
ッ
チ
が
特

内村鑑三の歴史意識

愛
の
人
で
あ
る
こ
と
は
終
生
変
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
影
響
を
受
け
つ
つ
彼
の
う
ち
に
根
づ
い
て
い
っ
た
の
は
、
き
わ
め
て
オ

-
ソ
ド
ク
ス
な
、
聖
書
中
心
の
、
神
と
キ
リ
ス
ト
と
の
直
接
的
な
人
格
的
交
わ
り
を
強
調
す
る
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。

同
ロ
ロ
円
己
。
ロ
白
-
己
a-qw)

か
ら
唯
一
の
人
格
神
へ
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
内
村
の

)
 

唱

'A(
 
内
村
の
最
初
の
回
心
は
八
百
蔦
の
機
能
神

神
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
若
い
回
心
者
で
あ
る
内
村
自
身
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
な
言
表
を
残
さ
ず
、

ま
た
同
時

(再
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説

代
全
体
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
の
最
初
期
で
あ
っ
て
、
信
仰
箇
条
の
素
朴
な
告
白
を
こ
え
る
神
学
的
展
開
も
ま
た
分
化
も
未
だ
な
か
っ

た
か
ら
、
神
観
に
お
け
る
内
村
の
個
性
的
特
質
を
探
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
札
幌
バ
ン
ド
の
形
成
と
初
期
教
会
政
治
の
基
準

(
6
)
 

と
な
っ
た
「
イ
エ
ス
を
信
ず
る
者
の
契
約
ー
一
行
。

5
5
2
t
∞乙

-
m
g
a
z
γ
E由
)
の
内
容
や
、
内
村
た
ち
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、

十'̂己岡

ア
モ
ス
ト
に
お
け
る
第
二
の
開
眼
ま
で
内
村
の
信
仰
の
中
心
と
な
り
、
後
の
展
開
へ
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
旧
約
的
な
、
律
法
に
よ
っ

て
支
配
す
る
主
権
的
神
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
o

「
契
約
」
中
の

R45片
山

E
8
2
5官
四回目巾

H3
内
村
自
身
の

E
件

Z
9
2
5
H
え

戸】ロ
-42∞
巾
』
ロ
〈
同
国
同
ロ
巾
戸
ぬ
円
巾
巳
口
市
∞
回
出
口
仏
旬
。
者
巾
同

w
w

(
一
八
八
八
O
年
八
月
三
日
付
、
太
田
稲
造
宛
書
簡
、

zm)
と
い
っ
た
言
葉
は
こ
れ
を
表

現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
o

内
村
は
回
心
後
長
く
、

歩
ん
だ
の
で
あ
り
、
こ
の
内
面
的
経
験
が
神
の
主
権
性
と
神
の
義
と
を
強
調
さ
せ
て
、
彼
の
信
仰
と
思
想
を
特
色
づ
け
る
に
い
た
る
の
で

こ
の
よ
う
な
神
の
も
と
に
仲
保
者
な
し
で
立
っ
て
、
道
徳
律
に
よ
る
規
制
に
戦
き
つ
つ

あ
る
。

こ
の
主
権
的
な
神
は
ま
た
、
人
間
理
性
に
よ
る
捕
捉
を
こ
え
る
、
啓
示
の
神
で
あ
っ
た
。
内
村
に
と
っ
て
神
の
啓
示
は
何
よ
り
も
聖

書 (2)

客
観
化
さ
れ
て
お

啓
ボ
に
は
聖
霊
が
与
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
内
村
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
彼
の
信
仰
が
早
く
か
ら
「
夢
み
た

い
な
神
が
か
り
的
聖
書
解
釈
(
仏
同

2
5可
日
立
弘
吉
弘
吉
片
当
ミ

C
『

E
g召
円
巾
己
口

m
F
m
E
E巾)
に
は
ぞ
っ
と
す
る
」

(
一
八
八
七
年
二
月
八

日
付
宮
部
金
五
口
宛
書
簡
、

zm)
と
い
っ
た
、
聖
書
解
釈
の
う
ち
に
潜
入
す
る
主
観
的
情
緒
の
投
影
や
狭
陸
な
聖
書
主
義
に
対
す
る
批
判
的
傾

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

向
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
「
多
く
製
ば
ん
と
欲
す
べ
か
ら
ず
、
神
に
教
へ
ら
れ
ん
と
欲
す
ベ
し
、
然
ら
ば
神
は
或
は
書
籍
に
由
り
て
、

或
は
天
然
に
由
り
て
、
或
は
謹
の
黙
示
に
由
り
て
我
等
、
が
聞
学
ぶ
べ
き
事
を
我
等
が
墜
び
得
る
丈
け
我
等
に
教
へ
給
ふ
ベ
し
」
(
神
の
教
示
、

Z

ロ
、
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
様
)

0

信
仰
の
こ
と
に
お
い
て
は
理
性
的
人
間
が
主
体
で
は
な
く
、
神
が
啓
示
の
主
体
で
あ
り
、
人
間
に
は
耳
を

す
ま
し
て
聴
く
従
順
の
熱
心
が
求
め
ら
れ
る
o

そ
う
し
て
こ
の
場
合
、
神
の
啓
示
の
通
路
は
、
特
定
の
制
度
に
限
定
さ
れ
ず
、
直
接
的
な
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「
彊
の
黙
示
」
の
ほ
か
実
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
広
い
事
象
を
通
じ
る
啓
示
と
い
う
観
念
は
の
ち
次
第
に

明
確
な
形
に
結
晶
し
、
「
事
貫
」
「
貫
験
」
を
通
じ
る
啓
示
と
い
う
半
ば
定
式
的
な
表
現
を
と
る
に
い
た
る
。
「
神
は
人
の
ヂ
ト
ベ
齢
を
以
て

語
り
給
は
ず
、
事
責
を
以
て
語
り
給
ふ
、
或
は
炎
難
を
以
て
、
或
は
疾
病
を
以
て
、
或
は
悪
人
に
遭
遇
せ
し
め
て
、
其
単
記
を
我
等
に
停

(
神
の
言
齢
、

S
5
)
0

こ
の
文
章
ま
た
前
引
を
通
じ
て
、
内
村
に
お
け
る
「
事
貫
」
が
、
ま
ず
、
一
見
神
と
人
間
と
の
交
わ
り
に

へ
給
ふ
」

は
無
縁
と
も
思
わ
れ
る
自
然
現
象
を
含
む
こ
と
、
さ
ら
に
、
人
間
の
積
極
的
計
画
的
行
為
と
そ
の
成
果
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
予
測
を

こ
え
る
・
意
図
せ
ざ
る
・
し
ば
し
ば
、
欲
せ
ず
し
て
出
来
す
る
事
件
と
、
そ
れ
に
迫
ら
れ
て
余
儀
な
く
さ
れ
る
対
応
(
初
め
意
図
し
た
行

為
の
断
念
・
苦
難
へ
の
忍
耐
な
ど
〉
に
か
か
わ
る
こ
と
、
直
接
経
験
の
み
で
な
く
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
る
間
接
経
験
を
も
含
む
こ
と
、
が
う

札
幌
農
学
校
時
代
に
は
主
と
し
て
第
一
の
契
機
が
念
頭
に
あ
り
、

業
と
に
か
か
わ
る
嵯
鉄
を
通
じ
て
第
二
の
契
機
に
想
い
い
た
り
、
さ
ら
に
第
一
一
一
の
契
機
が
考
え
ら
れ
る
に
い
た
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で

か
が
わ
れ
よ
う
。

内
村
が
「
事
質
」

と
い
う
時
、

や
が
て
結
婚
と
職

は
、
彼
の
歴
史
観
形
成
に
決
定
的
な
第
二
の
契
機
を
、
特
に
「
出
来
事
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。

内
村
を
特
徴
づ
け
る
、
個
人
の
生
さ
ら
に
自
然
と
歴
史
と
を
強
力
に
支
配
す
る
主
権
的
神
の
観
念
は
、
明
治
の
初
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

)
 

噌

i(
 

一
方
で
は
思
想
的
・
社
会
的
不
安
定
、
他
方
で
は
教
会
制
度
や
教
義
の
未
成
熟
と
い
う
事
情
が
、
内
村
に
お
い
て
特
に
著

し
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
活
の
激
動
、
が
「
時
代
の
影
よ
り
出
」
た
初
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
共
通
に
特
徴
づ
け

に
共
通
す
る
、

内村鑑三の歴史意識

た
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
同
世
代
の
他
の
「
バ
ン
ド
」
が
、
多
く
、
草
創
期
の
素
朴
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
、

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ

に
よ
る
組
織
的
な
神
学
と
伝
道
牧
会
の
訓
練
を
受
け
た
の
に
対
し
て
、
札
幌
バ
ン
ド
を
特
徴
づ
け
る
の
は
「
新
た
に
回
心
し
た
ま
ま
」

教
へ
る
の
牧
師
も
宣
教
師
も
あ
ら
ざ
り
し
」
レ
イ
メ
ン
の
み
で
「
聖
経
一
冊
」
と
「
北
海
の
自
然
物
」
と
「
基
督
教
書
類
数
十
部
の
助

け
」
(
我
が
信
仰
の
告
白
、

Z
2
)

の
み
に
よ
っ
て
自
ら
信
仰
を
養
い
、
説
教
・
聖
礼
典
も
教
会
政
治
も
、
お
よ
そ
教
会
的
訓
練
を
ほ
と
ん
ど

北法17(4・75)609
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事
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で
あ
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。



説

さ
ら
に
札
幌
パ
ン
ド
の
う
ち
、
内
村
は
た
だ
一
人
「
侍
道
と
か
聖
書
研
究
と
か
云
う
坊
主
臭
き
職
務
に
就
く
べ
く
徐
儀
な
く
せ
ら
れ
た

者
は
私
一
人
で
あ
り
ま
す
。
私
は
此
事
を
思
ふ
て
度
々
歎
き
ま
す
」
(
信
仰
五
十
年
、

S
1
)
と
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在
で
あ
り
、

し
か
も
、

二'!斗
白l1U

同
世
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
指
導
者
た
ち
が
教
育
を
卒
え
て
の
ち
ま
っ
す
ぐ
に
牧
師
に
任
職
さ
れ
、

そ
の
後
終
生
牧
会
と
教
会
の
管
理

に
あ
た
っ
て
、
相
対
的
に
安
定
を
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
内
村
は
志
の
相
つ
ぐ
庇
扶
を
重
ね
て
四
十
才
に
い
た
っ
て
つ
い
に
「
坊
主
臭

き
職
務
に
就
く
べ
く
飴
儀
な
く
せ
ら
れ
」
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
も
内
的
・
外
的
変
動
は
終
生
続
い
た
o

例
え
ば
、
内
村
の
公
生
活
の

開
始
を
記
す
処
女
作
「
基
督
信
徒
の
慰
め
」

Z

図
。
話

H
Z
g
B刊
由

。

r
H
U
t
g
w
u
が
い
ず
れ
も
相
次
ぐ
厳
し
い
出
来
事

「
求
安
録
」

に
ゆ
す
ぶ
ら
れ
つ
つ
、
神
の
義
と
魂
の
平
安
を
求
め
た
一
人
の
実
存
の
告
白
で
あ
り
、

か
っ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
の
資
を
与
え
る
こ
と

を
も
期
待
し
て
い
た
の
に
対
し
、
植
村
正
久
・
小
崎
弘
道
ら
の
初
期
を
飾
る
名
著
「
真
理
一
斑
」

(
一
八
八
四
年
)
や

「
政
教
新
論
」

八
八
六
年
)
が
い
ず
れ
も
宣
教
と
信
徒
指
導
の
必
要
か
ら
生
れ
、
素
朴
な
が
ら
す
で
に
、
組
織
を
そ
な
え
た
神
学
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
こ
う
し
た
差
異
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
、

こ
う
し
て
「
我
は
神
の
奴
隷
な
り
、
機
械
な
り
、
我
は
我
の
欲
す
る
事
を
為
し
得
、
ず

し
て
、
欲
せ
ざ
る
事
を
詩
さ
し
め
ら
る
」

神
の
計
霊
は
掛
川
て
成
殻
な
り
し
」

(
不
自
由
の
身
、

z
ロ)

「
我
が
計
重
は
総
て
失
敗
な
り
し
、
然
れ
ど
も
我
に
闘
は
る

と
い
う
深
い
経
験
が
彼
の
「
事
実
の
信
仰
」
の
さ
ら
に
彼
の
歴
史
観
の
根
抵
と

(偉業、

z
ロ)
0

そ
の
意
味
で
、

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

Q

(3) 

内
村
の
神
は
、
哲
学
者
の
神
の
よ
う
に
一
般
的
概
念
や
命
題
に
よ
っ
て
把
捉
し
う
る
存
在
で
は
な
く
、
彼
を
困
惑
さ
せ
る
一
つ
一
つ

一
図
的
な
出
来
事
の
う
ち
に
自
ら
の
意
示
を
示
す
ベ
ル
ゾ
ン
で
あ
っ
た
o

し
か
し
、
内
村
に
お
い
て
神
の
絶
対
的
な
主
権
性
は
決
し
て
迩

意
性
を
意
味
せ
ず
、

一
目
的
な
出
来
事
は
、

「
事
貨
は
隠
語
な
り
、

其
解
樺
は
決
し
て
易

無
秩
序
に
生
起
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

か
ら
ず
、

苦
悶
特
倒
敬
月
に
渡
り
て
猶
ほ
其
解
答
を
得
ざ
る
こ
と
あ
り
」

(
神
の
言
僻
〉

「
相
衝
突
す
る
が
如
く
に
翻
ゆ
る
こ
と
あ
る
と

北法17(4・76)610
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も
、
敢
て
心
を
痛
ま
し
む
る
勿
れ
」
(
事
貨
の
信
仰
、

S
5
)

し
て
青
空
一
貼
の
疑
雲
を
浮
べ
ず
」
(
神
の
一
盲
目
昨
〉
「
す
べ
て
の
事
買
は
終
に
一
大
事
貫
と
な
り
て
現
は
る
ベ
し
L
(

事
資
の
信
仰
〉
0

こ
う
し
た

。
「
聖
霊
の
暗
示
に
由
り
て
終
に
其
解
明
に
達
す
る
や
、
高
物
悉
く
明
ら
か
に

発
一
寸
一
?
を
支
え
た
の
は
、
神
の
支
配
に
よ
っ
て
有
意
味
な
秩
序
あ
る
世
界
が
実
在
し
、
全
て
は
こ
の
実
在
の
秩
序
の
う
ち
に
意
味
連
闘
を
も

っ
て
生
起
す
る
と
い
う
確
信
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
外
的
に
も
内
面
的
に
も
惨
捲
た
る
境
遇
の
中
か
ら
、
親
し
い
者
た
ち
に
E

口
。
ロ
バ

-
。
。
片
己
℃
。
ロ
子
山
田

C
E
Z吋
印
巾
戸
田
山
由
戸
内
口
巾
色
。
ロ
。

h
n
Eロ
ロ
巾
伊
出
口
仏
国
国
℃
}
阿
国
N

出
丘
団
・
、
H
，Y
U
広
田
何
回
片
山
。

E
-
d巳
2
5巾・

3

三
八
八
五
年

一
二
月
一
七
日
付
、
宮
部
金
吾
・
藤
田
九
三
郎
・
内
村
達
三
郎
宛
書
簡
、

zm)
と
書
き
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
歴
史
と
自
然
と
に
わ
た
り
全
て
を
包
摂
す
る
究
極
的
秩
序
に
つ
い
て
、
内
村
は
自
然
科
学
者
と
し
て
は
素
朴
な
レ
プ
リ
ズ
ム

そ
の
同
じ
も
の
が
同
時
に
、

の
立
場
か
ら
そ
の
経
験
的
実
在
性
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
う
け
い
れ
、

し
か
も
信
仰
者
と
し
て
は
、

働
き
自
己
を
啓
示
す
る
場
で
あ
る
と
確
く
信
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
在
を
内
村
は
も
っ
ぱ
ら
「
宇
宙
」
と
よ
び
、
彼
が
こ
の
言
葉
に
こ
め

た
合
意
を
誤
り
な
く
伝
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
、

し
ば
し
ば
「
コ
ズ
モ
ス
L

「
整
瞳
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
。
英

語
で
は

(
U
S
E
S
W
Cロ
-
2
3巾
或
は
次
に
ふ
れ
る
よ
う
な
神
の
創
造
と
の
関
連
で

の
ほ
え
ロ
尽
を
用
い
た
。

「
宇
宙
」
と
い
う
言
葉
は
、

し
ば
し
ば
同
時
代
の
日
本
人
の
口
に
さ
れ
た
し
、

(1) 

キ
リ
ス
ト
者
内
村
に
お
け
る

「
宇
宙
」

円。∞
5
2
と
い
う
言
葉
は
い
う
ま
で
も
な
く
古
代
ギ
リ
ジ
ヤ
的
世
界
像
に
発
す
る
が
、

は
ど
こ
ま
で
も
神
の
創
造
の
所
産
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、

彼
の
場
合
、

生
け
る
神
の
創
造

内村鑑三の歴史意識

に
つ
い
て
の
信
仰
は
、

「
造
物
主
」

は
る
か
に
強
く
生
き
生
き
し
た
実
感
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て

「
宇
宙
」
が
一
つ
の

同
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ

γ
ト
に
お
い
て

の
観
念
が
時
と
し
て
世
界
の
究
極
原
因
ほ
ど
に
う
け
と
ら

れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
比
し
て
、

E

岡山由片

ZE-3
な
秩
序
で
あ
る
こ
と
は
、
回
心
に
お
い
て
信
じ
た
神
の
単
独
で
絶
体
主
権
的
な
「
造
主
」
で
あ
っ
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
っ

7こ
O 

「
余
の
生
涯
に
三
度
大
慶
化
が
臨
ん
だ
、
其
第
一
回
は
余
、
か
基
督
教
に
由
て
始
め
て
調
一
無
二
の
神
を
認
め
た
時
で
あ
っ
た
、
其
舟

や

ほ

よ

ろ

づ

っ

く

り

由

L

八
幡
、
大
神
宮
と
八
百
蔦
の
神
々
を
悟
れ
且
つ
拝
み
来
り
し
余
は
其
時
天
地
高
物
の
造
主
を

余
の
迷
信
は
根
か
ら
絶
た
れ
た
、
熊
野
、

神
ヵ:

北法17(4・77)611



説

唯
一
の
神
と
認
め
、
放
に
余
の
思
想
は
統
一
さ
れ
、
混
乱
せ
る
寓
物
は
完
備
せ
る
宇
宙
と
化
し
、
余
は
迷
信
の
域
を
去
り
て
科
皐
の
人
と

な
っ
た
」
(
基
督
再
臨
を
信
ず
る
よ
り
楽
り
し
余
の
思
想
上
の
援
化
、

s
m〉

0

ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
多
神
論
l
l
i
N
E
g
詔

2
2
7
1の
う
ち

論

に
生
き
た
者
の
混
沌
た
る
世
界
表
象
が
独
一
の
創
造
神
を
う
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

)
の
独
一
の
創
造

神
は
絶
対
的
な
主
権
的
支
配
者
で
あ
っ
て
、
「
宇
宙
」
の
秩
序
は
そ
の
主
権
的
支
配
に
よ
る
も
の
と
意
識
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
内
村
は
出

エ
ジ
プ
ト
記
二

O
章
三
節
に
注
解
し
て
、
「
闘
に
二
君
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
く
、
宇
宙
に
二
神
あ
る
べ
か
ら
ず
、
宇
宙
は
コ
ズ
モ
ス
(
整

韓
)
な
れ
ば
そ
の
法
則
は
悉
く
唯
一
の
主
樺
者
よ
り
出
づ
る
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
多
神
教
は
そ
の
原
理
に
お
い
て
既
に
矛
盾
的
な

り
Lー

(
摩
西
の
十
戒
と
其
註
解
、

Z
3
)
と
述
べ
た

Q

独
一
の
「
君
」
の
立
法
に
よ
る
支
配
と
い
う
政
治
的
表
象
と
独
一
の
主
権
的
神
に
よ
る

「
{
子
宙
」
の
「
法
則
」
の
定
立
と
い
う
神
学
的
表
象
と
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
思
考
様
式
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
o

彼
は
こ
れ
に
続
い

て
同
五
l
六
節
に
つ
い
て
「
神
の
惑
と
罰
と
は
是
を
吾
人
々
類
よ
り
見
れ
ば
自
然
の
結
果
と
稿
す
る
を
得
る
な
り
、
自
然
の
法
則
な
る
も

、

、

、

、

、

の
は
神
の
聖
意
に
し
て
、
神
の
聖
意
な
る
も
の
は
自
然
の
法
則
よ
り
他
の
物
た
る
能
は
ず
、
神
の
旨
に
違
ふ
て
、
即
ち
自
然
の
法
則
に
逆

ふ
て
、
其
適
営
の
刑
罰
を
免
か
る
る
能
は
ざ
る
は
勿
論
な
り
」
(
向
上
)

と
述
べ
た
。
神
の
主
権
的
支
配
が
ど
こ
ま
で
も

「
法
則
」

り
、
そ
の
意
味
で
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
、

さ
ら
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
引
に
「
法
則
」

「
自
然
の
法
則
」
と
は
、
前
後
の
文

脈
に
よ
れ
ば
、
信
仰
者
内
村
に
と
っ
て
、
「
宇
宙
」
に
お
け
る
自
然
と
歴
史
と
の
経
験
的
合
則
性
と
神
の
支
配
に
よ
る
道
徳
的
秩
序
と
の

両
者
を
同
時
に
合
意
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

「
宇
宙
」
の
児
三

5
5
-
な
る
ゆ
え
ん
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
や
や
異
な
る
角
度
か
ら
の
理
解
が
示
さ
れ
る
。
「
基
督
:
:
:
日
く
、

は
重
な
れ
ば
拝
す
る
も
の
も
ま
た
霊
と
真
を
以
て
之
を
拝
す
べ
き
也
』
と
、
之
を
今
日
の
語
に
換
て
言
へ
ば
『
神
は
精
神
な
れ
ば
拝
す
る

、
、
、
、

者
も
ま
た
精
神
と
民
賓
と
を
以
て
之
を
拝
す
べ
き
也
』
と
讃
む
な
り
、
神
は
宇
宙
の
精
神
に
し
て
誠
買
な
り
(
精
神
誠
寅
共
に
『
ペ
ル
ソ

ナ
』
の
特
性
な
る
こ
と
を
記
憶
せ
よ
)
」
(
「
求
安
録
」
信
仰
の
解
、
岩
波
文
庫
版
)
こ
の
「
霊
」
な
る
神
が
「
宇
宙
の
精
神
に
し
て
誠
貫
」
で

北法17(4・78)612
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〈

8
v

あ
る
と
い
う
観
念
は
、
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
る
同
様
の
言
表
か
ら
推
し
て
、
次
の
よ
う
な
観
念
に
連
る
も
の
と
い
え
る
。

、

、

、

、

物
の
霊
な
り
、
則
ち
宇
宙
を
繋
ぐ
正
気
な
り
、
則
ち
物
理
(
司

7
3
-
Bご
由
主
と
し
て
物
質
界
に
現
は
れ
、
生

(
E
F
)
と
し
て
動
植
物

に
働
き
、
道
と
し
て
震
な
る
人
を
支
配
す
る
も
の
な
り
、
即
ち
詩
人
ウ
ォ
I
ズ
ウ
ォ
ル
ス
の
所
謂
〉
名
E
X
子
三
即
日
目
)
己
申
¥
と
-
H
T
E
r
-

E
m
F
2
m
u
w
白
口
。
ゲ
Y
2
0町
田
口

F
c
c
m
E
¥〉
ロ
仏
H
O
-
-
団
子
5
c
m
r
田
口
子
宮
官
・
な
り
」
(
精
神
的
教
育
と
は
何
ぞ
、

S
2
)
。
内
村
に
お
い

「
精
神
と
は

て
、
問
題
の
核
心
に
ふ
れ
る
ま
さ
に
そ
こ
で
表
現
が
論
理
的
に
は
あ
い
ま
い
多
義
的
な
傾
向
が
、
こ
こ
に
も
現
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ

で
神
は
「
霊
」
H
H

「
精
神
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
宇
宙
」
の
内
に
遍
在
し
、
「
法
則
」
を
定
立
し
妥
当
さ
す
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
す

る
よ
り
は
、
「
法
則
」
そ
の
も
の
「
と
し
て
」
、
ま
た
具
体
的
に
現
れ
る
形
態
こ
そ
変
れ
自
然
と
人
倫
と
を
貫
い
て
、
支
配
し
て
い
る
こ

と
、
そ
こ
に
神
の
「
保
維
者
」
と
し
て
の
恩
恵

l
「
宇
宙
の
保
全
、
是
を
愛
と
栴
す
」

(
自
他
の
変
、

z
ロ
)
1
5
1
1
が
よ
り
一
そ
う
明
瞭
に

一
不
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

は
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
o

こ
う
し
た
、
超
越
し
つ
つ
も
遍
在
し
、
創
造
の
み
な
ら
ず
保
持
に
お
い
て
も
恩
恵
を

現
わ
す
神
の
観
念
は
次
第
に
整
序
さ
れ
て
、
後
、

た
と
え
ば
、
あ
く
ま
で
主
権
的
で
あ
り
な
が
ら
、

「
恰
か
も
人
の
霊
魂
が
其
身
障
を
支

配
し
、
之
に
透
徹
す
る
が
如
く
」
、
宇
宙
の
「
霊
魂
」
と
し
て
そ
の
「
片
隅
に
至
る
ま
で
:
:
:
充
溢
」
し
て
「
法
則
を
以
て
宇
宙
を
支
配

す
る
」

「
政
治
簡
単
の
き
同
辞
を
以
て
言
へ
ば
、
法
治
的
の
神
」

と
い
っ

(
「
近
代
に
於
け
る
科
態
的
宇
宙
思
想
の
鑓
遷
」
神
に
闘
す
る
思
想
、

Z
9
)

)
 

'
i
 

's
‘、

た
表
象
を
生
み
出
す
。
立
憲
主
義
に
お
け
る
君
主
の
合
法
的
支
配
の
よ
う
に
、
内
村
に
お
け
る
神
は
ど
こ
ま
で
も
意
志
的
主
権
的
で
あ
り

内村鑑三の歴史意識

な
が
ら
、
秩
序
に
内
在
し
て
そ
れ
を
支
え
る
、
そ
の
意
味
で
合
理
的
な
神
で
あ
っ
た
。

「
宇
宙
」
を
創
造
し
保
持
す
る
神
が
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、

B
2回
目
戸
同
戸
山
〈

2
8

「
宇
宙
」
は
「
霊
」
に
満
た
さ
れ
た
・
有
機
体
な
い
し

「
{
子
宙
を
繋
ぐ
正
気
」
が
単
一
の

1
1
1
内
村
が
好
ん
で
用
い
た
言
葉
に
よ
れ
ば
「
生
瞳
(
オ
l

ガ
ニ
ズ
ム
〉
」
ー
ー
ー
と
な
る
。

同
じ

則
」
と
し
て
自
然
と
人
倫
と
を
貫
き
個
物
に
ま
で
「
透
徹
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
方
で
は
、
物
理
的
自
然
を
支
配
す
る

民
仇
戸
問
看

ww

よ
び
生
物
的
自
然
を
支
え
る
「
生
」
と
「
人
倫
」
を
規
律
す
る
「
道
」
と
は
連
続
的
に
、
自
然
と
歴
史
と
は
同
形
的
と
な
り
、
他
方
、 「

法

北法17(4・79)613
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説

「
宇
宙
」
は
マ
イ
マ
グ
ロ
コ
ズ
ム

1
1
7
p
ロ
コ
ズ
ム
の
「
係
聯
的
重
複
」
(
俸
記
学
の
研
究
、

Z
2
〉

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
、

一
大
「
闘
聯

的
機
闘
」

(
狽
立
、

Z
2
)
と
な
る
。
こ
こ
で
は
「
四
海
み
な
兄
弟
な
る
の
み
な
ら
ず
宇
宙
み
な
一
睡
」

で
あ
り
「
斯

(
自
他
の
愛
、

Z
U〉

論

の
如
き
宇
宙
に
在
り
て
は
、
孤
調
は
死
を
意
味
す
」
(
濁
立
)

O

い
か
な
る
部
分
も
全
体
の
肢
と
し
て
、
全
体
と
ま
た
相
互
に
調
和
的
・
連

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

帯
的
な
の
が
そ
の
本
来
の
相
で
あ
り
、
人
間
に
お
い
て
は
「
吾
人
の
心
志
、
此
宇
宙
の
大
気
に
接
し
て
吾
人
の
思
惟
は
寓
物
と
和
し
、
吾

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

人
の
行
震
は
自
然
に
治
ひ
、
乾
坤
我
を
扶
け
て
、
我
は
天
地
と
共
に
働
く
に
至
る
、
哲
学
者
カ
ン
ト
の
所
謂
『
汝
の
行
震
を
し
て
宇
宙
の

、
、
、
、
、

(
9
}

運
行
と
和
合
せ
し
め
よ
』
と
の
言
は
、
此
意
を
謂
ひ
し
に
外
な
ら
ず
」
(
精
神
的
教
育
と
は
何
ぞ
)
と
い
う
い
わ
ば
人
間
と
全
「
宇
宙
」
と

の
感
応
関
係
が
本
然
の
姿
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
の
「
宇
宙
」
創
造
の
目
的
は
そ
の
完
成
に
あ
り
、

}
回
目
江
口
問
。
認
知

E
S
U
E
-目白ロ
3
H
m
g包
括
胃
2
2
h
J〉
で
あ
っ
て
、

h
h

わ

g
g
g
-∞
白
ロ
巾
〈
2
・

「
宇
宙
」
は
完
成
に
向
っ
て
不
断
に
生
成
し
て
や
ま
な
い
。
創

造
の
業
を
保
持
の
業
に
よ
っ
て
継
続
す
る
神
に
よ
っ
て
「
常
に
新
し
き
勢
力
の
注
入
せ
ら
る
る
に
由
」

(
基
督
の
復
活
を
祝
ふ
席
に
臨
み
て
、

Z
2
)
 

「
宇
宙
は
進
化
殻
達
す
る
を
得
る
」
(
同
前
〉

の
で
あ
る
。

「
宇
宙
」
全
体
の
完
成
に
向
う
連
続
的
「
護
達
」

り

と
い
う
観
念

す
ル
ク
ス

は
古
き
ア
イ
オ
l
ン
と
新
し
き
ア
イ
オ
l
ン
と
の
全
面
的
な
二
元
的
対
立
と
い
う
観
念
、
あ
る
い
は
根
元
的
に
滅
ぼ
さ
る
べ
き
「
肉
」
と

「
光
明
の
宇
宙
」
と
い
っ
た
オ
プ
テ
ィ

い
っ
た
観
念
と
は
異
質
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
宇
宙
」
と
そ
の
将
来
に
つ
い
て
の
「
希
望
の
宇
宙
」

ミ
ズ
ム
が
現
わ
れ
る
o

こ
う
し
た
「
宇
宙
」
お
よ
び
そ
の
「
護
達
」
史
l

l
「
宇
宙
」
史
と
で
も
い
え
よ
う
l
1
i
の
観
念
は
、
内
村
の
信
仰
と
思
想
と
を
生
涯

を
通
じ
て
変
ら
ぬ
最
も
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
り
、

マ
タ
イ
伝
二
ハ
章
二
六
節
の
「
人
も
し
全
世
界
を
得
る
と
も
」
の

「
全
世
界
」
を
「
全
宇
宙
L

と
い
ひ
か
え
る
(
神
に
闘
す
る
思
想
、
Z
8
)
よ
う
に
、
聖
書
解
釈
に
お
い
て
も
こ
の
「
宇
宙
」
論
的
と
で
も
い

た
と
え
ば
、

え
る
観
点
が
一
貫
し
た
の
で
あ
っ
た
。
人
類
の
歴
史
も
自
然
史
も
、
さ
ら
に
個
人
の
生
も
個
体
の
生
命
も
全
て
全
「
宇
宙
」
の
部
分
を
構

t
M
P
}
5
r山
口
仏
者

r
r
r
寸

E
3
2
2巴
。
出
口
問
)
印
}
阿
山
口

m
z巴
町
内
山
古
田
町
}
比
}
門
}
巾
同
町
出
毛
市
]
]
・
3

(

前
出
宮
部
・
藤
田
・
内
村
達
三
郎

成
す
る
の
で
あ
り
、
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宛
書
簡
)
0

人
ひ
と
り
び
と
り
が
神
が
創
造
し
保
持
す
る
こ
の
「
宇
宙
」
の
中
に
確
く
保
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て

Eω
。
E
子
巾
唱
ゲ
。
戸
φ

5
U
4
2月
子
巾
町
市
山
田
口
。
岳
山
口
m
g
g
p白吋
E

Z同
日
間
口

F
E
m
g
g
r。宮門
H・V

・
と
い
う
一
言
葉
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
o

堕
罪
や
救
済
の
教
義
も
こ
の
よ
う
な
「
宇
宙
」
論
的
な
世
界
像
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
、
「
宇
宙
」
論
的
と
で
も
い
っ
た
形
容
を
つ
け
て
よ

ば
る
べ
き
特
質
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

「
罪
と
は
神
の
定
め
給
ひ
ま
し
た
大
法
則
を
犯
し
た
事
で
御
座
い
ま
し
て
、
寛
に
恐
ろ
し
い
事

で
御
座
い
ま
す
」
(
「
宗
教
座
談
」
第
二
回

良
一
理
の
事
、

Z
1
)
0

こ
こ
に
「
寓
物
互
に
相
離
反
し
て
調
和
の
宇
宙
に
不
和
争
闘
の
人
世
は
現

は
れ
」

(
復
活
の
希
望
、

Z
7
)

る
。
し
か
し
な
が
ら
「
此
完
備
し
た
る
宇
宙
は
そ
ん
な
不
完
全
な
る
社
合
の
状
態
を
許
し
ま
せ
ん
、
若
し

神
が
降
り
給
ふ
の
必
要
が
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
彼
は
必
ず
降
り
一
来
り
給
ひ
ま
す
、
宇
宙
も
人
類
も
総
て
愛
と
云
ふ
土
豪
の
上
に
造
ら
れ
た

も
の
で
御
座
い
ま
ず
か
ら
」

長
理
の
事
〉

0

調
和
の
撹
乱
は
一
時
の
逸
脱
に
と
ど
ま
り
「
宇
宙
寓
物
の
調
和
は
回

(
「
宗
教
座
談
」
第
二
回

復

(
復
活
の
希
望
)
す
る
こ
と
疑
い
を
容
れ
な
い
。
罪
と
救
済
と
は
神
の
「
宇
宙
」
の
秩
序
の
撹
乱
と
そ
の
回
復
と
い
う
文
脈
に
お
い
て

ま
た
そ
こ
に
オ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム
、
が
力
強
く
流
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
ら
え
ら
れ
、

る
啓
示
と
な
る
o

出
来
事
は
混
沌
の
中
に
生
起
す
る
の
で
は
な
く
、

「
宇
宙
」
の
観
念
と
の
関
連
で
は
「
宇
宙
」
の
秩
序
を
通
じ

一
定
の
構
造
を
も
っ
た
「
宇
宙
」
と
い
う
場
の
中
に
出
来
す
る
。
し

遭
遇
す
る
出
来
事
を
通
じ
て
神
の
意
志
が
啓
示
さ
れ
る
と
い
う
観
念
は
、

内村鑑三の歴史意、議。)

か
も
「
宇
宙
」
は
人
間
の
歴
史
と
自
然
と
の
統
体
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
内
村
の
き
わ
め
て
初
期
か
ら
終
生
好
ん
で
語
ら
れ
た
、
聖
脊
・

自
然
・
歴
史
(
あ
る
い
は
人
)
が
啓
示
の
三
鼎
足
、
と
い
う
観
念
が
生
じ
る
O

E

叶
Z
B
白
湾
、
E
H
2
当
E
戸巾

g
g
g
子
市
叶
E
子・

1N-

Z
Z
F冨
g
h
E
F巾回目
tr・¥者
2

2ロ
2
Z
S
F
Z
H
5
8
5
8
c
c
p
o『

0
5
cご
7
5
h
5
。E
F
2
0
5
n片
戸

E
3
S
E
E
m
w
u
問

。
ご

Z
2
r
R
Z
0・
吋
}
凶
巾
可
由
同
巾
片
宮
、
吋
江
口

H
Q
C同

C
5
F
2
5
こハ
5
1
E
m巾
w子
巾
、
Ha止
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E
g山口氏巾出片山
5
5
0『
。
号
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o
F
E
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内
村
に
お
い
て
聖
書
・
歴
史
・
自
然
は
懲
一
不
の
媒
体
と
し
て
同
じ
次
元
に
併
立
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
聖
書
は
神
に
闘
す
る
唯
一

(
本
誌
の
性
質
、

zmM〉

と
さ
れ
る
ご
と
く
、
聖
書
の
み
が
歴
史
と
自
然
の
う
ち
に
啓
示
を
読
む
限
を
聞
か
せ
る
こ
と
、
そ
の
怠

の
教
科
書
」



説

味
で
、
自
然
神
学
的
な
表
現
が
し
ば
人
¥
な
さ
れ
て
い
な
が
ら
そ
れ
と
微
妙
な
と
こ
ろ
で
一
線
を
劃
し
て
い
る
こ
と
、

に
注
意
し
て
お
き

5命

「
天
然
の
法
則
を
規
則

た
い
。
と
も
あ
れ
聖
書
に
よ
る
啓
示
を
通
じ
て
歴
史
と
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
に
対
す
る
態
度
、
か
転
換
す
る
。

と
解
し
て
、
天
然
は
我
を
縛
る
桂
桔
と
な
り
ま
す
。
然
か
し
な
が
ら
愛
の
神
の
意
志
の
発
瀬
で
あ
り
ま
す
以
上
は
是
は
虚
ん
で
服
従
す
べ

き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
強
ひ
て
其
束
縛
を
受
く
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
:
:
・
意
志
は
其
中
に
愛
を
含
み
ま
す
。
夫
れ
故
に
神
の
意

志
の
護
槻
た
る
天
然
は
亦
神
の
愛
の
護
顕
と
し
て
我
済
の
限
に
現
は
れ
ま
す
、
爾
う
し
て
愛
は
熱
心
の
唯
一
の
強
動
者
で
あ
り
ま
ず
か
ら
、

天
然
に
神
の
意
志
を
認
め
て
我
済
は
熱
心
を
以
て
之
に
釘
し
、
愛
を
以
て
其
奥
義
を
究
め
ん
と
致
し
ま
す
、

キ
リ
ス
ト
信
者
の
天
然
の
研

究
な
る
も
の
は
不
信
者
の
そ
れ
と
は
全
く
違
ひ
、
彼
は
面
白
半
分
に
之
に
従
事
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
:
:
:
驚
嘆
は
確
か
に
科
問
中
研

究
の
た
め
の
一
大
刺
激
で
あ
り
ま
す
、
繭
う
し
て
信
仰
は
天
然
の
研
究
に
此
健
全
な
る
刺
激
を
供
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
(
「
基
督
教
問

答
」
奇
跡
の
信
仰
、

Z
8
)
0
同
様
に
、
「
聖
書
は
吾
等
に
告
る
に
人
生
の
無
意
義
の
も
の
(
別
な
文
章
で
の
内
村
の
敷
街
を
引
け
ば

i
l
「

[
向
。
江
戸

~
Z
5
8
2
0
5
n
t
巾

4
2昨
日
]
)
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
す
、
我
等
信
ず
る
者
に
取
て
は
歴
史
は
揃
理
な

出
来
事
の
偶
然
の
流
合
」

り
」
(
「
稔
主
耶
蘇
基
督
」
其
四

イ
エ
ス
の
白
問
8
0
自
然
に
お
け
る
「
法
則
」
に
見
あ
っ
て
「
揖
理
」
が
、

そ
し
て
自
然
に
お
け
る
神
の
栄

光
の
讃
美
と
し
て
の
法
則
探
究
に
見
あ
っ
て
、
歴
史
の
摂
理
の
う
ち
に
定
め
ら
れ
た
「
天
職
」
へ
の
問
い
が
生
じ
る
。
こ
う
し
て
神
の
創

造
と
保
護
に
か
か
る
「
宇
宙
」
の
全
て
の
事
象
に
対
す
る
関
心
の
巾
は
広
が
り
、
感
受
性
、
が
豊
か
に
な
る
。
た
と
え
ば
ピ
ユ
ウ
リ
タ
ン
的

な
信
仰
か
ら
徹
底
し
て
世
俗
拒
否
的
な
生
活
態
度
を
固
守
し
て
、
世
俗
の
入
、
・
教
役
者
た
ち
か
ら
「
隠
者
」

「
神
秘
家
」
と
明
ら
れ
る
ほ

ど
で
あ
り
な
が
ら
、
内
村
の
最
大
の
趣
味
の
一
つ
が
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
英
百
」

1
1
1

「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」

l
l
l

の
渉
猟
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
う
し
た
関
連
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
o

「
英
百
」
へ
の
関
心
は
す
で
に
早
く
か
ら
強
く
札
幌

農
学
校
卒
業
の
年
「
英
百
」
を
購
う
た
め
に
共
同
で
白
炊
し
、

一
日
の
食
事
を
二
度
に
減
ら
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
後
年
回
想
さ
れ

て
い
る
o

(
一
九
一
九
年
九
月
二
日
の
日
記
、

s
m
〉。
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こ
の
よ
う
な
世
界
像
は
同
時
代
の
思
潮
の
、

さ
ら
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
主
流
の
う
ち
に
顕
著
な
世
界
像
と
明
ら
か
に
異
質
な

一
八
七

0
年
代
の
明
治
啓
蒙
を
通
じ
て
、
伝
統
的

面
を
も
ち
、
内
村
自
身
も
ま
た
か
な
り
自
覚
的
に
そ
れ
と
の
対
抗
を
意
図
し
て
い
た
。

世
界
像
に
お
い
て
一
体
化
し
た
自
然
と
社
会
と
が
ひ
き
剥
さ
れ
る
の
に
併
行
し
て
、
世
界
像
全
体
が
い
わ
ば
母
B

。EE
N
m

を
う
け
て
、
八

0
年
代
に
は
、
自
然
に
つ
い
て
も
歴
史
に
つ
い
て
も
、
ヴ
ア
ル
ガ
!
な
唯
物
論
・
実
証
主
義
・
進
化
論
、
か
支
配
的
に
な
り

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
に
不
可
避
的
に
現
れ
る
の
は
、
歴
史
と
自
然
に
お
け
る
人
間
の
生
の
無
意
味
化
の
問
題
で
あ
り
、
内
村
が
自
然
科
学

さ
れ
た
あ
と

三
回
目
己
門
口
巾
田
位
。
ロ
。
『

nr山
口
円
巾
目
白
ロ
門
同
出
品

Z
N白
正
問
ョ

と
く
に
生
物
学
を
学
ぶ
友
人
た
ち
に
書
簡
を
送
っ
て
「
宇
宙
」
を

お
ち
る
こ
と
を
戒
め
た
(
前
出
、
宮
部
・
藤
田
・
内
村
達
三
郎
宛
)
の
は
、

と
見
る
観
念
に

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
時
代
思
潮
の
問
題
性
を
念
頭
に
し
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ヴ
ァ
ル
ガ
l
な
唯
物
論
・
実
証
主
義
・
進
化
論
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
世
界
に
も
影
響
を
及
ば
さ
ず

ω 

こ
の
時
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
、
特
に
ア
メ
リ
カ
系
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
の
そ
れ
に
顕
著
な
一
つ
の
傾
向
は
一
方
に
お
け
る

ラ

Y
ヨ
ナ
ル

し
ば
し
ば
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
不
可
謬
的
聖
書
論
」
に
支
え
ら
れ
た
超
越
神
観
念
と
「
他
方
偏
理
的
な
る
理
性
論
」
(
小

崎
弘
道
)
に
見
あ
っ
た
素
朴
な
自
然
科
学
的
な
世
界
像
と
の
結
合
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
人
間
は
経
験
的
な
法
則
を
こ
え
て
は
意
味
を
喪
つ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

た
世
界
に
な
げ
出
さ
れ
、
主
権
的
な
神
は
世
界
の
外
に
傍
観
し
て
そ
の
中
に
時
た
ま
気
ま
ぐ
れ
に
介
入
す
る
に
と
ど
ま
る
o

内
村
が
「
専

制
的
な
神
」
の
観
念
を
語
る
時
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
状
況
が
反
映
し
て
い
た
。

西
欧
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
い
て
、
こ
と
に
一
九
世
紀
後
半
、
哲
学
に
お
け
る
時
間
・
空
間
に
つ
い
て
の
形
式
主
義
と
自
然
科

学
的
世
界
認
識
と
の
挟
撃
を
う
け
て
、
神
の
創
造
に
か
か
る
秩
序
の
実
在
観
が
急
速
に
喪
わ
れ
て
行
っ
た
背
景
の
も
と
で
、
内
村
の
こ
の
よ

北法17(4・83)617

に
は
い
ず
、

内村鑑三の歴史意識

う
な
「
宇
宙
」
観
は
や
は
り
き
わ
め
て
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
世
界
像
を
も
た
ら
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
結
局
推
測
に
と
ど

ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
先
ず
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
契
機
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

「
近
年
我
が
国
に
氾
濫
し
来
れ
る
西
洋
の
凡
て
の

智
慧
」
に
対
し
て
西
欧
文
化
流
入
に
先
立
つ
「
我
我
自
身
の
骨
肉
の
与
ふ
る
:
:
:
福
音
」
(
】
呂
田
口
出
邑
子
巾
]
告
即
日
月
・
)
の
卓
越
性
の
弁
証



説

を
試
み
た
Z
H
名
白
ロ
出

E
F乙
田
宮
口
町
田
巾
3

に
お
け
る
内
村
の
愛
す
る
人
々
1
1
1
1
特
に
二
宮
尊
徳
の
言
行
の
紹
介
の
中
に
は
尊
徳
の
世
界
像

を
一
示
す
彼
自
身
の
言
葉
が
、
か
な
り
自
由
な
英
訳
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
思
想
か
ら
生
じ
る
社
会
的
実
践
と
そ
の
意

ま
た
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
内
村
の
共
鳴
的
な
意
見
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
現
わ
れ
る
の
は
こ
こ

ラム
員同

義
が
内
村
の
英
語
で
紹
介
さ
れ
、

に
見
た
よ
う
な
=
。
。
仏
l
m
U〈

2
3
で
た
え
ず
生
長
(
唱
0
4
司
岳
)
す
る
巴
巳

sa巾
で
あ
り
、
そ
の
中
に
生
を
う
け
た
人
は
、
私
心
を
去
っ
て

、、

誠
実
に
徹
す
る
と
き
こ
の
己
巳
4
2
8
と
霊
的
に
交
感
し
て
i
l
t
こ
の
こ
と
と
と
巳
4
2お
の
唱
。
君
子
w
F
F
t弔
問
可

u
8
5お
に
対
す
る

人
間
の
服
従
と
は
見
あ
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
|
|
繁
栄
す
る
の
で
あ
る
o

こ
う
し
た
事
実
は
内
村
が
、
尊
徳
に
一
つ
の
集

約
的
な
形
を
と
っ
て
，
あ
ら
わ
れ
た
ロ
本
に
伝
統
的
な
世
界
像
に
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
自
覚
的
に
、
連
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
例
証
と
解

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
内
村
が
「
天
然
と
親
交
を
結
び
し
者
」
(
詩
人
ワ
ル
ト
・
ホ
イ
ツ
ト
マ
ン
、

sm)
で
あ
っ
た
こ
と
を

も
こ
う
し
た
「
宇
宙
」
像
を
も
た
ら
し
た
有
力
な
契
機
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
お
そ
ら
く
異
見
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
o

内
村
が
当
時
辺
境

の
地
で
あ
っ
た
札
幌
で
自
然
に
近
く
生
き
て
人
格
と
信
仰
を
形
成
し
、
自
然
科
学
|
l
し
か
も
物
理
学
や
工
学
で
は
な
く
生
物
学
|
!
ー
を

専
攻
し
て
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
創
始
期
の
日
本
の
学
界
に
開
拓
的
な
業
績
を
あ
げ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
の
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
自
然

と
の
親
近
と
古
い
信
仰
と
の
上
に
ワ
l
ズ
ワ
l
ス
や
ホ
イ
ツ
ト
マ

γ
に
親
し
み
深
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ

、
、
ォ
l
ガ
こ
ズ
ム

ぅ
。
彼
に
お
い
て
学
問
の
モ
デ
ル
が
生
物
学
で
あ
り
、
世
界
像
が
不
断
に
成
長
す
る
「
生
瞳
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
こ
う
し

た
精
神
的
閲
歴
か
ら
直
接
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

そ
し
て
こ
の
点
に
密
接
に
関
連
し
た
の
が
彼
に
お
け
る
進
化
論
で
あ

っ
た
。

)
 

凋
性(
 
こ
う
し
た
関
連
に
お
い
て
進
化
論
は
内
村
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
か
、
彼
の
後
年
の
回
顧
に
聞
い
て
見
ょ
う
。

，、

「
宗
教
は
索
と
余
の
副
業
で
あ
っ
た
、
余
の
本
業
は
何
ぞ
、
天
然
撃
で
あ
っ
た
、
余
の
知
識
の
基
礎
は
自
然
科
皐
を
以
て
築
か
れ
た
の

で
あ
る
、
故
に
聖
書
以
外
に
余
の
精
読
し
た
る
書
は
極
め
て
多
く
あ
っ
た
」

(
聖
書
研
究
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
基
督
の
再
来
、

zz。
「
科
串

北法17(4・84)618



書
の
中
に
永
久
に
余
を
感
化
し
た
者
は
一
言
ふ
ま
で
も
な
く
ダ
l

ウ
ィ
ン
著
『
種
の
起
源
』
で
あ
る
、
余
は
数
回
反
復
し
て
此
書
を
読
ん

だ
、
而
し
て
生
物
造
化
の
理
の
何
で
あ
る
乎
を
知
っ
た
、
余
を
し
て
始
め
よ
り
基
督
信
者
で
あ
る
と
同
時
に
進
化
論
者
で
あ
ら
し
め
し
者

は
賞
に
此
書
で
あ
る
、
此
の
書
に
由
て
余
の
思
想
の
傾
向
は
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
天
然
は
進
化
で
あ
る
、
故
に
高
物
悉
く
進
化
で
な
く

ダ
l
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
は
聖
書
井
に
『
コ
ロ
ム
ウ

て
は
な
ら
な
い
と
は
此
書
が
深
く
余
の
脳
中
に
刻
み
込
み
た
る
真
理
で
あ
る
、

ェ
ル
侍
』
等
と
共
に
余
の
全
生
涯
に
根
本
的
の
礎
化
を
来
し
た
る
書
で
あ
る
」
(
読
書
係
録
)
。
「
ダ
l
ヰ
ン
の
師
ラ
イ
エ
ル
も
亦
同
じ
事
を

教
へ
て
呉
れ
た
、
天
地
は
六
日
の
聞
に
神
の
手
よ
り
創
造
せ
ら
れ
た
る
に
非
ず
、
今
日
吾
人
の
周
囲
に
起
り
つ
つ
あ
る
と
同
じ
進
化
の
作

用
を
繊
印
刷
す
る
事
幾
億
高
年
に
し
て
漸
く
宇
宙
は
形
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
是
の
如
き
が
余
の
天
然
献
の
根
抵
で
あ
っ
た
」
〈
聖
宍
研

究
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
基
督
の
再
来
)

0

「
余
は
始
め
よ
り
卦
ι川
和
ん
い

t
f
骨
掛
か
静
か
わ
い
"
」
と
を
認
め
た
、
子
ゎ
、
卦
十
秒
hr
争
か
ル
争

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

理
に
準
じ
て
解
稗
せ
ら
る
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
知
号
し
た
、
故
に
余
の
オ
ル
ソ
ド
ッ
グ
ス
主
義
は
始
め
よ
り
異
端
の
傾
向
を
帯
ひ
て
居

っ
た
、
余
は
始
め
よ
り
宣
教
師
の
基
督
教
に
服
従
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
、
今
よ
り
三
十
年
前
(
|
|
こ
の
文
章
は
一
九

O
九
年
に

記
さ
れ
て
い
る
)
に
在
り
て
は
聖
書
と
共
に
ダ
l
ウ
ィ

γ
の
著
書
を
敬
読
し
た
者
は
決
し
て
忠
武
な
る
教
舎
の
信
者
で
は
な
か
っ
た
、
然

る
に
余
は
始
め
よ
り
ダ
l
ウ
ィ
ン
主
義
の
掠
護
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
詔
書
俄
録
〉
O

は)

内
村
に
お
い
て
進
化
論
が
単
に
生
物
進
化
に
関
す
る
経
験
法
則
に
と
ど
ま
ら
ず
彼
の
「
オ
ル
ソ
ド
ッ
グ
ス
主
義
」

l
l
l
「
古
い
信
仰
」

内村鑑三の歴史意識

ー
ー
と
深
く
か
か
わ
り
世
界
像
形
成
に
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
、

キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
内
村
の
こ
の
よ
う
に
ユ
ニ
ッ
ク
な
進
化
論

解
釈
が
、
彼
を
進
化
論
に
撹
乱
さ
れ
て
精
神
的
パ
ニ
ッ
ク
に
近
い
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
た
明
治
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
う

ち
に
、
特
に
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
の
神
学
に
対
し
て
、
独
特
の
地
位
を
し
め
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
内
村
に
お
け
る
進
化
論
は
「
宣
教
師
」
と
「
教
会
」
に
よ
る
「
異
端
」
と
し
て
の
排
斥
を
も
た
ら
し
た
の
み
で
な
く
、
何
よ
り

北法17(4・85)619



説

も
彼
自
身
の
内
面
に
お
け
る
「
頭
脳
の
戦
ひ
」
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
日
下
創
世
記
を
取
上
げ
て
お
り
ま
す
、
私
が
聖
警
中
恐

ら
く
ど
の
書
よ
り
も
苦
労
し
思
索
し
た
本
で
す
。
:
・
:
・
全
く
、
創
世
記
最
初
の
ご
一
章
に
つ
い
て
は
凡
ゆ
る
恐
る
べ
き
懐
疑
を
潜
っ
て
来
ま

♂h 

副同

し
た
。
お
か
げ
で
、
ど
ん
な
懐
疑
を
も
ち
出
さ
れ
ま
し
で
も
私
自
身
経
験
ず
み
の
も
の
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
」
(
一
八
九
二
年
一
月
一
四
日
付

D
・
C
-
ベ
ル
あ
て
書
簡
、

zm)
、
と
い
う
告
白
は
こ
の
間
の
消
息
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
き
び
し
い
「
頭
脳
の
戦

ひ
」
の
記
憶
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
、
内
村
の
進
化
論
受
容
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
そ
の
渦
中
で
の
記
録
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、

」
れ
に
つ

い
て
の
後
の
い
く
つ
か
の
回
顧
が
の
べ
る
と
こ
ろ
と
よ
く
一
致
す
る
。
内
村
に
お
け
る
進
化
論
に
つ
い
て
、

「
進
化
」
が
「
宇
宙
」
の
構

成
原
理
に
ま
で
た
か
め
ら
れ
歴
史
理
解
の
基
本
的
前
提
と
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
関
連
に
限
っ
て
、
先
づ
歴
史
的
な
経
過
を
た
ど
っ
て
お
き

R

-

、0

4
iド
}

V彼
が
自
然
さ
ら
に
世
界
理
解
の
原
理
と
し
て
「
進
化
」
に
関
心
を
よ
せ
始
め
た
の
は
、

教
会
献
堂
式
に
お
け
る
内
村
の
ス
ピ
ー
チ
の
主
題
は

一
八
八
一
年
秩
、
開
拓
使
勧
業
課
に
奉
職
し
た

「
帆
立
貝
と
基
督
教
と
の
闘
係
」

頃
で
あ
っ
た
。

一
八
八
二
年
一
月
五
日
、

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
後
「
要
点
は
地
質
学
と
創
世
紀
と
を
調
和
さ
せ
る
に
あ
っ
た
;
:
:
」

『
生
存
競
争
』
、

『
適
者
生

「
『
進
化
』
、

存
』
と
い
う
よ
う
な
語
句
が
我
々
の
仲
間
で
耳
に
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
頃
我
が
固
に
拾
頭
し
始
め
つ
つ
あ
っ
た
無
神
論
的
進

(
出
。
者
同

σ巾
S
B巾
向

。

Z
E
E
H
H・

)

化
論
者
に
対
し
て
一
撃
が
必
要
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
」

神
的
進
化
論
者
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
論
と
し
て
、
積
極
的
に
「
有
神
論
的
進
化
論

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
無

同}戸巳∞江口巾〈。-ロ
C
。ロ)

の
い
ろ
い
ろ
の
型
を

勉
強
」
(
一
八
八
二
年
一
月
二
O
日
付
、
太
田
稲
造
・
宮
部
金
吾
宛
書
簡
、

zm)

「
僕
は
今
進
化
論
(
巾

5戸

5
Eロ)

ヂ
」

h
川

内

ゴ

b
u
通
六
1
門叶

す
る
こ
と
に
な
り
、

し
て
い
る
O
i
-
-
-
宮
部
ょ
、
も
し
進
化
論
関
係
の
安
い
本
を
本
屋
で
見
つ
け
た
ら
、
僕
の
た
め
に
と
っ
て
お
い
て
く
れ
な
い
か
o

僕
は
聖

替
は
進
化
論
で
美
し
く
説
明
出
来
る
と
思
う
の
だ
。
願
わ
く
は
進
化
論
の
無
神
論
的
な
ら
ず
、
御
計
画
(
立
印
ロ
)

永
遠
に
渉
り
代
々
変
る

」
と
な
き
全
能
の
神
の
一
大
テ
1
7
(白

m
Eロ
(
]
子
冊
目
立

と
語
る
o

「
種
の
起
源
」

な
る
を
、
僕
の
証
明
し
え
ん
こ
と
を
:
:
:
」
(
同
前
)

北法17(4・86)620

で
あ



や
「
人
間
の
由
来
」

(
U
2
8己
主
宮
田
ロ
山
口
仏
海
F
2
5ロ

E

F巾
円
丘
三
百
戸
吉
田
町

F

E戸
・
)

に
接
し
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、

「ピ

l
グ
ル
号
航
海
記
」
を
初
め
て
読
ん
だ
の
も
こ
の
頃
か
こ
れ
か
ら
余
り
経
た
ぬ
時
期
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
進
化
論
と
キ
リ
ス
ト
教
と

の
統
合
を
唱
え
て
世
界
講
演
旅
行
中
の

J
・
ク
ッ
ク
が
来
日
し
、
石
川
千
代
松
が
実
証
主
義
的
な
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
そ
れ
に

較
論
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
内
村
の
関
心
を
い
や
が
上
に
も
刺
激
し
た

(
参
照

一
八
八
二
年
六
月
一
五
日
付
、
宮
部
金
吾
宛
書
簡
、

zm) 
の
で
あ
る
。

内
村
に
お
い
て
進
化
論
問
題
が
白
熱
化
し
た
第
二
の
時
期
は
、
渡
米
の
翌
年
一
八
八
五
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、

「
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル

ー
テ
ル
を
エ
ル
フ
ル
ト
僧
院
に
逐
ひ
や
っ
た
と
や
や
同
じ
目
的
」

(
出
。
若
同

σ巾
口
白
同
H
H
巾
由
円
ゲ
ユ
印
門
戸
何
百
・
)

で
入
っ
た
エ
ル
ウ
ィ
ン
の
「
児

童
白
痴
院
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
決
断
の
夏
」

(
0
・
ヶ
l
リ
)
、
精
神
的
苦
闘
の
裡
に
あ
る
内
村
に
援
助
と
指
導
の
手
を
の

べ
た
新
島
-
一
設
に
対
し
、
内
村
は
心
を
聞
い
て
自
己
の
信
仰
と
思
想
の
、
深
い
消
息
を
語
っ
た
が
、

そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
考

え
が
の
べ
ら
れ
て
い
た
。

六
月
二
日
付
、

「
私
の
心
は
ア
モ
ス
ト
を
、

そ
こ
で
五
年
前
に
手
を
つ
け
た
研
究

ハ
l
ヴ

7
1
ド
と
ア
モ
ス
ト
と
の
選
択
に
つ
い
て

!
l
l生
物
学
や
地
質
学
の
事
実
に
よ
る
聖
書
解
釈
に
う
ち
こ
む
こ
と
を
、

切
望
し
て
お
り
ま
す
」

(
同
志
社
大
学
所
蔵
の
原
英
文
は
、
魚
木

)
 

唱
A(
 

二
八
巻
一
号
U

に
採
録
さ
れ
て
い
る
)

O

ア
モ
ス
ト
に
傾
く
動
機
は
ま
さ
に
、
先
に
引
い
た
、

年
前
宮
部
に
告
げ
た
計
画
に
連
な
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
な
ぜ
ア
モ
ス
ト
が
問
題
に
な
る
の
か
、
す
ぐ
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
よ

忠
一
、
内
村
鑑
三
と
新
島
議
〔
基
督
教
研
究

こ
の
三

内村鑑三の歴史意識

う

ア
モ
ス
ト
に
進
ん
で
「
福
音
の
役
者
に
な
る
と
い
う
長
い
間
の
志
望
を
実
現
す
る
」
こ
と
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
を
報

じ
た
後
、
ひ
き
続
い
て
、
「
た
だ
、
過
去
三
、
四
年
間
考
え
続
け
て
来
ま
し
た
私
の
神
学
は
完
成
し
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
:
:
:
私
に
は

聖
書
は
聖
三
位
一
体
に
な
ら
ぶ
三
位
一
体
1

1

つ
ま
り
、
人
、
天
然
と
聖
書
そ
の
も
の
の
三
位
一
体
の
具
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ

八
月
一

O
日
付
、

北法17(4・87)621



説

は
宇
宙
を
造
り
た
ま
う
道
に
同
じ
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
り
ま

、
、
、
、
、

し
、
そ
れ
は
ま
た
ア
ミ
ー
バ
か
ら
人
に
い
た
る
動
物

、
、
、
、
、

そ
れ
は
ま
た
原

れ
で
私
の
願
う
と
こ
ろ
は
、

神
が
人
を
造
り
た
ま
う
道
(
羽
毛
)

目指

す
。
人
の
精
神
的
成
長
官

B
君
子
)
は
そ
の
身
体
の
成
長
に
対
応
(
ロ

2
5名
oE)

そ
れ
は
ま
た
混
沌
状
態
か
ら
現
在
の
美
し
い
状
態
に
い
た
る
地
球
の
発
達
に
対
応
し
、

の
発
達

(mg者
同
『
)
に
対
応
し
、

初
の
星
雲
状
態
に
始
ま
る
星
辰
体
系
の
発
達
に
対
応
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
同
じ
様
に
し
て
、
宇
宙
の
自
然
史
と
人
類
の
精
神
史
と
を

学
べ
ば
世
界
の
進
歩
の
跡
を
た
ど
り
、

ま
た
わ
れ
ら
の
社
会
の
未
来
を
少
し
く
競
う
こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
:
:
:
こ
の
よ
う
に

ま
た
特
に
黙
示
録
中
の
神
秘
的
な
箇
所
を
説
明
す
る
こ
と
が
私
に
可
能
に
な
り
ま
す
。
換
一
古
川
す

ホ
ツ
ジ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
ら
の
聞
に
全
き
調
和
を
も
た
ら
し
た
い
の
で
す
。
大
そ
れ
た

野
心
だ
:
:
:
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
:
:
:
自
分
の
根
拠
に
つ
い
て
は
か
な
り
自
信
が
ご
ざ
い
ま
す
」

し
て
は
じ
め
て
、
創
世
記
・
出
挨
及
記
、

れ
ば
私
は
ス
ベ
ン
サ
l
、
ダ
!
ウ
ィ
ン
、

(
傍
点
は
前
記
採
録
中
の

イ
タ
リ
ヅ
乙
と
の
ベ
た
。
全
創
造
の
構
成
要
素
に
は
、
個
人
の
〈
精
神
的
発
達
H
身
体
的
発
達

V
Iア
ミ
ー
バ
に
始
ま
る
人
類
の
進
化
史

H
H
地
球
史
H
H
星
辰
体
系
史
の
聞
に
、
総
じ
て
、
人
類
の
歴
史
と
自
然
史
と
の
間
に
、

こ
れ
ら
全
て
を

ハ
タ
ー
ン
の
対
応
関
係
が
実
在
し
、

一
貫
す
る
存
在
の
基
本
様
式

m
H
5
2
F
1育
局
お
お
は
、

神
の
創
造
の
者
同
可
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
や
や
先
立
つ
、
内
村
の
私
信
・
日
記
・
聖
書
へ
の
書
き
込
み
な
ど
は
、

こ
の
よ
う
な
「
私
の
神
学
」
を
生
み
出
し
た
読
需
と
思

索
の
背
景
を
語
っ
て
、
符
節
を
あ
わ
せ
た
よ
う
に
一
致
し
て
い
る
。
先
づ
、

こ
ニ
に
引
レ
た
「
私
の
神
学
」
構
想
の
官
頭
に
現
れ
る
「
聖

三
位
一
体
に
な
ら
ぶ
三
位
一
体

l
l
つ
ま
り
、
人
、

天
然
と
聖
書
そ
の
も
の
三
位
一
体
」
と
い
う
標
語
は
、
先
に
見
た

E
Z同昨日
P
冨同門戸
W

b
ロ
円
山
岳
四
回

Z
P
F巾
吋
江
口
日
々

0
向
。
ロ
巾
何
丹
市
同

E-
沢
口
。
当

-
E
m
%
¥子
品
寸
丘
町

C
E
富
田
区
間
巾

2
2
5
2
え

C
ロ巾

C
O
L
r
g仏・
3

を
承
け
る

も
の
で
あ
ろ
う
o

当
時
座
右
に
し
た
聖
書
の
見
返
し
に
-
記
さ
れ
た
こ
の
言
葉
に
は
、

一
八
八
五
年
四
月
一
八
日
と
い
う
日
付
が
付
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て

zz。耳
H
Z
2
5巾
由

。

r
z♂
ロ
=
中
に
転
記
さ
れ
た
こ
の
日
の
前
後
の
日
記
に
は
、
次
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
。

四
月
十
六
日

間
巾
円
円

H
E
E
v
田
守
司
、
奈
川
町

h
q
g及
。
ぉ

h
q
-
h
ヲ
読
ム
。
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四
月
十
八
日

。EB
Oロ
門
町
田
ミ
ミ
尽
き

N
h
a
S
3
如、民団、之さ
~
S
S
W
4
h
h
ヲ
読
ミ
テ
興
味
深
甚
。

四
月
十
九
日

『
黙
示
録
』
ヲ
読
ミ
テ
感
興
大
ナ
リ
。

内
村
自
身
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、

お
そ
ら
く
こ
の
八
年
後
に
、
注
を
つ
け
た
。

「
ブ
ア

l
ナ
ル
ド
は
余
が
幾
ら
か
で
も
真
面
目
に
読
ん

だ
最
初
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
派
の
著
者
で
あ
っ
た
。
い
か
に
も
余
は
こ
れ
よ
り
約
三
年
前
に
『
ア
ル
カ
ナ
・
ケ
レ
ス
テ
ィ
ア
』
を
の

ぞ
き
は
し
た
が
、

当
時
は
そ
れ
は
余
の
物
質
的
傾
向
の
心
に
は
余
り
に
霊
的
で
あ
り
す
ぎ
た
。

た、問
O 題

と
格
闘
し
て
L 、
て

い
か
な
る
種
類
の
神
秘
主
義
も
余
は
歓
迎
し
た
:
:
:
。

し
か
し
今
や
異
郷
に
あ
り
、
大
な
る
霊
的

そ
の
と
き
ド
ラ
モ
ン
ド
が
来
て
余
の
科
学
を
霊
化
し

が
余
を
極
端
に
霊
的
な
ら
し
め
た
。

(
l
フ
ア

l
ナ
ル
ド
と
ド
ラ
モ
ン
ド
)

今
や
余
が
説
明
し
去
る
こ
と
の
で

そ
し
て
彼
ら
二
人

き
な
い
も
の
は
何
一
つ
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
余
は
黙
示
録
を
取
上
げ
た
、
余
を
懐
疑
家
に
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
手
を
触
れ
ず
に
お
い
た
書
で
あ
っ
た
:
:
:
。
ま
た
創
世
紀
と
地
質
学
と
の
調
和
に
つ
い
て
の
あ
の
恐
し
い
闘
い
:
:
:
そ
れ
も
ま
た
「
ア

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ル
カ
ナ
・
ケ
レ
ス
テ
ィ
ア
』
の
著
者
の
取
扱
い
を
受
け
て
、
九
月
の
霜
が
太
陽
に
あ
た
っ
た
よ
う
に
わ
け
も
な
く
融
け
去
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
余
は
多
く
の
人
々
が
す
る
よ
う
に
け
っ
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
を
馬
鹿
の
一
人
に
は
数
え
な
か
っ
た
。
:
:
:
彼
の
教
義
に
初

め
て
接
し
た
時
に
余
の
陥
っ
た
は
な
は
だ
し
い
霊
化
主
義
の
後
で
は
、
あ
の
著
し
い
人
の
余
の
思
想
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
常
に
健
全
で
あ

(1) 

(
E
C
d〈

H
Z
E自
作
岱
の

F
E
M
E
-
訳
文
は
主
と
し
て
岩
波
文
摩
版
鈴
木
俊
郎
訳
に
よ
る
)
。

っ
た
」

内村鑑三の歴史意識

四
月
一
九
日
付
親
友
宮
部
金
吾
あ
て
の
書
簡
は
、
こ
の
後
年
の
注
釈
の
信
実
性
を
裏
づ
け
さ
ら
に
補
足
説
明
と
も
な
っ
て
い
る
。

「
君
の
す
す
め
に
従
っ
て
ド
ラ
モ
ン
ド
の
『
自
然
の
法
則
』
を
手
に
入
れ
て
、
全
く
楽
し
ん
で
い
る
。
君
も
察
易
に
想
像
で
き
る
よ
う

に
、
僕
は
君
以
上
に
著
者
の
立
論
に
感
動
す
る
。
こ
の
本
一
冊
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
僕
は
夢
中
に
な
っ
て
生
物

(
切
円
。
∞
巾
ロ
巾
弘
田
)

に
関
す
る
論
旨
は
、

ま
さ
に
僕
が
望
ん
で
い

学
を
勉
強
し
た
あ
の
数
年
間
の
苦
闘
を
悔
い
な
い
。
著
者
の
生
物
発
生
説
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説

た
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
o
:
:
:
僕
は
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
著
作
中
の
あ
る
も
の
を
読
ん
で
、
非
常
な
感
興
を
覚
え
て
い
る
。

彼
の
主
張
に
は
同
意
し
難
た
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、

し
か
し
彼
は
聖
書
中
の
最
も
難
解
な
箇
所
の
多
く
を
解
明
す
る
た
め
に
、
非

さl斗

d/HJ 

常
に
大
き
な
助
け
を
僕
に
与
え
て
く
れ
る
。
彼
は
偉
大
な
、
愛
す
べ
き
人
で
あ
り
、

た
し
か
に
強
健
な
思
想
家
だ
と
思
う
」
(
原
英
文
、

z

初
、
傍
点
は

z
m中
の
イ
タ
リ
ヅ
夕
、
訳
文
は

D
S
の
山
本
泰
次
郎
訳
に
よ
っ
た
)
。

新
島
に
宛
て
た
「
私
の
神
学
」
の
素
描
と
、
そ
れ
を
生
む
直
接
の
契
機
を
な
し
た
思
索
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
を
通
じ
て
現
わ
れ
る
ス
ウ

ェ
I
Jア
ン
ボ
ル
グ
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
特
異
な
宇
宙
論
を
構
想
し
た
一
八
世
紀
の
神
秘
主
義
者
、

そ
の
神
学
の
代
表
作
「
ア
ル
カ
ナ
・

ケ
レ
ス
テ
ィ
ア
」
は
独
特
な
創
世
記
・
出
エ
ジ
プ
ト
記
講
解
で
あ
り
、

ブ

ァ

l
ナ
ル
ド
は
、
内
村
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ス
ウ
ェ

l
デ

ン
ボ
ル
グ
の
徒
で
あ
る
。
親
友
宮
部
が
、

お
そ
ら
く
内
村
に
お
け
る
進
化
論
問
題
を
熟
知
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
す
す
め
た
、

ス
コ
ッ
ト
ラ

(
一
八
八
三
)
は
、
進
化
の

ン
ド
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
説
教
家
、
自
然
科
学
者
H
・
ド
ラ
モ
ン
ド
の
「
霊
的
世
界
に
お
け
る
自
然
法
則
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
環
境
に
対
す
る
連
帯
的
な
営
み
に
外
な
ら
ぬ
と
し
た
上
で
、
進
化
の
法
則
が
自
然
界

原
動
力
を
な
す
生
存
闘
争
が
、

の
み
な
ら
ず
霊
的
位
界
を
も
支
配
す
る
と
す
る
、
進
化
論
再
解
釈
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
で
あ
る
。
内
村
の
札
幌
農
学
校
卒
業
の
頃

日
本
に
侵
入
し
た
進
化
論
の
混
乱
に
襲
わ
れ
て
以
来
、

(
巾
同
一
戸
内
)
」

一
す
じ
に
「
オ
ル
ソ
ド
ッ
グ
ス
主
義
」
と
進
化
論
の
関
係
L
心
を
注
い
で
来
た
内

斗
叫
d
+
B
h

、

1
i
 

の
地
ニ
ュ

l

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
罪
と
律
法
の
問
題
の
解
決
を
求
め
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
的

「
流
鼠

神
秘
主
義
に
ゆ
き
あ
た
り
、

ま
た
時
を
同
じ
く
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
有
神
論
的
な
進
化
論
再
解
釈
に
接
し
た
時
、

そ
れ
を
一
つ
の
有

力
な
契
機
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
賄
罪
の
秘
義
へ
の
開
限
に
向
っ
て
一
歩
踏
み
出
す
の
と
同
時
に
、

「
オ
ル
ソ
ド
ヅ
ク
ス
主
義
」
と
進
化
論

の
綜
合
へ
の
見
通
し
を
も
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
刺
戟
を
直
接
の
契
機
と
し
て
、

フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
に
進
化
論
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
進
化

論
を
再
解
釈
し
テ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
像
に
組
み
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
い
「
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
主
義
」
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
内

北法17(4・90)624



「
進
化
」
は
生
物
の
種
の
変
化
に
お
け
る
経
験
則
の
域
か
ら
、

神
の
創
造
と
保
持
に
よ
り
生
成
し
て
や
ま
な
い
生
気
に
満
ち
た
世
界
の
構
成
原
理

l
l人
間
の
歴
史
と
自
然
史
と
を
等
し
く
支
配
す
る
原

村
の
「
頭
脳
の
戦
ひ
」
は

こ
こ
に
一
つ
の
決
定
的
な
局
面
を
迎
え
た
o

涯
に
ま
で
、

巾〈。
}
5
5ロ
か
ら
何
〈
。

-
5
5ロ
に
ま
で
、
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
へ
の
懇
ろ
な
誘
い
を
固
辞
し
て
ア
モ
ス
ト
を
択
ば
せ
た
動
機
の
一
つ
が
、

ア
モ
ス
ト
に
お
い
て
進
化
論
再
解
釈
に
よ
る

そ
の
た
め
の
場
と
し
て
他
で
は
な
く
ア
モ
ス
ト
に
注
目
さ

せ
た
理
由
は
、
古
い
敬
度
の
人
で
あ
る
総
長
シ

l

リ
の
進
化
論
に
対
す
る
独
自
の
見
解
で
あ
っ
た
。
「
彼
の
進
化
論
に
劃
す
る
持
説
は

す

で

す

で

早
く
よ
り
予
の
注
意
を
惹
き
し
者
な
り
、
予
は
未
だ
彼
を
見
ざ
る
に
己
に
業
に
彼
の
謙
遜
な
る
弟
子
の
一
人
な
り
き
、
此
人
に
合
し
此
人

「
私
の
神
学
」
を
構
想
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
く
り
か
え
し
の
べ
た
が
、

の
薫
陶
に
輿
ら
ん
と
欲
す
る
の
念
は
予
が
未
だ
石
狩
の
支
流
に
釣
を
垂
れ
し
時
に
起
り
し
予
の
願
望
な
り
き
」
(
流
寂
録
〉

r
d

そ
の
よ
う
な

「
彼
の
心
は
常
に
『
進
化
』
、

同

σ宮
山
自
己
戸
わ
円
5
2
2
ロ・)

『
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
存
』
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

(出。ョ

意
味
で
、

と
い
う
畏
れ
を
い
だ
き
つ
L

シ
l
リ
の
扉
を
た
た
い
た
の
で
あ
る
。

翌
一
八
八
六
年
、

地
質
学
の
コ

l
ス

を
と
っ
て
、
秋
の
学
期
に
ハ

l
シ
ェ
ル
の
星
雲
説
を
と
り
あ
げ
た

'nZ巾ゲロ
-2

z
u
d
c
F呂田

3

も
、
天
体
と
地
球
の
自
然
史
を

岡
山
〈

c-ztc
ロ

と
い
う
ペ
ー
パ
ー
を
の
こ
し
て
い
る
の

に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
い
う
関
心
か
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
八
八
六
年
夏

(1) 

か
ら
秋
に
か
け
て
キ
リ
ス
ト
の
賄
罪
を
体
得
し
て
第
二
の
開
限
を
経
験
し
た
そ
の
頃
、
内
村
は
宮
部
に
手
祇
を
送
っ
て
「
聖
書
と
生
物
学
と

を
調
和
さ
せ
る
夢
な
ぞ
は
、
今
で
は
僕
の
心
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。
人
の
霊
魂
の
回
心
と
い
う
事
実
は
、
『
原
生
体
』
な
ど
と
結
び
付
け

て
取
扱
う
に
は
、
余
り
に
も
厳
粛
で
あ
る
。
僕
は
、
進
化
論
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
証
明
し
よ
う
、
と
の
過
ぎ
し
日
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

な
空
想
を
僕
の
心
か
ら
取
り
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
十
一
月
一
一
一
日
付
、
原
英
文
、

z
m、
訳
文
は
D
S
山
本
泰
次
郎
訳
に
よ
る
)
の
と
ベ
、
お
そ
ら

く
ド
ラ
モ
ン
ド
の
よ
う
な
様
式
で
の
、
進
化
論
に
よ
る
「
私
の
神
学
」
構
想
の
放
棄
が
語
ら
れ
た
o

し
か
し
、
内
村
に
お
け
る

内村鑑三の歴史意識

閉
山

4
C
巳
己
。
ロ

の
観
念
は
、
神
の
霊
の
充
溢
し
た
「
生
瞳
」
と
し
て
の
「
宇
宙
」
の
生
成
発
展
の
原
理
と
し
て
定
着
し
、

ま
た
一
方
進
化
論
は
、
最
晩
年

北法17(4・91)625



説

に
い
た
る
ま
で
こ
の
後
も
な
お
、
内
村
の
信
仰
と
世
界
像
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
と
し
て
く
り
か
え
し
そ
の
都
度
新
た
な
文
脈
に
お
い

て
た
ち
現
れ
つ
つ
「
宇
宙
」
的
原
理
と
し
て
の
何
〈
o
-
E
Zロ
と
い
う
観
念
を
さ
ら
に
強
く
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
o

さA
iinfJ 

進
化
論
が
、

「
種
の
起
源
」
に
お
い
て
師
に
人
間
と
生
物
の
始
源
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
聖
書
的
創
造
観
と
の
激
烈
な
衝
突
を
惹
き
起

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

。〈。-ロ巴。ロ

1う3

あ
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
、
本
来

巾
〈

OT--け

F

。ロ

生
物
の
形
態
変
化
の
経
験
則
か
ら
世
界
像
の
構
成
原
理
に
ま
で
ひ
き

の
原
理
が
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
像
に
対
し
て
字
む
問
題
性
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
ざ

メ
カ
ニ
カ
ル
な
「
運
動
」
|
|
形
態
の
変
化
な
き
位
置
の
移
動
|
|
t
に
対
し
て
形
態
の
連
続

的
変
化
・
組
織
の
高
度
化
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
変
化
・
高
度
化
は
有
機
体
の
環
境
に
対
す
る
適
応
を
通
じ
ま
た
個
体
相
互

る
を
え
な
い
。
も
と
も
と

2
0
-
E
Eロ
は
、

間
の
生
存
競
争
を
通
じ
る
、
自
然
陶
汰
に
よ
っ
て
進
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
自
然
に
お
け
る
自
然
陶
汰
の
観
念
と
そ
の
歴
史

へ
の
適
用
と
し
て
の
「
優
勝
劣
敗
」
の
観
念
は
、
内
村
が
抱
い
た
よ
う
な
古
い
聖
書
的
世
界
像
に
お
け
る
、
神
の
愛
の
充
溢
と
個
体
の
相

互
の
ま
た
全
体
と
の
調
和
の
観
念
と
衝
突
し
、
ま
た
、
環
境
へ
の
適
応
と
い
う
自
然
史
的
過
程
の
観
念
は
、
目
的
な
き
無
限
の
過
程
の
そ
れ

で
あ
っ
て
、
人
間
の
歴
史
に
導
入
さ
れ
れ
ば
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
無
限
に
変
化
し
て
や
ま
ぬ
一
種
の
歴
史
的
相
対
主
義
を
も
た
ら
す
。

こ
う
し
た
進
化
論
の
問
題
性
に
対
し
て
内
村
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
、

」
の
時
期
よ
り
後
ま
で
見
通
し
な
が
ら
、
要
点

一
方
で
聖
書
に
対
す
る
フ
ア

を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
内
村
の
対
応
は
先
ず
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
も
い
く
ら
か
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、

ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
的
な
ヴ

7
1
バ
ル
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
説
を
否
定
し
て
歴
史
的
批
評
的
接
近
を
採
る
と
と
も
に
、
他
方
「
有
利

的
進
化
論
」
と
「
無
神
的
進
化
論
」
と
を
識
別
し
、
前
者
の
「
有
神
論
性
」
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
o

こ
う
し
て
、
聖
書
の
創
造
記

事
の
歴
史
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
ス
ベ

P

ソ
サ

l
、
バ
ッ
ク
ル
ら
は
斥
け
ら
れ
て
、
ダ
l
ウ
ィ
ン
、

A
-
R
・
ウ
オ
l
レ
ス
、

J
・
フ
ィ

(
口
)

L
・
ア
ガ
シ
ら
が
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
ダ
i
ウ
ィ
ン
に
つ
い
て
は
、

ス
ク
、

J
・
ク
ッ
ク
、

「
損
大
ナ
ル
景
色
ノ
前
ニ
立
チ
テ

:
・
其
我
心
中
ニ
起
ス
所
ノ
:
:
:
敬
神
ノ
感
情
ハ
辿
モ
是
ヲ
壷
ス
能
ハ
ズ
」
(
空
ノ
烏
ト
野
/
百
合
、

Z
2
)
と
告
白
す
る
心
情
を
、
ゥ
ォ
l
レ
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ス
に
つ
い
て
は
「
自
然
陶
汰
論
」
に
ワ
1
ズ
ワ
ス
の
「
花
向
石
と
ぱ
ら
の
神
」
を
讃
美
す
る
詩
を
引
く
事
実
(
如
何
に
し
て
大
文
事
を
得
ん
乎
、

S
U
〉
を
、

J
-
グ
ザ
ク
に
つ
い
て
は
日
本
を
訪
れ
て
の
学
術
講
演
に
守
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
の
詩
を
引
く
事
実
を
(
空
/
烏
と
野
/
百
合
)
を
、
ア

ガ
シ
に
つ
い
て
は
「
博
物
皐
上
ノ
一
護
見
ヲ
ナ
ス
毎
ニ
感
謝
ノ
情
心
ニ
満
チ
益
々
信
仰
ヲ
増
セ
リ
」
(
同
前
)
と
い
う
敬
度
を
、
強
調
す
る
o

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
行
わ
れ
た
進
化
論
の
受
容
と
再
解
釈
に
お
い
て
、
内
村
の
態
度
が
最
も
不
確
定
な
の
は
自
然
陶
汰
・
歴
史
に
お
け
る
「

優
勝
劣
敗
」
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
時
と
し
て
「
自
然
陶
汰
は
天
然
の
法
則
な
り
、
天
然
の
法
則
な
る
が
放
に
亦
神
の
法
則
な

り
、
神
は
此
法
則
に
循
ひ
て
高
物
を
完
成
し
給
へ
り
、
彼
は
叉
此
法
則
に
循
ひ
て
信
徒
を
完
成
し
給
は
ざ
ら
ん
耶
、
(
信
仰
の

l
l
)
弱
き

者
は
滅
、
ひ
ハ
信
仰
の

11)
強
き
者
は
残
る
」
(
信
仰
の
自
然
陶
汰
、

zロ
、
マ
タ
イ
伝
一
三
章
一
二
節
に
関
説
し
て
い
る
)
と
す
る
よ
う
な
こ
と
も

あ
っ
た
が
、

や
は
り
「
夫
れ
唯
ダ
ル
ピ
ン
の
言
へ
る
如
く
、
生
存
競
争
の
み
行
は
る
る
に
依
り
て
進
化
す
る
者
な
ら
ば
、
物
皆
逐
に
死
滅

(
基
督
の
復
活
を
祝
ふ
席
に
臨
み
て
)
と
述
べ
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
歴
史
理
解
に
お
い
て
は
否
定
的
な
の
が
基
調
で
あ
り
、

に
射
せ
ん
の
み
」

お
そ
ら
く
J
・
フ
ィ
ス
グ
や

H
・
ド
ラ
モ
ゾ
ド
に
拠
り
ま
た
明
ら
か
に
ク
ロ
ポ
ト
キ

γ
を
援
用
し
て
、
生
物
界
に
お
け
る
相
互
扶
助
の
現

象
に
よ
っ
て
生
存
競
争
の
傾
向
の
限
定
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
o

、，J唱止(
 

自
然
陶
汰
・
歴
史
に
お
け
る
闘
争
の
契
機
を
う
す
め
ら
れ
た

2
0
-
E
Eロ
は
さ
ら
に
神
の
創
造
の
観
念
と
結
合
し
て
、
神
の
創
造
の
完

、
、
、
、
、
、
、
、

成
と
い
う
究
極
目
標
に
い
た
る
過
程
と
し
て
転
釈
さ
れ
る
。
同
様
に
、

一
九

0
0年
代
に
入
っ
て
チ
ュ

l
ピ
ン
ゲ
ン
学
派
を
先
鋒
と
す
る

内村鑑三の歴史意識

「
高
等
批
評
」
の
衝
撃
に
直
面
し
た
時
、

(
G
・
A
-
ミ

l
ド
)

と
い
う
時
代
思
潮
を
敏
感
に
感
じ

「開〈。
-EFOロ
が
普
遍
観
念
に
な
る
」

と
っ
て
い
た
内
村
は
、
進
化
の
方
法
を
宗
教
研
究
に
適
用
し
た
も
の
が
「
高
等
批
評
」
に
他
な
ら
ぬ
と
解
し
て
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
て

積
極
的
に
摂
取
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
こ
に
伴
う
歴
史
的
相
対
主
義
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
超
歴
史
的
妥
当
性
を
擁
護
し
よ
う
と

し
、
当
然
、
進
化
観
に
お
け
る
相
対
主
義
の
処
理
が
大
き
な
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

穫
で
あ
る
、
中
に
隠
さ
れ
た
る
者
が
外
に
顕
は
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
是
れ
が

「
進
化
と
は
単
に
進
歩
で
は
な
い
、
開

岡
山
〈

o-ctc
ロ

の
酔
義
で
あ
っ
て
:
:
:
進
化
は
原
理
其
者
に

itf，去17(4・93)627



説

適
用
さ
る
べ
き
言
辞
で
は
な
い
:
:
:
真
理
其
者
に
進
化
の
あ
る
べ
き
筈
は
な
い
、

し
か
し
な
が
ら
、
永
久
の
犀
理
は
そ
の
強
制
の
形
と

真
理
そ
の
も
の
の
超
隆
史
的
不
変
性
と
真
理
の

エeh除

長Hs

方
法
と
に
於
て
永
久
に
進
化
す
る
者
で
あ
る
」

顕
現
形
態
に
お
け
る
歴
史
的
進
化
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
、

」
う
し

(
基
督
教
と
進
化
、

Z
9
)

つ
ま
り
、

歴
史
的
相
対
主
義
へ
の
顛
落
を
阻
も
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

て
進
化
が
全
創
造
の
原
理
に
た
か
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
人
聞
の
霊
魂
や
復
活
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
基
本
的
観
念
も
「
宇
宙
」

的
進
化
と
い
う
文
脈
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
「
宇
宙
の
寓
物
は
皆
な
死
を
以
て
始
ま
り
生
を
以
て
終
っ
て
居
ま
す
。
:
:
:
人
類
は
生

物
の
中
で
最
も
費
達
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
、
爾
う
し
て
彼
の
霊
魂
は
宇
宙
に
現
は
れ
て
居
る
生
命
の
う
ち
で
:
:
:
最
も
進
化
上
達
し
た

る
も
の
」
で
あ
る
。

「
爾
う
し
て
進
化
は
人
類
を
以
て
終
る
べ
き
も
の
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
、
人
類
も
又
更
に
一
段
の
進
化
を
な
し
て
更

に
霊
妙
、
更
に
不
可
思
議
な
る
贈
を
受
く
る
に
至
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
「
復
活
は
生
物
進
化
の
理
に
叶
ふ
て
居
り
ま

す
」
(
以
上
「
宗
教
座
談
」
第
七
回

復
活
の
事
、
第
八
回

永
生
の
事
)
と
さ
れ
た
o

た
だ
内
村
は
、
人
聞
の
根
元
的
罪
性
と
神
の
一
方
的
恩
恵

と
し
て
の
救
済
と
を
強
調
し
た
が
ゆ
え
に
、
人
間
に
お
け
る
進
化
を
道
徳
の
領
域
に
ま
で
導
入
す
る
こ
と
、
そ
し
て
罪
を
道
徳
進
歩
の
中

間
段
階
に
お
け
る
「
不
完
全
」
と
し
、
救
済
を
「
完
全
」
へ
の
歩
み
と
す
る
こ
と
は
終
始
き
び
し
く
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

全
宇
宙
を
通
じ
、
究
極
目
標
た
る
完
成
に
向
っ
て
漸
進
的
に
し
か
も
退
行
も
逸
脱
も
な
く
不
断
に
近
づ
い
て
ゆ
く
進
化
の
観
念
は
、
歴
史

の
観
念
に
い
ち
じ
る
し
く
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
内
村
は
こ
う
し
た
「

の
領
域
に
現
れ
れ
ば
「
進
歩
」

匂
円
。
問
山
門
町
田
印

進
化
」
の
観
念
を
土
台
と
し
て
進
歩
の
観
念
を
う
け
い
れ
た
の
で
あ
る
o

(5) 

「
『
種
の
起
源
』
は
余
の
再
龍
三
諒
し
た
る
も
の
で
あ
っ
た
、
寓
物
は
徐
々
と
し
て
無
限
に
進
化
す
る
と
の
概
念
は
余
の
脳
底
に
深
く

刻
み
込
ま
れ
た
:
:
:
」
(
聖
書
研
究
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
基
督
の
再
来
)

0

そ
し
て
「
史
患
の
事
た
る
是
れ
本
闘
に
在
る
の
日
予
の
決
し
て
槻
過

せ
し
曲
学
課
に
あ
ら
ず
:
:
:
然
れ
ど
も
余
は
史
撃
の
何
物
た
る
か
を
知
ら
ざ
り
し
、
歴
史
的
事
官
は
輸
画
の
小
児
に
於
け
る
が
如
く
個
々
澗

北法17(4・94)628



(〉

g
cロロ・
γ向
。
何
回
巾
)

氏
の
教
場
に
入
て
歴
史
的
精
神
は
予

立
の
印
刻
と
し
て
予
の
脳
裡
に
在
せ
り
、
然
れ
ど
も
一
度
び
教
授
モ
l

ス

に
吹
入
せ
ら
れ
た
り
、
死
骨
の
如
く
予
の
勝
中
に
埋
没
せ
し
事
置
は
今
は
一
組
織
の
下
に
整
然
列
を
矯
す
に
至
れ
り
。
過
去
は
今
は
活
訴

t
l
l歴
史
は
現
世
的
趣
味
合
)
有
す
る
も
の
と
し
て
予
に
紹
介
せ
ら
れ
た
り
。
彼
は
第
一
回
の
講
義
に
於
て

ハ
υ
ハ
U

ハ
υ
ハ
u
n
v

ハu
n
》

n
u
n
u
n
v

ハV

ハ》

問
問
刀
頭
歴
史
の
定
義
と
目
的
と
を
述
べ
て
日
く
:
:
:
」
(
流
銭
録
)
「
塵
史
は
人
類
進
歩
の
記
録
な
り
」
(
圏
点
原
文
)
と
、
此
言
を
聞
い
て
余

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
思
う
た
、
是
あ
る
哉
、
人
類
の
護
達
も
亦
天
然
の
護
達
と
異
な
ら
ず
と
、
即
ち
余
の
麗
史
翻
と
天
然
甑
と
が
弦
に
全
く
一
致
し
た
の
で

あ
る
o

斯
の
如
く
に
し
て
進
化
論
を
基
礎
と
す
る
余
の
知
識
は
一
層
竪
き
も
の
と
な
っ
た
」
〈
聖
書
研
究
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
基
替
の
再
来
)

0

「
歴
史
は
人
類
進
歩
の
記
録
な
り
、
此
進
歩
を
扶
助
せ
し
も
の
或
は
之
を
妨
害
せ
し
も
の
が
塵
史
的
人
物
或
は
塵
史
的
闘
民
な
り
、
.

と
し
て
?
?
の
目
前
に
浮
べ
り
、

其
物
自
身
に
て
完
全
な
る
聞
家
あ
る
な
し
、
園
民
あ
る
な
し
、
閣
民
の
歴
史
は
人
類
歴
史
の
一
少
部
分
た
る
に
過
ぎ
ず
、
国
民
は
滅
亡
に

一
国
民
興
り
人
類
全
瞳
に
封
す
る
其
使
命
を
蓋
し
て
逝
く
、
新
園
民
輿
り
て
奮
園
民
の
後
を

師
す
る
も
歴
史
的
に
生
存
す
る
こ
と
あ
り
、

嗣
、
ぎ
、
奮
文
明
に
加
ふ
る
に
其
特
質
と
所
得
と
を
以
て
し
而
し
て
亦
之
れ
を
後
進
の
園
民
に
譲
る
、
国
民
各
々
世
界
に
供
す
べ
き
寄
贈
物

あ
り
、
閤
民
は
失
す
、
然
れ
ど
も
、
氷
久
に
渉
る
べ
き
其
印
刻
は
決
し
て
消
へ
ず
。
歴
史
は
過
去
の
事
跡
の
年
代
的
配
列
、
即
ち
事
貨
の
自

仕)

録
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
り
、
然
れ
ど
も
歴
史
の
要
は
人
類
の
護
達
を
知
る
に
あ
り
、
未
来
を
感
化
せ
ざ
り
し
事
貨
は
歴
史
的
の
償
値
を
有

サ
ゼ
向
y

シ
3
ブ

せ
ず
:
:
:
。
如
何
に
平
易
に
し
て
如
何
に
起
題
的
な
り
し
ょ
、
是
れ
余
に
取
り
て
は
一
貫
に
歴
史
的
新
天
啓
な
り
し
、
日
本
を
以
て
世
界
の

内村鑑三の歴史意、識

中
心
と
思
ひ
し
予
、
歴
史
を
以
て
昔
話
の
一
種
と
思
ひ
し
予
、
英
雄
巨
人
の
一
言
行
を
皐
ぶ
を
以
て
塵
史
の
大
目
的
と
信
ぜ
し
予
は
此
第
一

回
の
講
義
に
参
し
て
長
き
迷
夢
よ
り
醒
め
し
の
感
あ
り
た
り
、

予
は
直
ち
に
予
の
無
飾
の
室
に
帥
り
、
新
感
激
の
失
せ
ざ
る
前
に
予
の
三

脚
の
椅
子
に
寄
り
掛
り
、
破
れ
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
て
教
授
の
一
言
を
彼
の
車
純
な
る
英
語
の
俸
に
紙
に
'
話
し
た
り
」

(
流
鼠
録
)

0

か
つ
て
、

ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
八
百
高
の
神
」
の
も
と
に
生
き
た
内
村
に
と
っ
て
世
界
は
一
つ
の
混
沌
で
あ
っ
た
。
の
ち
、
独
一
の
創
造
者
を

北法17(4・95)629



説

わ
が
神
と
認
め
る
に
至
っ
て
「
混
凱
せ
る
寓
物
は
完
備
せ
る
宇
宙
」

(
基
督
再
臨
を
信
ず
る
よ
り
来
り
し
余
の
思
想
上
の
鑓
化
)

と
化
し
、
進
化

主ム
ロ間

論
に
よ
っ
て
「
寓
物
は
徐
々
と
し
て
無
限
に
進
化
す
と
の
翻
念
」
が
か
た
め
ら
れ
た
。
こ
の
「
宇
宙
」
の
進
化
は
自
然
と
と
も
に
「
人
」

な
い
し
「
歴
史
」
を
も
包
摂
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
内
村
の
教
養
は
基
本
的
に
自
然
科
学
的
で
あ
り
、
進
化
の

観
念
も
本
来
生
物
体
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
再
解
釈
を
行
っ
て
も
な
お
こ
れ
だ
け
で
は
人
聞
社
会
の
歴
史
を
と
ら
え
る
原
理
と
し
て

は
弱
か
っ
た
。
ア
マ
ス
ト
に
入
る
ま
で
彼
が
す
で
に
「
歴
史
熱
」

「
伝
記
熱
」
の
虜
と
な
っ
て
多
く
を
読
ん
だ
こ
と
は

I
に
見
る
通
り
で

あ
り
、
そ
の
中
に
も
八
回
に
わ
た
っ
て
復
読
し
た
と
い
う
ギ
ゾ
!
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
」
の
よ
う
に
強
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
に

発
す
る
明
確
な
史
観
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
史
書
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

日
本
に
あ
る
頃
、
内
村
の
歴
史
理
解
を
根
本
的
に
規
定
し
た
の
は
結

お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
歴
史
理
解
と
の
余
り
の
懸
絶
の

局
「
普
通
日
本
童
児
の
通
読
す
べ
き
支
那
日
本
の
歴
史
類
L

で
あ
っ
て
、

故
に
、

ギ
ゾ
l
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
史
観
も
つ
い
に
理
解
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
内
村
に
と
っ
て
の
歴
史
は
「
日
本

を
以
て
世
界
の
中
心
と
思
」
ふ
パ
ロ
キ
ア
ル
な
も
の
で
あ
り
、

ま
た
自
然
的
時
間
に
従
う
継
起
を
こ
え
て
は
、
複
数
の
歴
史
的
出
来
事
を

統
合
す
る
「
一
組
織
」
は
な
く
、
出
来
事
は
た
か
だ
か
「
個
々
調
立
の
印
刻
」
の
「
年
代
的
配
列
、
即
ち
事
貨
の
目
録
」
と
し
て
整
序
さ

れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
過
去
の
出
来
事
が
現
在
を
生
き
る
者
に
対
し
て
有
し
う
る
意
味
は
、
た
か
だ
か
「
英
雄
巨
人
の
言
行
」

に
よ
る
教
訓

l
l伝
統
的
な
素
朴
な
「
実
用
的
歴
史
」
(
島
巾
官
有
印
自
由
己

R
Z
O巾
R
E
n
-
-
g
)
1
1に
と
ど
ま
っ
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は

な
く
、
歴
史
的
出
来
事
は
し
ょ
せ
ん
「
死
骨
」
的
「
昔
話
の
一
種
」
に
お
わ
る
o

し
か
し
、
初
め
て
「
歴
史
熱
」
を
く
ぐ
っ
て
後
数
年
を

強
烈
な
テ
イ
ズ
ム
の
上
に

経
過
し
て
‘

「
宇
宙
」

の
進
化
と
い
う
観
念
が
き
ず
か
れ
た
後
に
人
類
史
の
進
歩
と
い
う
観
念
が
告
げ
ら
れ

た
時
、
後
者
は
前
者
を
素
地
と
し
て
そ
の
上
に
容
易
に
受
容
さ
れ
、

か
っ
両
者
は
同
一
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
進
化
と
同
一
化
さ
れ
た

進
歩
の
観
念
に
よ
っ
て
始
め
て
「
歴
史
的
事
宵
は
:
:
:
一
組
織
の
下
に
整
然
列
を
混
す
に
至
」
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
独
一
の
神
に
よ
っ
て

「
主
宰
」
さ
れ
る
全
一
の
「
宇
宙
」
に
お
い
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
要
素
が
「
宇
宙
」
全
体
の
完
成
に
向
う
「
発
達
」
に
対
し
て
目
的
論
的
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に
位
置
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
歴
史
は
諸
国
民
が
織
り
な
す
人
類
の
普
遍
史
と
な
る
。
そ
し
て
過
去
か
ら
現
在
を
つ
ら
ぬ
い
て
未
来
に
向

う
「
進
歩
」
の
「
一
組
織
」
の
中
に
あ
っ
て
歴
史
的
事
実
は
初
め
て
現
在
に
生
き
る
意
味
を
賦
与
さ
れ
、
過
去
の
「
死
骨
」
か
ら
「
目
前
」

に
直
面
す
る
「
活
語
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
開
眼
の
後
間
も
な
く
故
国
の
親
し
き
者
た
ち
に
「
こ
の
宇
宙
を
機
会
と
偶
然
の
連
績
と

特
に
歴
史
に
あ
ら
わ
れ

と
い
わ
れ
る
も
の
は

見
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
宇
宙
は
合
理
的
な
宇
宙
だ
。
:
:
:
天
然
と
聖
書
と
人
に
あ
ら
わ
れ
た
神
の

、た
神

の

(

前

出

宮

部

・

藤

田

・

内

村

達

三

郎

宛

書

簡

)

「

神

の

5
2
7。仏」

宮内
H
Y
。仏

B
2
r
o仏
を
研
究
せ
よ
」

と
の
ベ
た
時
、

開〈。
-
E
Eロ
の
上
に
受
容
さ
れ
そ
れ
と
同
一
化
さ
れ
た

p
c
m
g
g
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
欧
思
想
史
に
お
け
る
普
遍
的
進
歩
の
観
念
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
主
権
的
神
の
歴
史
支
配
の
計
画

と
し
て
の
摂
理
の
観
念
の
世
俗
化
で
あ
り
、
初
め
進
歩
の
観
念
を
支
え
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
衰
退
の
結
果
進
歩
が
自
然
史
的
な

進
化
の
観
念
に
接
近
し
癒
着
す
る
の
が
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
も
日
本
に
は
主
権
的
神
の
観
念
も
そ
の
歴
史
支
配

の
観
念
も
本
来
な
か
っ
た
か
ら
、

一
八
七

0
年
代
の
啓
蒙
以
降
活
発
に
受
容
さ
れ
て
わ
が
国
に
お
け
る
歴
史
理
解
に
大
き
い
影
響
を
及
、
ほ

し
た
西
欧
の
進
歩
史
観
に
お
い
て
も
、

ギ
ゾ
ー
の
よ
う
な
強
烈
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
歴
史
理
解
も
バ
ッ
ク
ル
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
歴

史
理
解
も
同
じ
く
進
歩
観
に
立
つ
も
の
と
し
て
同
一
平
面
で
理
解
さ
れ
、
そ
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
。
初
め
て
「
歴
史

)
 

'
i
 

'
J

，、

熱
」
に
と
り
恐
か
れ
た
頃
の
内
村
の
西
欧
の
史
論
理
解
も
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
同
時
代
の
大
勢
と
呉
る
こ
と
あ
ま
り
多
く
は
な
か
っ
た
で

内村鑑三の歴史意識

あ
ろ
う
。
そ
の
後
進
化
論
と
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
信
仰
と
の
関
連
と
い
う
難
問
に
と
り
く
ん
で
刻
苦
し
た
内
村
が
、
そ
の
聞
に
進
化
と
い

う
本
来
自
然
史
に
か
か
わ
る
概
念
を
独
一
の
神
の
「
宇
宙
」
創
造
と
保
持
と
い
う
確
い
信
仰
に
し
た
が
っ
て
再
解
釈
し
、
人
類
の
歴
史
を

そ
れ
は
人
類
の
進
歩
の
観
念
を
受
容
す
る
素
地
と
な
っ
た
。
し
か
も
こ
う
し
た
背
景
の
上
に
受
容
さ
れ

つ
ら
ぬ
く
原
理
に
た
か
め
た
時
、

る
「
人
類
の
進
歩
」
の
観
念
は
、
神
の
歴
史
支
配
と
そ
の
計
画
と
い
う
強
烈
な
信
仰
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
、

「
進
歩
」
の
観
念
が
本
来
そ

の
背
後
に
も
っ
て
い
た
神
の
歴
史
支
配
の
契
機
が
新
し
く
生
気
を
吹
き
こ
ま
れ
て
よ
み
が
え
る
。
内
村
が
こ
の
そ

I
ス
の
講
義
に
つ
い
て
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説

、
、
、
、
、

「
彼
ゆ
宗
教
に
就
い
て
語
る
こ
と
は
稀
で
、
も
っ
ぱ
ら
『
人
類
の
進
歩
』
を
論
じ
た
が
、

全
く
の
神
学
の
課
程
で
あ
っ
た
」

、
、
、
、
、
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
講
義
は
拡
に
と
っ
て
は

(出
0
4司
同

}

〕

巾

2
5巾
日
わ
}
戸
江
田
神
仲
間
口
・
)

と
の
べ
る
の
は
お
の
ず
か
ら
こ
う
し
た
事
情
を
語
っ
て
い
る
の

ヨt.
H岡

で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
う
し
て
「
進
歩
」
の
観
念
に
な
ら
ん
で
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
「
摂
理
」
の
観
念
が
し
き
り
に
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
い
く
ら
か
大
胆
な
図
式
化
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
九
世
紀
の
西
欧
を
通
じ
る
、
摂
理
↓
進
歩
↓
進
化
と
い
う
歴
史
観
に
お

け
る
世
俗
化
の
過
程
を
、
新
た
な
宣
教
の
地
で
異
教
か
ら
初
め
て
回
心
し
た
深
い
信
仰
者
内
村
は
進
化
↓
進
歩
↓
摂
理
と
い
う
逆
の
方
向

に
歩
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
o

こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て

E
と

N
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(6) 

ア
モ
ス
ト
に
入
っ
た
内
村
は
こ
こ
で
総
長
シ

i
リ
の
暖
く
強
い
導
き
に
助
け
ら
れ
て
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
賠
罪
に
開
眼
す
る
o

し
か

し
、
内
村
に
お
い
て
も
真
理
の
了
解
は
や
は
り
確
信
と
懐
疑
、
高
揚
と
沈
滞
の
聞
の
動
揺
を
重
ね
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
。
自
己
の
義

(
M
H
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

認
に
つ
い
て
揺
ぐ
こ
と
の
な
い
確
信
に
到
達
し
え
た
の
は
一
八
九
二
i
九
三
年
の
頃
で
あ
ろ
う
。
「
洗
櫨
を
受
け
て
後
十
数
年
、
数
々
の

「
求
安
録
」
は

馬
鹿
ら
し
き
経
験
と
失
敗
の
後
:
:
:
、
余
は
父
の
慈
悲
の
み
を
頼
に
て
父
の
家
に
師
り
来
」
(
求
安
録
)
っ
た
の
で
あ
り
、

一
八
九
二
年
に
著
さ
れ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ
る
義
認
に
つ
い
て
の
深
刻
な
内
面
の
告
白
と
弁
証
の
書
の
最
後
に
は
キ
リ
ス

「
夫
れ
賠
罪
の
原
理
た
る
や
自
然
界
普
通
の
理

ト
の
「
臨
界
の
哲
理
」
に
つ
い
て
内
村
の
「
解
稗
」
が
次
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
た
。

な
り
、
積
物
界
に
於
て
は
之
を
動
力
の
平
均
(
開
A
E
E
V
E
氏
。
ロ
。
問
問
。
5
2
)

と
一
五
ひ
、
生
物
界
に
於
て
は
治
癒
の
動
作
と
な
り
て
抑
制
は

れ
、
心
謹
界
に
於
て
は
賠
罪
と
な
る
な
り
、
:
:
:
市
し
て
自
党
の
性
を
有
す
る
心
譲
界
に
於
て
は
:
:
:
我
等
の
中
に
一
人
の
苦
痛
を
感
ず

そ
い

る
も
の
あ
れ
ば
社
合
全
櫨
は
彼
と
共
に
苦
し
み
、
我
等
の
快
壊
の
幾
分
か
を
殺
で
被
難
者
を
救
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
社
合
一
局
部
の
損
害

て
ん
の
つ
か
ひ

は
全
部
之
を
負
摂
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
健
康
部
の
犠
牲
に
依
て
の
み
疾
病
部
を
治
療
し
得
る
な
り
、
:
:
:
神
と
天
使
と
人
類
と
は
謡
界

組
織
の
機
関
(
冨
巾

B
Z
3
0町
田
司
王

Z白ご内
5
1
0日
)

な
り
、
故
に
人
類
の
喧
落
と
罪
悪
と
は
神
と
天
使
と
に
影
響
せ
ざ
る
を
得
、
ず
、
人

北法17(4・98)63写



類
は
救
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
市
し
て
之
を
救
は
ん
が
震
に
は
絶
針
無
限
の
謹
な
る
神
自
ら
人
の
活
め
に
苦
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
o

こ
と
に
彼
は
わ
れ
ら
の
庶
民
を
お
ひ
、
我
済
の
か
な
し
み
を
捨
へ
り
:
:
:
」
0

こ
こ
に
現
れ
た
世
界
全
体
の
連
帯
性
の
観
念
、
世
界
を
構
成
す
る
物
理
的
自
然
・
生
物
的
自
然
と
「
心
霊
界
」
と
を
貫
通
す
る
「
普
通

こ
れ
ま
で
に
見
た
「
宇
宙
」
の
観
念
が
こ
の
よ
う
な
「
解
明
伴
」
の
背
後
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

の
理
」
の
観
念
な
ど
か
ら
推
し
て
、

ょ
う
。
内
村
の
眼
前
に
示
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
は
、
既
に
見
た
よ
う
な
神
の
創
造
と
保
持
に
よ
っ
て
不
断
に
生
成
発
展
し
て
や
ま
な
い
宇
宙

の
実
在
感
の
上
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

「
新
神
学
」
に
始
ま
る
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
合
理
主
義
的
傾
向
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト

の
神
性
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
内
村
は
、
全
新
約
中
キ
リ
ス
ト
の
救
済
論
的
な
意
義
に
と
ど
ま
ら
ず
宇
宙
論
的
意
義
を
最
も
強
調

し
た
、

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
神
学
的
・
批
評
的
ポ
レ
ミ
ツ
ク
の
焦
点
と
な
り
な
が
ら
当
代
に
至
つ
て
は
次
第
に
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
少
く

詳
細
な
註
解
、

釈
義
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

な
っ
て
い
た
コ
ロ
サ
イ
書
特
に
一
章
一
五
l
一
七
節
を
く
り
返
し
と
り
あ
げ
、

七

〈

ト
は
「
世
の
創
造
ら
れ
ざ
り
し
前
よ
り
父
と
柴
光
を
共
に
せ
し
者
」
(
「
我
主
耶
蘇
基
督
」
其
一

う
ま
ぶ
ね

的
は
、
槽
の
中
に
生
れ
し
一
貫
児
に
楽
の
冠
を
捧
げ
ん
が
震
」
(
「
川
市
羅
西
書
註
解
」
保
羅
の
基
替
親
、

Z
7
〉
で
あ
る
、
こ
と
が
強
調
さ
れ

キ
リ
ス

喚
求
、

Z
1〉

「
宇
宙
の
存
在
す
る
日

)
 

唱

A(
 

「
宇
宙
」
創
造
の
目
的
に
ほ
か
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
は
ま
た
、
神
の
「
宇
宙
」
創
造
と
保
持
の
計
画

つ
い
に
全
創
造
の
救
済
者
ま
た
主
権
者
と
な
る
。
「
我
併
は
イ
エ
ス
が
完
全
な
る
救
主
な
る
を
知
っ
て
、

る
o

神
と
と
も
に
全
創
造
に
先
在
し
、

彼に
が従
問、っ
時、て
に、創
高、造
物、 11

の、保
造、持
主、に
な与
るり
を、

発
る
しー

/【、

同
前

内村鑑三の歴史意識

の
で
あ
り
、

「
宇
宙
寓
物
は
そ
の
大
な
る
と
小
な
る
と
を
聞
は
ず
、
其
人
の
目
に
見
ゆ

る
と
見
へ
ざ
る
と
に
係
は
ら
ず
、
皆
な
キ
リ
ス
ト
に
由
り
て
(
在
り
て
〉
存
つ
な
り
、
ラ
イ
ト
ブ

l
ト
氏
四
く
『
彼
(
キ
リ
ス
ト
〉
は
字

ケ

オ

ス

コ

ズ

モ

ス

宙
に
於
け
る
粘
着
性
の
本
源
な
り
、
彼
は
造
化
の
上
に
一
致
と
共
同
の
性
を
印
し
、
こ
れ
を
し
て
河
沌
た
ら
し
め
ず
し
て
、
整
髄
た
ら
し

む
』
と
」
(
同
前
)

0

こ
う
し
て
、

「
キ
リ
ス
ト
は
人
類
の
救
主
な
る
な
る
の
み
な
ら
ず
、

ま
た
高
物
の
救
主
」
(
同
前
)

で
あ
り
、
復
活
・ 主

北法17(4・99)633



説

昇
天
し
て
「
教
合
、
宇
宙
総
瞳
の
長
」
(
同
前
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
「
近
代
的
」
合
理
全
義
的
キ
リ
ス
ト
論
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
の
先
在
、
神
の
創
造
H
H
保
持
に
お
け
る
仲
保
性
、

そ
こ
か
ら
ま

コ'A.
nltU 

た
、
キ
リ
ス
ト
の
、
単
に
個
人
の
霊
魂
の
救
済
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、

全
宇
宙
の
支
配
と
救
済
と
い
っ
た
古
い
キ
リ
ス
ト
観
が
う
け
入
れ
ら
れ

る
の
で
あ
っ
た
。
内
村
が
、
救
済
主
キ
リ
ス
ト
を
識
っ
た
お
さ
え
き
れ
ぬ
歓
喜
を
宮
部
に
報
じ
る
手
紙
の
中
に
「
僕
は
、
自
然
と
歴
史
と

聖
書
と
が
人
類
に
対
す
る
神
の
啓
示
の
三
脚
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
実
に
嬉
し
い
。
:
:
:
キ
リ
ス
ト
は
た
だ
に
聖
書
の
秘
密
に
と
ど
ま
ら

ず
、
他
の
二
つ
の
秘
密
を
も
聞
く
鍵
だ
、
自
然
の
う
ち
に
霊
な
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
。
何
と
い
う
ま
じ
り
な
き
喜
び
、

ま
た
楽
し
み
」

(
一
八
八
六
年
一

O
月
六
日
付
、

zm)
と
告
白
し
た
一
一
言
葉
は
、
内
容
必
ず
し
も
一
義
的
に
確
定
出
来
な
い
が
、
こ
こ
に
見
た
よ
う
な
背
景

の
も
と
で
、

「
宇
宙
」
は
神
の
啓
示
の
場
で
あ
り
自
然
と
歴
史
と
は
「
宇
宙
」
の
構
成
要
素
と
し
て
同
型
的
で
あ
っ
て
、
聖
書
・
歴
史
・

自
然
、
が
神
の
啓
示
の
場
と
し
て
相
補
的
で
あ
る
、

キ
リ
ス
ト
体
験
が
結
び
つ
い
た
時
に
現
れ
た
も
の
と
思
れ

と
い
う
師
越
の
観
念
に
、

る。
し
か
も
内
村
の
場
合
、
例
に
見
た
よ
う
に
、
神
は
あ
く
ま
で
独
立
な
ベ
ル
ゾ
ン
と
し
て
「
宇
宙
」
に
対
す
る
と
同
時
に
「
宇
宙
」
の
う

ち
に
遍
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
内
村
に
は
キ
リ
ス
ト
を
全
宇
宙
の
支
配
者
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
中
に
内
在
ま
た
遍

在
す
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
o

こ
の
辺
に
い
た
っ
て
、
内
村
の
内
面
に
深
く
根
ざ
し
た
し
か
し
き
わ
め
て
直
観
的
な

た
と
え
ば
「
基
督
が
神
で
あ
り
、
露
の
宇
宙
で
あ
り
、
我
漕
が
其
謡
界
の

観
念
は
、
論
理
的
な
理
解
を
こ
え
る
こ
と
著
る
し
く
な
る
が
、

初
め
て
我
捕
の
聖
化
も
満
足
に
行
は
れ
、
亦
基
替
の
光
は
我
済
を
透
し
て
世
に
顕
は
れ
」

徒、

S
6
)
る
と
い
い
、
あ
る
い
は
ま
た
ヨ
ハ
ネ
伝
一
章
三
節
の
「
ロ
ゴ
ス
」
を
「
造
化
の
原
理
た
る
道
:
:
:
今
日
の
術
語
を
以
て
一
一
百
へ

一
部
分
と
な
る
を
得
て
、

(
基
督
教
と
基
督
信

ば
天
然
の
法
則
」
と
し
た
上
で
、
「
天
然
の
法
則
は
神
の
法
別
で
あ
っ
て
、
神
よ
り
出
た
る
者
」
、
そ
の
意
味
で
「
若
即
ち
犠
牲
」
(
キ
リ

ス
ト
は
如
何
な
る
怠
味
に
於
て
蔦
物
の
造
主
な
る
乎
、

S
9
)

で
あ
る
と
い
っ
た
表
現
は
ま
た
こ
う
し
た
思
考
傾
向
を
も
の
が
た
る
も
の
と
解
さ
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れ
よ
う
o

内
村
が
時
と
し
て
共
観
福
音
書
以
上
に
ヨ
ハ
ネ
伝
を
重
視
し
た
の
も
、

一
つ
に
は
こ
う
し
た
文
脈
で
ヨ
ハ
ネ
伝
に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
H

ロ
ゴ
ス
観
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
内
村
の
宇
宙
の
観
念
は
「
十
字
架
は
神
の
愛
を
樹
は

、
、
、
、
、
、
、

す
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
宇
宙
寓
物
の
精
神
を
彰
は
す
:
:
:
良
く
之
を
解
す
れ
ば
宇
宙
其
物
が
大
福
音
で
あ
る
」
(
同
前
)
と
い
う
「

キ
リ
ス
ト
を
中
心
と
す
る
宇
宙
腕
」
(
同
前
)
に
ま
で
発
展
し
、
こ
の
独
特
な
観
念
は
彼
の
救
済
論
・
救
済
史
の
観
念
を
深
く
規
定
す
る
の

で
あ
る
。

内
村
の
信
仰
と
思
想
が
、
彼
自
身
の
「
人
生
の
古
験
」
と
と
も
に
、
多
彩
な
交
際
を
通
じ
て
、
ま
た
「
順
序
も
な
く

オ
ム
エ
ポ
ラ
ス
リ
ー
デ
イ
シ
グ

組
織
も
な
く
、
謂
ゆ
る
雑
食
的
乱
討
を
杭
け
」

I
E
の
叙
述
か
ら
、

(
読
書
所
感
)
て
、
多
様
な
思
想
の
影
響
を
う
け
つ
つ
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
の
一
端
が

う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
o

内
村
に
影
響
し
た
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
あ
る
い
は
文
化
体
系
を
異
に
し
、
あ
る
い
は
時
代
を
異
に
し
、
あ
る
い

は
同
時
代
に
お
い
て
位
置
を
異
に
し
、
相
互
に
兵
質
で
し
ば
し
ば
葛
藤
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

日
本
の
伝
統
思
想
と
西
欧
の

思
想
、
人
間
と
歴
史
に
対
す
る
ア

。
フ
リ
オ
リ
な
確
信
か
ら
す
る
傾
向
的
解
釈
や
感
情
移
入
と
批
評
的
実
証
的
理
解
(
ヒ
ユ

l
ム、

ン
か
ら
「
高
等
批
評
」
に
い
た
る
)
、

「
オ
1
ソ
ド
グ
ス
主
義
」
と
一
方
で
は
神
秘
主
義
や
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
他
方
で
は
ダ
l

ウ
ィ
ニ
ズ
ム
や
「
新
神
学
」
、

ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
と
い
っ
た
思
想
史
上
顕
著
な
相
魁
を
内
村
は
一
身
に
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

)
 

唱
A(
 

た
。
こ
う
し
た
内
村
自
身
の
い
わ
ゆ
る
「
頭
脳
の
戟
ひ
」
を
中
心
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
砲
は
、
の
ち
に

E
に
も
ふ
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一

内村鑑三の歴史意識

九
世
紀
中
葉
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
世
界
の
思
想
的
変
動
を
凝
集
的
に
表
現
し
て
い
た
。
内
村
の
世
代
が
生
れ
ま
た
育
っ
た
日

本
は
、
完
結
的
な
信
条
体
系
の
解
体
の
上
に
本
来
背
景
を
異
に
す
る
多
様
な
西
欧
思
想
が
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
ま
た
大
量
急
速
に
流
入
し
、

伝
統
と
の
問
に
ま
た
そ
れ
ら
相
互
の
聞
に
羽
藤
を
加
え
て
い
た
o

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
見
て
も
、
宣
教
の
最
初
期
で
あ
っ

て
、
特
に
辺
境
の
札
幌
バ
ン
ド
の
場
合
に
は
、

オ
l
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
宗
教
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
し
か
し
実
質
上
の
禁
書
目
録
も
欠

ギ
ボ
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説

い
て
、
精
神
的
「
守
役
」
の
保
護
の
な
い
ま
ま
、

し
か
し
自
己
の
判
断
の
ま
ま
に
、
あ
ら
ゆ
る
「
異
端
」
に
対
し
て
も
自
由
で
あ
り
、

こ
に
関
心
と
視
野
の
拡
大
と
と
も
に
懐
疑
と
混
迷
も
ま
ぬ
か
れ
な
か
っ
た
。

論

こ
こ
で
古
い
伝
統
的
エ
ー
ト
ス
.
の
上
に
「
オ
I
ソ
ド
ク
ス
主
義
」
を
受
け
い
れ
た
内
村
が
渡
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、

「
古
い
米
国
人
し
の

「
古
い
信
仰
」
の
一
つ
の
昂
揚
が
進
化
論
・
実
証
主
義
や
さ
ま
ざ
ま
な
神
学
上
の
合
理
主
義
と
戦
い
つ
つ
社
会
的
地
平
の
下
に
姿
を
消
そ

う
と
し
て
お
り
、
内
村
の
「
オ
1
ソ
ド
ク
ス
主
義
」
は
こ
こ
で
、

一
方
「
古
い
米
岡
人
」
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
体
験
と
い

う
基
礎
を
す
え
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
異
質
な
思
想
と
の
高
藤
や
懐
疑
も
ま
た
増
し
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
o

祖
国
に
帰
っ
た
後
、
社

会
に
対
し
教
会
に
対
し
て
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
な
っ
た
内
村
が
、
日
本
の
都
市
文
明
と
「
近
代
文
明
」
と
を
同
一
化
し
て
こ
れ
を
拒

否
し
、
農
村
に
転
住
す
る
こ
と
さ
え
考
え
な
が
ら
、
終
生
角
筈
と
い
い
柏
木
と
い
い
未
だ
農
村
的
な
、
だ
が
大
東
京
の
郊
外
の
地
に
、
住

ん
だ
こ
と
も
ま
た
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
大
都
市
か
ら
一
歩
離
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
発
す
る
「
近
代
文
明
」
の
影
響
を
受
け
つ

つ
し
か
も
そ
の
渦
中
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
逆
に
い
え
ば
、

そ
れ
に
対
し
て
自
立
性
を
確
保
す
る
だ
け
の
生
活
上
の
距
離
を
お
き

つ
つ
し
か
も
そ
の
意
味
を
と
ら
え
う
る
だ
け
の
圏
内
に
生
活
し
て
、
孤
独
と
不
遇
の
中
に
「
オ
l
ソ
ド
ク
ス
主
義
」
を
固
守
し
な
が
ら
し

か
も
「
新
神
学
」

「
高
等
批
評
」
に
始
ま
る
さ
ま
ざ
ま
の
「
近
代
思
想
」
の
動
向
を
敏
感
に
見
通
し
、
そ
れ
を
検
討
摂
取
し
つ
つ
根
本
的

に
は
こ
れ
と
対
決
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
多
様
な
し
か
も
葛
藤
す
る
諸
思
想
の
い
わ
ば
不
連
続
線
の
上
に
生
き
る
内
村
に
と
っ
て
、

さ
ら
に
、
-
個
人
の
外
的
・
内
的
な

苦
難
も
終
生
変
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
内
村
は
た
え
ず
、
神
の
義
に
つ
い
て
聞
い
、
神
の
支
配
す
る
世
界
に
お
け
る
苦
難
・
不
義
の

存
在
、
世
界
の
秩
序
の
解
体
の
意
味
を
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
究
極
的
に
は
神
義
論
的
な
関
心
が
、
多
様
な
し
ば
し

ば
葛
藤
す
る
思
想
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
、
視
圏
の
拡
大
と
と
も
に
く
り
か
え
し
懐
疑
と
混
迷
を
く
ぐ
る
内
村
に
、
思
察
の
基
調
的
な
動
機

を
提
供
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
内
村
の
接
触
す
る
多
様
な
思
想
は
、
彼
自
身
の
体
験
と
そ
れ
に
根
ざ
す
動
機
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
綜
合
に
ま .7， C 
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で
も
た
ら
さ
れ
た
o

内
村
の
接
し
た
思
想
は

!il読
書
に
限
っ
て
も
1

1
同
時
代
の
顕
著
な
業
績
に
対
し
て
敏
感
に
広
く
渉
猟
し
た
反

面
、
「
二
流
し
「
一
二
流
」
も
決
し
て
少
く
な
い
。
ま
た
第
一
級
の
業
績
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
オ

l
ソ
ド
ク
ス
な
「
正
解
」
を
し
て
は
い

必
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
悉
く
内
村
の
強
烈
な
関
心
か
ら
す
る
一
貫
し
た
思
索
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ
、
内
村
自
身
の
も
の
に
消
化
さ
れ
お

わ
っ
た
o

そ
の
い
み
で
、
こ
う
し
た
多
様
な
あ
い
葛
藤
す
る
思
想
に
さ
ら
さ
れ
つ
づ
け
た
こ
と
と
、
一
貫
し
た
思
索
の
動
機
と
は
、
彼
に

あ
る
種
の
綜
合
と
独
創
と
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
神
と
キ
リ
ス
ト
が
超
越
し
つ
つ
遍
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
す
る
、
完
成
に
向

っ
て
不
断
に
進
化
U
進
歩
し
て
や
ま
ぬ
「
宇
宙
」
と
い
う
観
念
は
こ
う
し
て
生
れ
、
内
村
の
救
済
論
・
歴
史
観
を
根
本
的
に
規
定
す
る
の

で
あ
る
o

。)

(

1

)

こ
の
点
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
見
解
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
阿
部
行
蔵
、
若
き
内
村
鑑
三
ー
ー
そ
の
精
神
的
形
成
、
一
四
八
瓦
以
下
。

(
2
)

内
村
門
下
中
西
欧
哲
学
・
神
学
に
つ
い
て
の
素
養
に
お
い
て
ぬ
き
ん
で
て
い
た
三
谷
隆
正
が
内
村
の
閉
山
中
郊
の
裂
を
論
じ
て
「
開
拓
者
型
」
「
ア
ウ
グ
ス

チ
ヌ
ス
型
」
と
し
た
文
章
は
興
味
深
い
。
参
照
、
内
村
鑑
三
先
生
と
神
接
、
真
理
と
短
文
(
い
ず
れ
も
「
一
二
谷
隆
正
全
集
」
第
四
巻
所
収
〉
。

(
3
)
H
E
E
F
E
E
-
E
5
5
の
概
念
と
そ
の
背
景
に
あ
る
問
題
関
心
に
つ
い
て
、
戸
当
与

R
-
E
荘
3
2
3
5
u
m
ぽ
否
認
E
m
n
g
E
E
E
C
g巾
=
ぉ

E
F

品
〉
丘
一
・
)
に
よ
る
所
が
大
き
い
。
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、
同
ロ
芯

F
E
E
-
E
5
5
を
「
後
進
的
マ

l
ジ
ナ
ル
・
エ
リ
ア
」
と
の
関
連
で
追
求
し
た
折
原

治、

FE--巾
-
2
5
-
5
5
5
と
初
三

5
E
t凶
5
5
m
(大
塚
久
雄
編
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

i
バ

l
研
究
)
の
祝
点
は
内
村
に
お
け
る
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ユ
ア
リ

ズ
ム
と
そ
の
歴
史
的
背
景
を
理
解
す
る
上
に
も
示
唆
的
で
あ
る
。

〈

4
〉
]
己
呂
田
出
口
三
ミ

ω巾町一ミ

(ZN品
1
5
8
)
o
一
八
四
九
年
ア
モ
ス
ト
卒
業
、
一
八
五
二

l
五
三
年
ハ
レ
大
学
に
学
び
、
こ
の
ド
イ
ツ
時
代
に
コ
ン
ヴ
エ

ン
シ
ヨ
ン
の
域
を
こ
え
る
福
音
信
仰
を
わ
が
も
の
と
し
た
と
い
わ
れ
る
。
神
学
的
哲
学
的
に
は

L
・
P
-
ヒ
コ
ッ
ク
の
教
え
を
受
け
そ
の
立
場
を
継
承
し

て
い
る
。

、
、
、

(
5
〉
内
村
を
含
め
て
多
く
没
落
途
上
の
武
士
の
家
庭
か
ら
出
た
日
本
の
初
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
、
社
会
的
に
衰
退
の
途
に
歩
み
入
り
つ
つ
あ
っ
た
ア
メ
F

カ
東
北
部
の
オ

i
ソ
ド
ッ

F
ス
な
信
仰
を
背
景
と
し
た
初
期
ミ
ツ
シ
ヨ
ナ
リ
と
の
出
あ
い
・
相
互
の
感
応
と
反
援
を
歴
史
的
に
辿
っ
た
】
・
出
D
当

S
F甘山口・

20(vr門
町
長
旨

ω
E
L
〉
5
3
n
E
B
5
5
E江町
F

(
宮
玄
・
』
包
括
ロ
(
巾
P
Y
円い

E
ロ
関
白
間

γ宮
兄
お

E
C
Z
F
g毛山口
L
B
D
L
2
5
N
E
C
P
呂
町
印
・
)
は
、

内
村
と
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
ま
た
注

(
3
〉
に
ふ
れ
た
「
マ

l
ジ
ナ
ル
・
エ
リ
ア
」
の
信
仰
と
い
う
問
題
に
つ
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説

い
て
も
有
益
で
あ
る
。

(

6

)

「
契
約
」
は
聖
詩
、
神
、
御
子
、
型
笠
に
つ
い
て
各
一
セ
ソ
テ
ゾ
ス
の
簡
単
な
告
白
と
、
申
命
記
六
章
五
節
十
レ
ピ
記
-
九
章
一
八
節
に
十
戒
第
二
条

ー
第
一

O
条
の
加
わ
っ
た
食
〔
)
0
5
5
8
ι
B
Eぇ
.
か
ら
成
っ
て
い
る
。

(
7
〉
こ
の
点
の
理
解
に
鴎
し
、
フ
ル
ト
マ
ン
の
、
歴
史
を
生
き
る
人
間
の
行
為
に
お
け
る

g
g
E耳
目
白
な
い
し

E
R
2
5慨
に
つ
い
て
の
指
摘
は
示
唆
的

で
あ
る
。
た
だ
し
、
プ
ル
卜
マ

γ
の
歴
史
像
・
世
界
像
は
本
文
に
見
る
よ
う
な
内
村
の
そ
れ
と
は
む
し
ろ
対
腕
的
と
思
わ
れ
る
。
参
照
、
戸
間
・
回
己
一
円
B
g
p

Z
百円
c
q
g門

同
町
田
円

E
S
-
c
m予

E
g
w
叶，

D吋口
F
O
O
Z
E
-
w
宅
L
8
1
5叶
L
U由
l
l
E
O
W
E
N
-
(中
川
秀
恭
訳
、
歴
史
と
終
末
論
二
七
八
二
八

0
1
一
八

一
、
一
八
四

l
一
八
五
頁
)
。

正U.与
linu 

(
8
〉
た
と
え
ば
ば
同
じ
「
求
安
録
」
で
「
右
て
在
る
者
」
と
し
て
の
神
を
「
蔦
古
不
日
制
高
世
不
動
の
法
則
」
と
す
る
な
ど
。
そ
の
他
、
以
下
の
本
文
に
引
か

れ
る
と
こ
ろ
を
参
照
。

(

9

)

こ
の
命
題
に
接
し
た
の
は
ア
モ
ス
卜
に
お
け
る
シ

l
リ
の
「
倫
理
哲
学
」
の
講
義
を
通
じ
て
と
推
定
さ
れ
る
。
(
「
流
復
録
」
ニ
新
英
洲
学
校
生
抗
、

参
照
)
シ

l
リ
ー
か
ら
内
村
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
命
泌
が
ど
の
よ
う
に
転
釈
さ
れ
て
行
っ
た
か
、
実
証
的
に
辿
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能

で
あ
る
が
興
味
深
い
。

〈
川
町
)
内
村
が
一
九
一

O
年
、
大
賀
一
郎
に
与
え
た
写
真
の
哀
に
↓
記
し
た
言
葉
。
大
賀
一
郎
、
内
村
先
生
の
思
出
の
数
々
(
「
追
想
柏
木
内
村
鑑
三
先
生
」
所

収
〉
に
よ
る
。

〈
日
〉
青
年
時
代
座
右
に
し
た
「
余
の
旧
き
型
車
副
」
の
見
返
し
に
エ
ル
ウ
イ
ン
時
代
に
記
さ
れ
た
言
葉
。
こ
れ
の
写
真
は

z
mと
教
文
館
版
信
仰
著
作
全
集
第

一
一
巻
と
に
あ
る
。

(
ロ
〉
小
崎
弘
道
、
我
凶
の
宗
教
及
道
徳
、
一
九

O
三
年
(
の
ち
、
小
崎
弘
道
全
集
第
三
巻
に
収
録
)
。
一
九
世
紀
後
半
の
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
動

向
を
通
観
し
た
本
書
、
特
に
ア
メ
リ
カ
ミ
ツ
シ
ヨ
ナ
リ
の
神
学
の
特
質
及
び
進
化
論
の
衝
撃
に
対
す
る
初
期
の
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
さ
ま
ざ
ま

な
対
応
の
分
化
を
扱
う
叙
述
は
、
小
論
の
主
題
と
の
関
連
に
お
い
て
興
味
深
い
。

〈
日
)
例
え
ば
、
内
村
が
尊
徳
の
言
葉
と
し
て
紹
介
す
る
中
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
↓

Z
5
2
2
B
E
E
Z
m
Cロ
自
ι
c
p
g仏
ω
2
C甘

F
m
B
E
ロ
2

5

任

問

問

HD当け
7
0『
ω一-
P
5
m
m
R
C
Cロ
ι
5・
Hhtc円
m
B日ロ

ncロ『
GH自
由

rHE誌
に

S
P
2
z
d〈

D同

2
2
F
2
5間
関

門

O君
子
w州自
ι
者

M
H
r
E
2
g
o
m
口
O円件。

〈
〈

D円

r
L
U
G〈
2
q
-
子
od伺
y
z
m命。
r
m
F
z
-
g司
DmErr-
こ
の
文
章
の
後
半
を
や
は
り
尊
徳
の
言
葉
で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
の
が
ふ
g

E
仏
宅
三
E
一

mD己

2
2
5
r
E
g
m
E
ω
-
q
m
E
ω
-一
子
百
四
百
件

r
o
c
E耳
目
P

F
二

Z
ω
5
2
5『

E
ロ
ヨ
D
2
Z
ω
語
口
自
仏

2
2
F・3

の
よ
う
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。
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~ J J0. ..J -\-l斡苦言 0-<主~""K~0 掛\'.!~富士宮 The man was conscious of his possession of the everlasting laws of the universe， 

and no work was 100 difficult for him to attempt， nor too easy to require his whole-souled devotion to it. ..>Jム.I!"'I)J --¥J !2必

:=-. ' >¥J 0 r::J;:l ~ J 0 * 1i1IT(:!;! Them (一一軍盟国:0 he would first reconcile with the “Reason of Heaven and Earth，" and then 

administer to them whatever human helps that might be absolutoly necessary.制.;..!Thus he stood between Nature and man， 

restoring to the former them， who， through their moral obliquity， had forfeited the right she sO freely bestowed upon them 

..>J杓~点。

岳
町
甲
(
凹

2
4
)
口
誕
科

'J 0 吋ふれ -!:!B話矧 Q 壬千).時..0~ミ~ ，z.' 1n this God-given Universe， with kind Earth to serve him， and merciful Heaven to 

bless， a man with a “hand-plough each" can start his life， and be happy and independent. ..>J:' c' .;..! I!IIIT 燃:!;!'斡苦言 0 1ll河~""超

短.ir，z.0 -íミ'モS: ~0.1ll~里Q0~口但\'.!.時子Q0 -íミ'.ir\'.! il~ミふ必畿二。 ('J 0時運送$10材料:!;!' “]apan and the ]apanese" ""“Represeutative 

men of ]apan" 央]古'f lffifi ・括経←的判ム il 将兵~.;..!)。

(;:!;) 'J 01J::(' liS蛍ピ 0~芸員包必需E取はやユ ν毛基F ñ:耳慣 01'" ヨヨ制m f\当る r .l，l十時 o @ì~語」

(~) 'J 0怖主til í'ム ν:!;! 土記(~)みJ$~' 必お， t--弐 ='-1ミ""-H-. .;，J ，.J 1-' ' ~ト='-t\ムヰ話も."，，-~ヤ1\ "t¥ ~ il:1ξ，.J' ~走中1 fE!;g; ~当証己防長&起を告

il 担保~{[ム' 制.;..!%-=--t\~講話 01同!l1Il.ç，心"，"， -~" ，¥ "t¥ ~∞主主 Q 院島室長"".，.;l"♀吋 ν 炉時五L二.;..!，z.重量-lli: il や ν ， R. Hofstadter， 

Social Darwinism in American thoutgh， 1944， chs. 1-2， 5-6. $~。

(~ミ〉 令-，トt\."， -=--'K~0 器密 01側一一 1 くく同社 C-< 争<ttj， ， 1 ilSl!l'rJ 0 ~l~量殺拘 43 」」医科竺州 0~寝c-'

“1 have however a desire to complete my theology， which 1 have been thinking for the past 3 or 4 yers. ・・…・.To my 

mind the Bible looks like the embodiment of a trinity besides the Holy Trinity，一一一 1mean man， nature， and the Book 

itself. 1t is therefore my desire to prove that God's ways of making a man are the same as those of making the Universe. 

Man's spiritual growth corresponds to his bodily growth， which corresponds to the growth of animals from amoeba to man， 

which corresponds to the growth of the earth from its chaotic condition to its present beauty，ωhich corresponds to the 

growth of the stellar system from its primordial nebular condition. 1n the same manner， 1 think， the progress of the 

world can be traced out， and the future of our society can be peeped into a little， by reading the natural history of th巴

Universe and the spiritual history of man …・・・ thus only can 1 explain those mysterious passages in Genesis， Exodus， and 

(~味線 1 ¥ 1 ~知〉必$援。

(
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説

g
q
m己
主
グ
二
口
河
ぬ

z
r
t
O
F
F
E
r
m『
耳

2
F
W
H
若

g
r
g
B
n
Dロ
irwωHvgnop
己
記
宅

5
・
出
O
L
m
p
g島

ω者
O
L
g
r
c
H問

Z

C口
ぬ
宮
町
内
市

2

E
円・

5
0口出、・〉

m
B口
仏
印
同
国
r
E
o
p
:
・
:
可
2

5
一m
E
E可
U
E
?
:・:
H
E耳
目
肖
2
q
向。
OL
円
。
広
三
g
s
E
E可
向
。
ロ
ロ
仏
国
Z
G
口同・ョ

(
口
)
ア
メ
リ
カ
で
も
、
東
部
の
古
い
カ
レ
ジ
は
全
体
と
し
て
進
化
論
導
入
に
対
し
て
比
較
的
寛
容
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
進
化
論
が
か
な
り
早
く
か
ら
共

存
す
る
に
い
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
プ
リ
ン
ト
ン
、
ア
モ
ス
ト
の
よ
う
に
牧
師
の
学
長
を
い
た
だ
く
と
こ
ろ
で
は
、
進
化
論
受
容
へ
の
抵
抗
は

な
お
大
き
か
っ
た
。
一
八
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O
年
こ
う
し
た
指
導
的
な
学
長
九
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
、
「
人
間
は
、
少
く
と
も
身
体
組
織
に
関
す
る
限
り
」
理
性
な
き

動
物
か
ら
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
学
説
を
、
カ
レ
ジ
で
教
え
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
は
、
悉
く
「
否
」
で
あ
り
、
シ

l
リ

は
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
う
し
た
学
説
が
「
根
拠
を
も
た
ず
、
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
事
実
と
明
白
に
矛
盾
す
る
」
こ
と
を
あ
げ
た
。
シ

i
リ
の
「
進
化
に
謝
す

る
持
説
」
が
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
前
か
ら
内
村
の
関
心
を
惹
い
て
い
た
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
事
実
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
ア
モ
ス
ト
で
は
一
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九
七
年
度
に
い
た
る
ま
で
進
化
論
に
つ
い
て
の
講
義
は
な
く
、
ま
た
進
化
論
、
か
全
面
的
に
紹
介
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
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内
村
は
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確
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プ
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タ
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テ
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に
立
つ
進
化
論
者
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
ア
メ
リ
カ
時
代
に
知
っ
て
以
来
、
愛
し
て

〈
凶
)
こ
の
講
演
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つ
い
て
は
「
米
凶
博
士
ジ
ョ
セ
フ
ク
ッ
ク
氏
演
説
日
本
植
村
正
久
君
筆
記
東
京
演
説
」
が
あ
る
。
講
演
の
背
景
と
航
村
に
よ
る
記
録

の
抜
平
に
つ
い
て
、
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波
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編
、
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代
、
第
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巻
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五
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五
四
五
頁
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落
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集
二
五
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所
収
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設
に
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求
安
録
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い
て
「
関
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に
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を
移
す
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ろ
小

l
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頃
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己
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て
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Uchimura Kanzo's View of History (1) 
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Hokkaido University 

Uchimura Kanzo， one of the most eminent protestant in 

modern Japan， is also a unique figure in terms of his “philosophy" 

of history. Uchimura's“philosophy" of history and his Christian 

faith were deeply related to each other， and this made his 

thought and activity outstanding among his fellow Christians 

and other contemporaries. As a member of the frontier “Sap-

poro-band" and as an “outsider円 tothe Japanese protestant church， 

Uchimura had almost no spiritual and intellectual tutorage， and 

was left alone to wander through the conflicts of various contra-

dictory ideas of his age from the very beginning of his Chris-

tian life. His was a life of constant anxieties and sufferings. So 

the theodicy of“¥iVeltschmelz" became a clue which underlied 

all his “omnivorous円 readingand farreaching thinking. Here 

there is a specific source of his thought and faith. My attempt 

to understand Uchimu問、“philosophy"of history begins with 

analyzing his concept of the world underlyng his view of history. 

Uchimura converted to Christianity in his late teen and 

acquierd a clear belief in one sovereign God who ruled nature 

and history. To him this sovereign God was above all the God 

of revelation. Uchimura's concept of divine revelation was 

unique in that it came not only through sacrament， preaching 

and. the Bible but ubiquitously through “events" in nature and 

human history. Uchimura thought “Nature， Man and the Bible" 

to be“the Trifold manifestations of one GodheadぺSuch“events" 
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were not toゐe interpreted as mere “Chances and Haphaz. 

ards." They did not take place without showing certain meaning 

in the real universa1 order “Cosmos." His belief in God's cre-

ating and preserving of nature and history was vivid and active. 

Jn his thought nature and history made up one integral entity 

under such an ordering of presiding God， to which Uchimura 

gave the expression “Cosmos". This “Cosmos" was a “ra tiona 1 " 

order permeated with “Law" to its elemental micro-cosmos， an 

ever-growing organism full of life. Jn this context， Uchimura 

took up the idea of Darwinian evolution and provided a foun-

dation for the idea of historical progress. Historical progress was 

interpreted in terms of organic evolution， and it became a basic 

principle which ruled the whole entity of natural and human 

history and which would lead it to its God-ordained Perfection. 

Thus the biological law of evolution became the Evolution as the 

law of the “Cosmos円 AIsowhen Uchimura knew the mysteries 

of the Cross， his view of Christ was defined in the relationship 

to his basic concept of the “Cosmosぺ Tohim， Christ was not 

only the Saviour of the individual soul or of the human society， 

but that of the “Cosmos" as a whole. Such an idea of the 

ever-growing organic “Cosmos" was a basis of his view of his-

tory. 
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