
九
七

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い

（The Q
uestion of R

esponsibility in M
etanoetical Philosophy

）

 
 

ジ
ョ
ン  

Ｃ
．
マ
ラ
ル
ド

（
竹
花
洋
佑　

訳
）

　

田
辺
元
の
哲
学
に
つ
い
て
こ
の
記
念
講
演
を
行
う
こ
と
を
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
厚
意
を
賜
り
外
国
語
で
の
発
表
を
お
許

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
高
名
な
こ
の
一
連
の
講
演
会
で
も
初
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
試
み
に
よ
っ
て
田
辺
が
日
本

を
超
え
て
一
層
よ
く
知
ら
れ
続
け
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
と
望
む
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

田
辺
元
の
哲
学
は
深
く
ま
た
広
大
な
も
の
な
の
で
、
か
な
り
の
恐
れ
を
も
っ
て
そ
れ
に
接
し
て
お
り
ま
す
。
懺
悔
道
と
現
代
哲
学
に
お

け
る
理
性
の
危
機
に
つ
い
て
の
小
編
を
発
表
し
て
ほ
ぼ
三
十
年
に
な
り
、
そ
の
時
以
来
私
は
田
辺
の
思
想
よ
り
も
西
田
や
西
谷
、
和
辻
の

哲
学
に
没
頭
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
た
だ
、
田
辺
の
思
想
は
私
の
心
を
引
き
続
け
て
き
ま
し
た
。
二
つ
の
理
由
か
ら
で
す
。
ま
ず
、
西
田

の
大
部
分
は
田
辺
な
し
に
は
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
た
か
も
田
辺
が
年
長
の
同
僚
〔
た
る
西
田
〕
の
必
然
的
な
媒

介
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
高
く
そ
び
え
立
つ
哲
学
を
地
上
へ
と
引
き
戻
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
田
辺
は
、
戸
坂
や
三
木
と
共
に
、
意
識

と
い
う
高
次
の
次
元
へ
の
西
田
の
逸
脱
を
、
地
上
へ
と
、
つ
ま
り
歴
史
的
現
実
と
間
人
間
的
な
関
係
す
な
わ
ち
社
会
的
関
係
へ
と
引
き
戻

し
た
の
で
す
。
第
二
に
、
私
に
と
っ
て
は
、
田
辺
の
後
期
の
哲
学
つ
ま
り
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
は
、
超
然
と
し
た
非
人
格
的
な
全
て
の

哲
学
の
営
み
を
人
と
い
う
次
元
に
お
い
て
哲
学
者
を
捉
え
る
と
い
う
問
題
へ
と
回
帰
さ
せ
る
も
の
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
、
田
辺
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は
勇
気
を
も
っ
て
哲
学
を
語
ろ
う
と
す
る
者
に
実
際
に
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
す
。本
日
の
私
の
コ
メ
ン
ト
で
は
、

な
ん
と
か
し
て
こ
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
、
責
任
の
問
い

　

本
日
私
が
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
田
辺
の
懺
悔
道
（m

etanoetics

）
が
私
に
提
起
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

を
超
え
て
、
哲
学
し
よ
う
と
す
る
私
た
ち
全
て
の
試
み
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
問
い
に
な
り
ま
す
。
私
は
探
求
を
田
辺
の
『
懺
悔
道
と

し
て
の
哲
学
』
に
限
定
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
答
え
を
田
辺
の
著
作
に
の
み
発
見
し
よ
う
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、
田
辺

の
懺
悔
道
を
全
体
と
し
て
説
明
し
た
り
、
擁
護
し
た
り
、
あ
る
い
は
批
判
し
た
り
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
田
辺
の
複
雑
な
思
想
を

公
正
に
評
価
し
よ
う
な
ど
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
私
自
身
の
当
惑
を
軽
減
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
ま
た
、
田
辺
あ
る
い

は
仏
教
の
「
懺
悔
」
と
い
う
観
念
に
馴
染
み
の
な
い
哲
学
者
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
仕
方
で
、
田
辺
の
考
え
を
私
の
問
い
に
答
え

る
た
め
の
踏
み
台
と
し
て
用
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
の
方
法
は
、
二
つ
の
方
向
で
翻
訳
と
い
う
媒
体
を
介
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
出
典
と
し
て
は
、原
文
の
日
本
語
と『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』の
英
語
翻
訳
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
目
標
と
し
て
は
、

私
は
田
辺
の
術
語
を
よ
り
広
い
哲
学
の
聴
衆
に
接
近
可
能
な
術
語
に
「
翻
―
訳
」
す
る
こ
と
を
企
て
る
つ
も
り
で
す
。
田
辺
の
こ
の
書
は
、

す
で
に
浄
土
信
仰
の
一
種
の
非
神
話
化
的
、
実
存
論
的
解
釈
で
す
。
そ
れ
は
厳
密
な
哲
学
で
あ
り
、
啓
示
さ
れ
た
真
実
に
つ
い
て
の
〝
信

仰
ベ
ー
ス
〞の
考
え
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
す（

1
）。
し
か
し
、こ
の
書
は
浄
土
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
援
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

哲
学
に
要
求
さ
れ
る
明
証
性
と
い
っ
た
も
の
を
し
ば
し
ば
超
え
出
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
私
は
さ
ら
に
遠
く
ま
で

及
ぶ
「
翻
―
訳
」〔trans

超
え
て
― late

運
ぶ
〕
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ま
す
。
私
の
努
力
は
、
田
辺
が
「
自
力
」
と
批
判
す
る
も
の
の
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単
な
る
一
例
、
つ
ま
り
、
問
題
を
私
自
身
の
手
段
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
思
い
上
が
っ
た
試
み
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
私
の
試
み
は
、
理
性
の
危
機
の
、
そ
し
て
理
性
が
生
の
最
深
の
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
の
単
な
る
一

例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
個
人
的
に
は
他
の
哲
学
者
の
思
索
に
よ
っ
て
田
辺
の
思
想
を
媒
介
す
る
探
求
を

開
始
さ
せ
る
以
外
に
頼
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

懺
悔
道
が
私
に
提
起
す
る
問
題
は
、
ま
ず
最
初
は
次
の
一
文
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

私
の
意
志
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
個
人
の
責
任
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
い
を
少
し
広
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
懺
悔
道
と
い
う
哲
学
は
私
に
、
私
の
自
己
、
私
の
生
来
の
自
由
、
そ
し
て
も
っ
ぱ
ら
私
自
身
で

行
為
す
る
能
力
を
捨
て
る
こ
と
を
強
い
ま
す
。
な
ら
ば
、
懺
悔
道
は
私
の
自
由
や
私
自
身
で
行
為
す
る
能
力
に
依
拠
し
て
い
る
責
任
を
ど

の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
問
い
は
誤
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
誤
っ
て
定
式
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
問
い
の
前
提
が
間
違
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
の
最
初
の
仕
事
は
、
こ
の
問
い
の
諸
前
提
を
見
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
そ
の
問
い
が
前
提
と
し
て
い
る

の
は
、
私
あ
る
い
は
誰
も
が
責
任
感
あ
る
い
は
責
任
の
意
識
（a sense of responsibility

）
を
保
持
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
意
識
は
、
重
要
な
哲
学
の
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
伝
統
的
な
道
徳
意
識
の
一
部
で
す
。
私
の
通
常
の
責
任
の
意
識
が
私
に
与

え
て
く
れ
る
の
は
、
私
が
成
し
遂
げ
た
様
々
な
善
き
も
の
に
対
す
る
感
謝
の
感
情
と
、
私
が
過
っ
て
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
悔
恨

（rem
orse

）
の
感
情
で
す
。
責
任
の
哲
学
的
意
味
（sense

）
は
、
自
由
意
志
と
自
由
に
選
択
さ
れ
た
行
為
、
そ
し
て
道
徳
的
賞
賛
と
非

難
と
弁
明
責
任
と
い
う
観
念
に
依
拠
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
は
後
に
さ
ら
に
述
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。『
懺
悔
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道
と
し
て
の
哲
学
』
の
「
序
」
に
お
い
て
、
田
辺
は
際
立
っ
た
責
任
の
意
識
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
自
身
だ
け
で
は
な
く
他

者
に
も
責
任
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
す
。
破
滅
的
な
戦
争
の
末
期
と
国
の
敗
北
と
い
う
時
期
に
執
筆
し
な
が
ら
も
、
田
辺
は
直
ち

に
、
日
本
に
降
り
か
か
っ
た
様
々
な
出
来
事
の
成
り
行
き
に
対
す
る
政
府
の
隠
蔽
さ
れ
た
責
任
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。「
政
府
は
其

責
任
を
蔽
わ
ん
が
…
」（TH

Z 9/3

）
と
い
う
一
節
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
す
ぐ
に
田
辺
は
そ
う
し
た
責
務
を
自
分
自

身
と
自
ら
の
同
胞
へ
と
転
じ
ま
す
。 

哲
学
者
と
し
て
自
分
自
身
の
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
と
い
う
苦
悩
に
つ
い
て
田
辺
は
語
っ
て
い

る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
ま
た
日
本
国
民
全
員
が
―
―
と
り
わ
け
知
識
人
が
―
―
戦
時
中
に
日
本
に
降
り
か
か
っ
た
惨
禍
に
対
し

て
「
連
帯
責
任
」（TH

Z 9/7
）
を
負
う
と
主
張
し
て
い
ま
す
。（
少
な
く
と
も
、
英
訳
に
お
い
て
は
田
辺
の
告
白
に
は
あ
る
緊
張
が
あ
り

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
田
辺
が
語
る
の
は
、
自
ら
の
責
任
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
自
ら
の
無
能
さ
（inability

）
と
、「
政
府
と
軍

部
の
無
謀
な
方
策
を
抑
止
す
る
こ
と
」（PM
59

）
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
日
本
国
民
の
無
能
さ
だ
か
ら
で
す
。
も
し
田
辺
と
彼
の
同

胞
が
無
力
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
い
か
に
し
て
こ
の
人
た
ち
は
責
任
を
負
う
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
し
ょ
う
か
）。
田
辺
は
こ
う
し
た
感

情
を
数
頁
後
に
も
繰
り
返
し
て
お
り
、
再
び
政
府
の
指
導
者
を
非
難
す
る
と
同
時
に
個
人
の
責
任
を
連
帯
し
て
認
め
る
よ
う
国
民
全
員
に

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
実
際
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
国
民
の
連
帯
責
任
を
信
ず
る
私
に
と
っ
て
は
、
文
字
通
り
の
総
懺
悔
は

当
然
の
事
で
あ
る
」（TH

Z 9/12

）。 

　

ま
も
な
く
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
田
辺
は
自
ら
の
責
任
の
意
識
を
日
本
の
戦
争
の
有
責
性
（culpability

）
と
い
う
状
況
に
限
定
し
て

は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
が
戦
争
末
期
に
感
じ
る
「
他
の
悪
と
誤
（TH

Z 9/37

）
／ ﹇
田
辺
自
身
と
﹈
他
の
者
た
ち
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
悪
と
誤
り
（PM

 102

）」
に
対
す
る
責
任
は
、
彼
が
自
ら
あ
る
い
は
他
人
と
犯
し
た
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
悪
に
対
す
る
責
任
の
意

識
へ
と
広
が
り
ま
す
。
そ
し
て
彼
が
提
唱
す
る
懺
悔
道
は
、
戦
時
中
の
罪
に
対
す
る
悔
恨
と
懺
悔
（rem

orse and repentance

）
を
田

辺
自
身
が
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
あ
る
程
度
「
無
知
で
罪
深
い
」
も
の
で
あ
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る
限
り
、
私
た
ち
全
員
は
、
メ
タ
ノ
イ
ア
（m

etanoia

〔
悔
い
改
め
、
廻
心
〕）
と
呼
ば
れ
る
心
情
の
変
容
を
経
験
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
辺
は
懺
悔
道
を
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
す
る
普
遍
的
な
哲
学
と
し
て
提
起
し
て
い
ま
す
。
破
滅
的

な
戦
争
末
期
の
苦
境
は
、
懺
悔
道
の
必
要
性
を
自
覚
す
る
た
め
の
い
わ
ば
単
な
る
触
媒
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
田
辺
は
こ
の
必

要
性
を
強
引
に
共
同
責
任
と
い
う
考
え
に
結
び
つ
け
ま
す
。

懺
悔
道
は
も
と
そ
の
発
生
に
於
て
社
会
の
連
帯
責
任
に
よ
っ
て
汎
通
の
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
此
連
帯
観
念
を
離
れ
る

な
ら
ば
、
懺
悔
は
特
に
嗜
被
虐
的
感
傷
的
人
間
に
於
て
で
な
け
れ
ば
、
広
く
常
に
人
間
生
活
を
支
配
す
る
現
象
で
あ
る
と
認
め
る
こ

と
は
出
来
ぬ
と
も
い
は
れ
よ
う
（TH

Z 9/255

）。

当
初
か
ら
そ
し
て
そ
の
展
開
を
通
し
て
、
社
会
的
な
連
帯
責
任
と
い
う
観
念
は
懺
悔
道
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
懺
悔
道
に

普
遍
的
意
義
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
連
帯
と
い
う
考
え
を
離
れ
れ
ば
、
メ
タ
ノ
イ
ア
（
懺
悔
）
は
、
罪
に
苛
ま
れ
た
感
傷
的
な
精
神

に
の
み
適
し
た
現
象
に
な
っ
て
し
ま
い
、
人
間
生
活
を
広
く
一
貫
し
た
仕
方
で
導
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う

（PM
 424-425

）。

共
同
責
任
の
哲
学
的
な
諸
前
提
に
つ
い
て
は
な
お
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
メ
タ
ノ
エ
シ
ス

（m
etanoesis

〔
超
理
観
と
し
て
の
懺
悔
〕）
の
意
味
を
、
そ
れ
が
責
任
の
意
識
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
さ
ら
に
詳
細
に
記
述

し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
再
度
私
は
、
田
辺
の
記
述
を
浄
土
真
宗
の
信
仰
の
外
に
い
る
哲
学
者
に
よ
り
接
近
し
や
す
い
言
語
に
翻

訳
す
る
必
要
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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二
、
懺
悔
道
の
実
存
論
的
解
釈
に
向
け
て

　

田
辺
が
自
ら
選
ん
だ
「
懺
悔
道
」（m

etanoetics

）
と
い
う
言
葉
は
、
悔
や
む
こ
と
（repentance

）
か
ら
生
じ
、
精
神
的
な
回
心
に

至
る
よ
う
な
心
情
の
変
容
よ
り
も
特
殊
な
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、「
懺
悔
―
道
」
つ
ま
り
懺
悔
の
道
と
い
う
言
葉
は
、「
懺

悔
」と
い
う
仏
教
の
考
え
よ
り
も
普
遍
的
な
も
の
を
示
し
て
い
ま
す
。
田
辺
に
と
っ
て
、「
懺
悔
」な
い
し
は
メ
タ
ノ
エ
シ
ス（m

etanoesis

）

を
経
験
す
る
こ
と
は
（
私
は
こ
れ
ら
の
用
語
を
互
換
的
に
用
い
ま
す
）、
振
り
返
る
こ
と
（looking back

〔
後
ろ
を
見
る
こ
と
〕）
と
期

待
す
る
こ
と
（looking forw

ard
〔
前
を
見
る
こ
と
〕）
と
を
要
求
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
他
人
に
対
す
る
罪
を
悔
や
ん
で
（rem

orse

）

振
り
返
る
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
な
罪
を
引
き
起
こ
し
た
意
志
し
行
為
す
る
と
い
っ
た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
期
待
す
る
こ
と
と
を
で

す
。

　

本
物
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
た
い
て
い
の
人
が
言
う
と
こ
ろ
の
懺
悔
（repentance

）
は
そ
の
人
自
身
に
よ
っ
て
開
始
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
人
を
懺
悔
す
る
こ
と
へ
と
動
か
す
深
い
悔
恨 （rem

orse

）
の
意
識
は
、
田
辺
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
そ
の
人
自
身
の
意
図
や
意
志
と
は
別
の
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
り
、
そ
の
人
を
全
面
的
に
圧
倒
す
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。（
こ
の

よ
う
な
現
象
学
的
な
反
省
は
、
最
終
的
に
は
悔
恨
や
懺
悔
の
意
味
そ
の
も
の
の
本
質
的
要
素
と
し
て
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

さ
し
あ
た
っ
て
は
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
を
田
辺
自
身
の
経
験
の
記
述
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。）
し

か
し
な
が
ら
、
懺
悔
道
の
後
方
を
見
る
側
面
は
、
改
心
に
奉
仕
す
る

0

0

0

0

懺
悔
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
意
志
的
で
、
あ
ま
り
に

自
己
永
続
的
な
も
の
で
し
ょ
う
。
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
は
、
改
心
（reform

ation
）
で
は
な
く
、
転
換
（transform

ation

）
を
も
た
ら
す
の

で
す
。
田
辺
の
思
考
の
道
筋
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
を
改
心
さ
せ
る
こ
と
は
自
己
の
意
志
を
別
様
に
導
き
、
未
来
に
向
け
て
別
様
に
行
為
す



一
〇
三

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

る
こ
と
を
意
味
し
ま
し
ょ
う
。
反
対
に
、
転
換
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
ら
自
身
で
も
っ
て
意
志
あ
る
い
は
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

も
の
を
超
え
た
強
さ
（force

）
な
い
し
は
力
（pow

er

）
に
向
け
て
自
ら
を
開
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
意
味
で
、
人

は
能
動
的
に
自
ら
の
改
心
を
引
き
受
け
ま
す
が
、
転
換
は
受
動
的
に
、
外
的
な
作
用
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
す
。

　

解
放
を
も
た
ら
す
転
換
の
源
泉
は
自
己
の
外
に
、
す
な
わ
ち
完
全
に
自
己
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
他
力
（O

ther-pow
er

）
と

い
う
考
え
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
田
辺
の
懺
悔
道
を
よ
り
一
般
的
な
メ
タ
ノ
イ
ア
（m

etanoia

〔
悔
い
改
め
、
廻
心
〕）
と
い
う
意
味
か

ら
区
別
し
ま
す
が
、
浄
土
信
仰
や
有
神
論
的
信
条
と
は
別
の
言
葉
で
他
力
に
ぴ
っ
た
り
類
似
し
た
も
の
を
見
い
だ
す
の
は
困
難
で
す
。
こ

の
言
葉
が
さ
ら
に
ど
う
翻
訳
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
未
決
定
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
私
た
ち
の
理
解
力
を
超
え
た
と

こ
ろ
に
あ
る
真
空
な
い
し
は
無
を
指
示
す
る
浮
動
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
一
種
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
で
満
足
し
ま
し
ょ
う
。
実
際
田

辺
が
こ
の
他
力
を
「
不
可
思
議
力
」
と
呼
ぶ
時
、
田
辺
は
仏
教
の
伝
統
で
は
不
可
思
議
と
翻
訳
さ
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
言
葉
、

acintya

を
暗
に
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん（

2
）。
こ
れ
は
「
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」「
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
他
力
」
と
い
う
名
称
が
概
念
で
は
全
く
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
限
界
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
ま
す
。
他
力
は
私
た
ち
が
自
ら
の
理
解
す
る
能
力
に
対
す
る
限
界
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
限
界

を
設
け
る
何
も
の
か
を
指
し
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
考
え
る
私
た
ち
の
能
力
の
限
界
は
、
私
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
の
限
界
の
道
標

で
あ
り
、
私
た
ち
の
誕
生
と
死
と
い
う
限
界
の
道
標
で
あ
り
、
そ
し
て
自
ら
を
生
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
も
あ
る
い
は
死
せ
る
も
の

と
し
て
も
考
え
る
能
力
を
持
た
な
い
と
い
う
私
た
ち
の
限
界
の
道
標
な
の
で
す
。
そ
の
人
自
身
の
存
在
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
ら
か
に
そ
れ
は
意
志
さ
れ
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
―
―
私
た
ち
の
各
々
―
―

は
、
存
在
し
よ
う
と
自
ら
を
意
志
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
も
し
私
た
ち
が
自
殺
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
を
止
め
よ
う
と
意
志
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
（
思
う
に
）
私
た
ち
の
誤
り
や
す
さ
の
重
荷
を
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
善
き
意
志
と
最
善
の
望
み
に
対
す
る
限
界
を
も
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は
や
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
す
。
私
た
ち
の
過
ち
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
誤
ち
へ
の
私
た
ち
の
傾
向
は
、
悪
を
な
す
行

為
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、私
た
ち
の
良
心
の
事
実
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、こ
の
こ
と
が
「
存
在
そ
の
も
の
の
否
定
的
規
定
」（TH

Z 
9/19-20

）（
3
）
と
田
辺
が
呼
ぶ
も
の
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
相
対
性
、
可
死
性
、
可
謬
性
は
ほ
と
ん
ど
明
証
的
で
あ
る
と
言
え

ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
も
の
は
、
ど
ん
な
証
明
や
推
論
の
過
程
が
論
証
し
う
る
よ
り
も
身
近
な
仕
方
で
私
た
ち
に
現
在
し
て
い
る
の

で
す
。
私
た
ち
の
存
在
は
私
た
ち
に
由
来
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
来
て
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

―
―
必
ず
し
も
擬
人
化
さ
れ
た
絶
対
者
（
な
い
し
は
神
と
い
う
創
造
者
）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

―
―
そ
れ
自
身
の
直
接
的
な
仕
方
で
、
全
く
も
っ
て
明
白
で
す
。
何
も
の
か
が
―
―
神
で
あ
れ
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
れ
―
―
私
た
ち
の

存
在
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
界
を
置
い
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
限
界
は
私
た
ち
の
把
握
す
る
力
に
対
す
る
限
界
を
含
ん
で
い

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
私
た
ち
次
第
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
考
え
よ
う
と
す
る
意
志
や
力
は
限
界
を
も
た
な
い
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
存
在
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
の
限
界
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
を
、

つ
ま
り
そ
れ
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
を
私
た
ち
に
許
す
仕
方
に
お
い
て
な
の
で
す
。
そ
れ
は
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し

て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
存
在
は
限
界
に
出
会
う
こ
と
と
そ
れ
ら
を
知

る
こ
と
と
の
間
を
動
く
の
で
す
。

　

た
だ
、
有
責
性
の
一
般
的
自
覚
は
、
ま
だ
悔
恨
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
後
悔
（regret

）
で
さ
え
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、
懺
悔

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
特
定
の
過
ち
の
意
識
が
ま
だ
後
悔
（rem

orse

）（
4
）
で
な
い
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
で
す
。
田
辺
の
近
し
い
友

人
で
あ
り
か
つ
て
の
教
え
子
で
あ
っ
た
唐
木
順
三
に
よ
る
批
評
は
、
誤
り
や
罪
を
認
め
る
こ
と
が
必
ず
し
も
懺
悔
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
事
実
の
証
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。
唐
木
は
、
原
子
爆
弾
の
開
発
の
責
任
を
負
う
科
学
者
を
懺
悔
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
非
難

し
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
批
判
の
中
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
湯
川
秀
樹
を
含
め
て
い
ま
す
。
湯
川
自
身
は
核
兵
器
を
「
絶
対
悪
」



一
〇
五

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

と
言
葉
に
出
し
て
糾
弾
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
唐
木
は
こ
う
し
た
科
学
者
の
中
に
自
ら
懺
悔
す
る
（self-repentance

）
徴
候
を
一
切

検
知
し
て
お
り
ま
せ
ん（

5
）。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
罪
悪
感
は
懺
悔
を
伴
わ
な

い
か
ら
で
す
。 
こ
う
し
た
形
態
の
全
て
は
―
―
つ
ま
り
、
有
責
性
の
自
覚
、
つ
ま
り
罪
を
犯
し
た
と
い
う
自
覚
、
そ
し
て
後
悔
と
悔
恨

そ
れ
自
身
は
―
―
悪
い
と
感
じ
ら
れ
た
行
為
な
い
し
行
い
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。後
悔
は
過
去
に
向
け
ら
れ
た
ま
ま
で
す
。

し
か
し
、
悔
恨
や
懺
悔
を
引
き
出
す
た
め
に
は
そ
れ
以
上
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
悔
恨
や
特
に
懺
悔
（
悔
い
改
め
たpenitent

と

い
う
意
味
で
の
）
は
過
去
の
悪
い
行
い
の
束
縛
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
未
来
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

過
去
の
過
ち
と
永
続
的
な
可
謬
性
の
意
識
は
、
人
が
な
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
人
が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
今
後
悔
し
て
い
る
こ
と
と
を
理

性
的
に
和
解
さ
せ
る
能
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
お
そ
の
上
で
、
反
抗
や
否
定
も
こ
う
し
た
意
識
に

対
す
る
あ
り
う
る
反
応
で
す
。
し
か
し
、
限
界
に
至
る
と
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
理
性
的
な
力
が
ギ
リ
ギ
リ
の
点
に
至
る
と
、
こ
う
し
た
意

識
は
未
来
へ
向
け
ら
れ
た
自
覚
へ
と
転
換
す
る
の
で
す
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
―
―
自
己
関
心
的
な
回
想
や
過
去
に
つ
い
て
の
合
理
的
反

省
と
は
別
の
と
こ
ろ
か
ら
―
―
私
た
ち
に
現
わ
れ
る
何
も
の
か
と
し
て
経
験
さ
れ
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
自
分
た
ち
対
し
て
な
し
え
な

か
っ
た
約
束
と
し
て
や
っ
て
く
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
有
限
性
と
、
他
者
へ
の
、
そ
し
て
自
ら
の
存
在
の
他
の
源
へ
の
私
た
ち
の
依
存
に

つ
い
て
の
転
換
的
自
覚
に
お
い
て
、
そ
れ
は
再
び
新
た
な
る
生
を
約
束
し
ま
す
。
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
出
来
す
る
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
し
か
も
〔
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〕
私
た
ち
自
身
は
自
ら
思
想
の
新
た
な
枠
組
み
へ
と
踏
み
入
れ
、
そ
の
約
束
を
受
け
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
す
。

　

田
辺
の
懺
悔
道
に
お
い
て
は
、
浄
土
思
想
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
約
束
は
全
て
の
衆
生
を
救
う
と

い
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
形
を
と
り
ま
す
。
こ
の
考
え
に
田
辺
は
あ
る
特
定
の
強
調
を
加
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
他
力
と
そ
の

約
束
に
対
す
る
全
面
的
な
自
己
放
棄
と
い
う
要
求
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
放
棄
と
い
う
経
験
は
、
浄
土
の
行
に
限
ら
れ
る
も
の
で
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は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
行
も
、
田
辺
が
強
調
す
る
自
己
放
棄
と
い
う
特
異
な
動
因
に
、
よ
り
正
確
に
は
、
意
志
さ
れ
た
行
為
か
ら
自
己
意

志
の
放
棄
へ
の
特
異
な
移
行
に
近
づ
く
も
の
で
す
。

　

自
ら
そ
う
し
た
運
動
を
始
め
る
私
た
ち
の
能
力
と
外
か
ら
動
か
す
力
と
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
逆
説
的
な
相
互
作
用
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

相
互
作
用
は
、
自
由
の
経
験
と
い
う
よ
り
広
い
文
脈
に
お
い
て
は
明
ら
か
で
す
。
一
定
の
限
界
の
内
で
私
た
ち
は
自
ら
行
為
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
私
た
ち
は
自
分
た
ち
自
身
の
自
由
の
源
泉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
を
選

べ
ま
せ
ん
。
行
為
を
引
き
受
け
る
自
由
は
、
私
た
ち
が
存
在
す
る
こ
と
と
行
為
す
る
こ
と
に
対
す
る
選
ば
れ
ざ
る
資
源
で
あ
り
動
因
な
の

で
す（

6
）。
普
遍
的
な
能
力
と
し
て
の
自
由
が
ま
さ
に
自
由
な
決
定
と
行
為
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
名
付
け
ら
れ
る
の
だ
と
私
た
ち
は

考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
他
方
に
お
い
て
、
自
由
を
実
現
し
、
そ
れ
を
活
動
的
な
も
の
で
現
実
的
な
も
の
と
す
る
の
は
ま
さ
に
私
た

ち
の
行
為
な
の
で
す
。

　

似
た
よ
う
な
関
係
は
こ
こ
で
の
よ
り
狭
い
文
脈
に
お
い
て
も
働
い
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
過
ち
に
つ
い
て
の
合
理
化
さ
れ
た
意
識
を

通
し
て
、
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
行
為
へ
と
突
破
（D

urchbruch

）
す
る
と
い
う
経
験
で
す
。
自
己
意
志
的
な
行
為

と
他
の
源
泉
か
ら
の
非
意
志
的
な
動
因
と
の
相
互
作
用
を
説
明
す
る
た
め
に
、
何
年
も
前
の
こ
と
で
す
が
、「
懺
悔
道
と
理
性
の
危
機
」

と
い
う
論
文
の
中
で
、
私
は
田
辺
の
自
己
放
棄
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
（
合
気
道
の
達
人
の
よ
う
な
）
武
術
家
の
技
芸
に
な
ぞ
ら
え
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。「
そ
の
状
態
に
於
い
て
、
こ
う
し
た
武
術
家
は
、
無
意
志
的
に
動
く
と
い
う
。
よ
り
正
確
に
は
、
彼
ら
は
、
非
常
に
完

全
に
状
況
に
身
を
任
せ
て
い
る
の
で
攻
撃
を
受
け
て
い
る
と
き
で
す
ら
『
彼
ら
は
』
全
く
行
為
を
せ
ず
、
む
し
ろ
相
手
や
周
囲
の
活
力
に

身
を
託
し
、
そ
の
力
を
向
け
返
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（

7
）。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
田
辺
の
意
味
を
超
え
て
い
る
と
同
時
に
そ
れ
に

達
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
自
己
放
棄
を
特
徴
的
な
身
体
的

0

0

0

実
践
に
結
び
つ
け
ま
す
が
、
悔
恨
や
懺
悔
の
よ
う
な
気
質
の
役
割
を
無
視

し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
懺
悔
は
、
少
な
く
と
も
田
辺
に
と
っ
て
は
意
志
を
も
っ
て
自
己
放
棄
と
他
力
の
受
容
と
を
起
こ
す
の
で
す
。
田
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辺
は
、
絶
対
が
常
に
相
対
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
力
が
常
に
自
力
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

彼
が
他
力
を
「
純
粋
の
受
動
性
」
と
い
う
言
葉
で
記
述
す
る
場
合
に
彼
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
媒
介
性
と
、
絶
対
他
力
そ
れ

自
身
が
実
体
的
な
も
の
を
、す
な
わ
ち
作
用
的
な
自
己
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。
他
力
は
相
対
的
存
在
を
通
し
て
働
く
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
力
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
相
対
的
自
己
は
、
消
極
的
自
己
主
張
に
お
い
て
で
は
な
く
自
己
否
定
の
「
純
粋
の
受
動
性
」

に
お
い
て
自
ら
の
意
志
的
自
己
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、「
純
粋
の
受
動
性
」
は
他
力
が
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
む
し
ろ
、
そ
の
行
（action

）
が
そ
れ
を
受
け
取
り
う
る
完
全
に
開
か
れ
た
自

己
に
出
会
う
場
合
に
の
み
効
力
を
も
つ
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
他
力
の「
純
粋
の
受
動
性
」は
自
力
の「
純
粋
の
受
容
性
」（pure 

receptivity

）
を
必
要
と
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う（

8
）。
同
様
に
、
田
辺
が
他
力
を
「
絶
対
者
」
と
し
、
人
間
の
自
力
を
相

対
者
と
す
る
場
合
、
彼
が
据
え
て
い
る
の
は
相
対
者
を
排
除
す
る
絶
対
者
で
は
な
く
相
対
者
を
通
し
て
の
み
現
わ
れ
る
よ
う
な
絶
対
者
で

す
。
田
辺
の
「
絶
対
者
」
は
、
相
対
者
と
の
対
立
に
自
ら
を
置
く
よ
り
も
む
し
ろ
〔
そ
う
し
た
〕
対
立
を
突
き
抜
け
る
機
能
を
持
つ
も
の

で
す（

9
）。
し
か
し
、
他
力
は
懺
悔
と
い
う
自
己
放
棄
を
通
し
て
の
み
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
気
質
を
介
す
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
田
辺
の
主
張
に
は
、
浄
土
思
想
の
観
点
と
純
粋
に
哲
学
的
な
観
点
の
両
方
か
ら
疑
問
が
起
こ
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

　

仏
教
の
観
点
か
ら
研
究
者
達
は
、
田
辺
の
著
作
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
浄
土
真
宗
の
開
祖
・
親
鸞
（
一
一
七
三
―
一
二
六
三
）
の
思

想
に
お
い
て
懺
悔
は
何
の
役
割
も
果
た
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
き
ま
し
た（
10
）。
あ
る
一
節
で
、
田
辺
は
浄
土
教
の
卓
越
し

た
「
行
」（practice

）、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
名
を
唱
え
、
そ
の
他
力
を
現
わ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
念
仏
、
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
と

口
で
暗
唱
す
る
こ
と
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
ま
す
。
確
か
に
、親
鸞
や
浄
土
を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
は
、念
仏
と
は
ま
さ
に
仏
の「
行
」

（action

）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
が
自
力
を
捨
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
た
と
え
他
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力
が
そ
う
し
た
「
行
」
に
お
い
て
現
わ
れ
る
と
し
て
も
、
念
仏
は
「
先
ず
何
よ
り
も
先
に
、
衆
生
の
否
定
転
換
た
る
懺
悔
に
媒
介
せ
ら
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」（TH

Z 9/225, PM
 381

）
と
田
辺
は
主
張
し
ま
す
。
親
鸞
の
教
え
と
は
っ
き
り
と
対
照
さ
せ
て
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
他
力
の
現
わ
れ
は
、
信
じ
る
者
の
側
の
懺
悔
を
必
要
と
す
る
の
で
す
。

　

哲
学
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
懺
悔
は
私
た
ち
の
力
で
は
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
過
去
の
行
為
な
い
し
は
状
況
に
対
す
る
選
ば
れ
た
反

応
で
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
を
自
己
放
棄
へ
と
向
か
わ
せ
ま
す
が
、
自
分
た
ち
の
統
御
力
の
限
界
に
ぶ
つ
か
る
他
の
経
験
も
そ
の
よ
う
に
す

る
こ
と
は
あ
り
え
ま
す
。「
私
た
ち
は
ち
っ
ぽ
け
だ
」「
私
た
ち
の
手
に
負
え
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
窮
地
、
つ
ま
り
望
み
ど
お
り
の
変
化

を
引
き
起
こ
す
私
た
ち
の
意
志
を
端
的
に
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
を
経
験
す
る
こ
と
は
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
も
や

重
要
な
点
は
、
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
放
棄
し
よ
う
と
す
る
意
志
的
な
決
定
の
契
機
が
あ
り
、
こ
の
契
機
に
よ
っ
て
私
た
ち
は

転
回
し
て
外
か
ら
力
が
与
え
ら
れ
る
（em

pow
ered

）
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
契
機
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
自
己
「
固
有
の

自
由
意
志
」
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
契
機
が
完
成
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
他
な
る
も
の
の
側
の
「
行

為
」
を
通
し
て
の
み
な
の
で
す
。
逆
説
的
な
こ
と
で
す
が
、
こ
の
行
為
は
私
自
身
が
行
為
す
る
こ
と
か
ら
私
を
解
放
し
て
く
れ
る
よ
う

な
行
為
な
の
で
す
。
老
子
の
句
を
念
頭
に
お
い
た
田
辺
の
言
葉
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
無
作
の
作
」（TH

Z 9/36, PM
101

）

な
の
で
す
。
人
は
自
己
依
存
を
断
念
し
て
自
己
自
身
を
他
の
何
も
の
か
に
委
ね
る
の
で
す
。
田
辺
に
と
っ
て
、
こ
の
他
な
る
も
の
の
証
は

同
じ
よ
う
に
逆
説
的
な
も
の
で
す
。
完
全
に
他
な
る
も
の
に
委
ね
る
こ
と
は
、破
綻
し
た
自
己
確
信
を
持
つ
者
を
空
化
す
る
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
は
一
切
の
「
疑
惑
を
払
い
除
く
」（TH

Z 9/18

）
と
い
う
確
信
で
そ
の
者
を
満
た
し
ま
す（
11
）。
田
辺
は
「
こ
れ
〔
懺
悔
道
の
威
力
〕

が
そ
の
真
実
を
証
す
一
証
左
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
同
）
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
こ
の
よ
う
な
「
証
」
が
、
田

辺
と
、
そ
し
て
田
辺
と
共
に
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
と
自
覚
と
を
体
験
す
る
人
々
に
対
し
て
「
唯
一
の
哲
学
」（
同
）
を
確
立
す
る
の
で
す
。
こ

こ
で
一
つ
の
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
懺
悔
す
る
人
が
体
験
す
る
経
験
的
な
確
証
や
自
覚
と
い
っ
た
も
の
は
、
懺
悔
道
を
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信
仰
に
基
づ
い
た
告
白
で
は
な
く
哲
学
と
す
る
こ
と
で
本
当
に
十
分
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
は
本
稿
の
探
求
の
範
囲
を
超
え
て
い

ま
す
が
、
私
た
ち
は
少
な
く
と
も
、
懺
悔
道
が
デ
カ
ル
ト
的
な
自
己
確
実
性
に
由
来
す
る
真
理
の
基
準
を
他
者
の
証
（w

itness

）
に
よ

る
確
証
と
い
う
領
域
に
移
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

田
辺
は
懺
悔
道
の
積
極
的
側
面
、つ
ま
り
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
を
通
し
て
の
存
在
の
肯
定
を
繰
り
返
し
強
調
し
ま
す
。
し
か
し
、差
し
当
た
っ

て
は
消
極
的
側
面
、
つ
ま
り
自
己
の
否
定
に
と
ど
ま
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
い
た
る
と
こ
と
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
真
の
自
由

と
の
関
係
で
適
切
に
要
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
辺
は
「
随
順
し
て
自
己
を
放
棄
し
自
己
に
死
す
る
」
こ
と
を
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
の
実
践
と
真

の
自
由
の
条
件
と
し
て
書
い
て
い
ま
す（
12
）。
懺
悔
道
と
い
う
哲
学
は
私
に
私
の
自
己
と
「
先
天
的
に
付
与
せ
ら
れ
た
る
自
由
」
と
自
ら
一

人
で
行
為
す
る
能
力
と
を
捨
て
る
こ
と
を
強
い
ま
す
。
責
任
と
い
う
意
味
と
衝
突
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
命
令
な
の
で
す
。

実
際
田
辺
が
用
い
る
放
棄
と
い
う
表
現
は
、
し
ば
し
ば
責
任
の
放
棄
を
暗
示
し
ま
す
。
田
辺
の
自
己
否
定
の
懺
悔
道
は
責
任
を
取
る
と
い

う
ま
さ
に
そ
の
可
能
性
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
の
で
す（
13
）。
こ
こ
で
責
任
の
諸
前
提
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

三
、
責
任
の
伝
統
的
諸
前
提

　

責
任
と
い
う
意
味
は
、手
放
し
捨
て
よ
と
懺
悔
道
が
私
た
ち
に
求
め
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
責
任
は
、

私
た
ち
自
身
の
力
と
自
由
意
志
と
を
通
し
て
決
定
し
、
自
分
自
身
で
行
為
を
起
こ
す
能
力
を
要
求
す
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
責
任
の
度
合

い
は
、
私
た
ち
の
個
人
的
な
自
律
、
す
な
わ
ち
意
志
し
、
能
動
的
に
意
志
に
従
う
私
た
ち
の
能
力
の
度
合
い
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
責
任

を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
こ
の
世
界
で
道
徳
的
主
体
と
し
て
行
為
し
、
私
た
ち
が
引
き
起
こ
す
害
に
対
し
て
責
め
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
そ
し
て
し
よ
う
と
す
る
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
私
た
ち
は
出
来
事
を
引
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き
起
こ
し
う
る
だ
け
で
は
な
く
そ
う
し
た
出
来
事
を
非
難
に
値
す
る
あ
る
い
は
賞
賛
に
値
す
る
も
の
と
見
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
責
任
と
は
道
徳
的
な
責
任
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
単
に
因
果
的
な
責
任
を
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

責
任
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
人
が
実
際
に
し
た
の
と
は
別
の
仕
方
で
な
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
田
辺
自
身
は
、
彼
の
経

歴
の
か
な
り
早
い
時
期
に
属
す
る
小
論
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
責
任
に
対
す
る
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
要
求
を
認
め
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
、
自
己
の
内
部
に
起
源
を
持
ち
、
自
由
に
引
き
受
け
ら
れ
、
し
か
も
別
様
に
行
え
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
行
為
を
後
悔
す
る
よ
う
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
識
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
な
行
い
を
認
め
て
い
た
の
で
す（
14
）。
哲
学
者
達
も
一
般
化
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て

責
任
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
た
い
て
い
の
場
合
、
責
任
は
あ
る
特
定
の
行
為
を
指
す
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
基
礎
的
な
形
而
上
学
的
罪
（guilt
）
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
先
に
言
及
し
た
過
ち
（fault

）
と
有
限
性
の
意
識
に
似

て
い
ま
す（
15
）。

　

た
い
て
い
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
懺
悔
は
責
任
の
自
覚
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
私
た
ち
自
身
が
意
志
を
も
っ
て
な
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
懺
悔
す
る
の
で
す
。
懺
悔
す
る
こ
と
は
謝
る
こ
と
以
上
の
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
直
接
的
な
責
任
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う

な
何
ら
か
の
不
都
合
さ
や
望
ま
し
く
な
い
状
況
に
対
し
て
私
た
ち
は
謝
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
関
与
し
な
が
ら
も
、
個
人
と
し
て
は
そ
の

原
因
と
な
る
役
割
は
果
た
し
て
い
な
い
何
か
ら
の
行
為
や
状
況
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
遺
憾
の
意
を
表
明
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
懺
悔

は
そ
の
よ
う
な
害
な
い
し
は
辛
苦
の
意
識
を
超
え
て
い
て
、
人
が
責
任
を
取
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
す
。
懺
悔
は
悔
恨
と
変
わ
ろ
う

と
す
る
意
欲
と
を
含
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
結
果
人
は
犯
し
て
し
ま
っ
た
害
や
悪
を
繰
り
返
す
ま
い
と
す
る
の
で
す
。
倫
理
的
な
概
念
と
し

て
も
宗
教
的
な
概
念
と
し
て
も
、
懺
悔
は
田
辺
が
自
力
と
呼
ぶ
も
の
に
依
存
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
こ
う
し
た
側
面
を
責
任
と
懺
悔
の
客
観
的
側
面
と
呼
ん
で
よ
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
自
分
た
ち
が
意
志
を
も
っ

て
な
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て

0

0

0

0

責
任
を
取
り
、
懺
悔
す
る
の
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
私
た
ち
は
誰
か
に0

責
任
を
感
じ
懺
悔
し
ま
す
。



一
一
一

懺
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こ
の
側
面
は
「
二
人
称
的
」
要
求
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
何
か
に
対
し
て
誰
か
に
責
任
を
取
る
こ
と
、
何
か
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し

て
誰
か
に
懺
悔
を
表
明
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
客
観
的
関
係
と
二
人
称
的
関
係
の
両
方
を
持
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
か
に

後
悔
を
明
確
に
向
け
る
こ
と
あ
る
い
は
表
明
す
る
こ
と
な
く
懺
悔
を
経
験
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
し
か
し
、
た
い
て
い
の
場
合
に
お
い

て
、
懺
悔
し
て
い
る
人
は
少
な
く
と
も
暗
黙
裡

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
う
一
人
の
人
に
呼
び
か
け
、
そ
の
人
に
自
ら
の
あ
り
方
を
変
え
る
と
約
束
す
る
の
で

す
。

　

見
た
と
こ
ろ
、
田
辺
個
人
の
責
任
の
表
明
は
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
て
い
ま
す
。
田
辺
が
悪
と
み
な
し
た
特
定
の
も
の
に
対
す
る

自
身
の
責
任
を
田
辺
は
認
め
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
田
辺
が
別
様
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も

し
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
自
ら
の
責
任
を
田
辺
は
認
め
て
い
る
の
で
す
。
田
辺
は
、
日
本
の
軍
国
主
義
全
般
に
力
を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
と
、
自
ら
の
学
生
の
何
人
か
を
死
地
へ
と
見
送
っ
た
こ
と
に
対
す
る

0

0

0

責
任
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
彼
は
個
人

と
し
て
は
自
ら
は
彼
ら
と
国
民
に0

責
任
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
は
悔
や
み
、
懺
悔
し
て
い
る
の
で
す
。

　

自
分
自
身
に
加
え
て
、
田
辺
は
他
の
二
つ
の
責
任
主
体
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。
先
に
言
及
し
た
こ
と
を
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
田

辺
は
国
家
の
破
産
と
恥
辱
と
に
最
も
直
接
に
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
「
軍
部
、
支
配
階
級
」（TH

Z 9/7

）
を
選
び
出
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
田
辺
は
「
国
民
の
全
部
が
負
う
べ
き
連
帯
責
任
」（
同
）
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
ま
す
。
特
に
「
政
治
と
思
想
と
に
於
け
る
指

導
層
」（
同
）
の
「
連
帯
責
任
」
で
す
。
お
そ
ら
く
、
田
辺
自
身
も
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
全
て
の
主
体
は
、
す
で
に
定
義

し
た
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
お
け
る
責
任
を
負
っ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、特
定
の
も
の
に
対
し
て
誰
か
に（
誰
と
は
名
指
し
さ
れ
な
い
も
の
の
）

責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
す
。
相
違
は
、共
同
責
任
が
ま
さ
に
私
た
ち
の
存
在
を
人
間
存
在
と
し
て
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
「
社
会
的
連
帯
」

を
も
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
哲
学
者
た
ち
は
よ
り
専
門
的
な
意
味
で
単
一
の
主
体
（agent

）
と
し
て
共
に
行
為
す

る
集
団
の
責
任
と
し
て
「
集
団
責
任
」（collective responsibility

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す（
16
）。
お
そ
ら
く
こ
の
意
味
は
当
時
の
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政
府
指
導
者
達
の
責
任
に
当
て
は
ま
り
ま
し
ょ
う
が
、
田
辺
の
「
連
帯
責
任
」
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
彼
の
考
え
で
は
責
任
は
、
た

と
え
罪
を
犯
し
て
い
な
く
て
も
、
国
に
間
違
っ
た
戦
争
に
関
与
す
る
こ
と
を
許
し
た
全
て
の
人
々
に
―
―
そ
の
人
々
が
抵
抗
で
き
ま
た
抵

抗
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
定
の
下
で
の
こ
と
で
す
が
―
―
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
責
任
が
働
き
出
す
の
は
、
ま
さ

に
私
た
ち
が
単
一
の
主
体
と
し
て
共
に
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、
累
積
効
果
を
持
つ
よ
う
な
特
定
の
個
々
の
行
い
を
自
ら
引
き
受
け
る
ま

さ
に
そ
の
場
所
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
田
辺
は
示
唆
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
共
同
な
い
し
は
「
連
帯
責
任
」
は
特
定
の
行
為

に
対
す
る
説
明
責
任
を
超
え
て
お
り
、
有
限
で
過
ち
を
犯
し
や
す
い
と
い
う
普
遍
的
な
人
間
の
条
件
を
表
現
し
て
い
ま
す
。「
連
帯
責
任
」

は
他
の
全
て
の
人
々
と
の
連
帯
に
お
け
る
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
を
要
求
す
る
の
で
す
。

　

戦
争
犯
罪
の
個
々
の
事
例
は
懺
悔
道
の
一
つ
の
動
因
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
う
し
た
動
因
は
田
辺
の
特
定
の
状
況
に
限
定

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、
田
辺
の
懺
悔
道
は
全
て
の
人
に
対
す
る
哲
学
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ

う
な
特
定
の
罪
の
意
識
を
も
超
え
て
、
田
辺
の
哲
学
は
私
た
ち
に
自
分
た
ち
自
身
の
有
限
性
と
可
謬
性
を
私
た
ち
の
合
理
化
す
る
能
力
を

超
え
た
も
の
と
し
て
認
め
よ
と
呼
び
か
け
る
の
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
悔
や
む
こ
と
は
他
の
も
の
に
、
つ
ま
り
さ
ら
な
る
条

件
を
付
加
す
る
懺
悔
へ
と
転
換
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
悔
い
て
い
る
人
が
意
志
を
も
っ
て
そ
し
て
完
全
に
自
分
自

身
を
あ
き
ら
め
、
自
己
を
捨
て
、
自
ら
の
意
志
と
力
と
を
捨
て
、
そ
し
て
自
分
自
身
を
絶
対
他
力
へ
と
引
き
渡
す
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う

な
全
面
的
な
自
己
放
棄
は
責
任
の
前
提
条
件
を
無
効
に
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
懺
悔
道
と
責
任
の
観
念
と
の
行
き
詰
ま
り
に
達
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
を

調
停
す
る
道
が
な
い
か
ど
う
か
を
見
る
た
め
に
、
再
び
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
（
一
）
お
そ
ら
く
、
こ
の
行
き
詰
ま
り
は
理
性
的
に
考
え
、
理
性
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
能
力
を
厳
し
く
制
限
す
る
状
況
に
限
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
悔
恨
と
懺
悔
を
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
と
き
で
さ
え
も
、
そ
の
人
に
は
様
々
な
限
界
を
受
け
入
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懺
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れ
る
し
か
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
人
が
自
ら
の
意
志
を
捨
て
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
は
、
ま
さ
に
危
機
が
そ
の
人
の
能
力
と
責
任
と
を
和
ら
げ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
た
だ
田
辺
自
身
の
場
合
は
、
彼
が
メ
タ

ノ
イ
ア
〔
悔
い
改
め
、
廻
心
〕
に
対
し
て
感
じ
た
必
要
性
は
、
彼
が
当
初
か
ら
感
じ
て
い
た
責
任
の
意
識
を
弱
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

上
、
田
辺
が
責
任
を
負
う
と
考
え
て
い
た
支
配
階
級
は
思
う
に
選
択
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
制
限
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
ら
に

も
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
を
経
験
す
る
こ
と
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。   

　
（
二
）
お
そ
ら
く
私
た
ち
は
状
況
を
あ
た
か
も
次
の
よ
う
に
言
う
か
の
ご
と
く
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
私
は
罪
を
犯
し
た
。

そ
れ
は
私
の
せ
い
だ
っ
た
。
私
に
は
責
任
が
あ
る
。
し
か
し
私
は
過
去
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
に
は
力
が
な
い
。
こ
の
重
荷
と

共
に
生
き
て
く
た
め
に
は
、
懺
悔
し
、
私
自
身
を
よ
り
高
い
力
に
向
け
て
、
つ
ま
り
他
力
に
向
け
て
と
放
棄
す
る
よ
り
頼
る
も
の
が
な
い
。

そ
の
よ
う
な
他
力
に
よ
っ
て
、
私
は
生
き
続
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
確
実
に
私
の
あ
り
方
を
変
え
て
（
転
換

さ
せ
て
）
く
れ
る
の
だ
」、
と
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
結
局
は
単
に
私
を
責
任
か
ら
免
除
す
る
よ
う
な
合
理
化
な
の
で
す
。
田

辺
自
身
が
責
任
の
免
除
を
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
す
。
彼
自
身
は
責
任
を
感
じ
る
こ
と
を
止
め
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
社
会

的
責
任
と
い
う
考
え
が
懺
悔
道
に
普
遍
的
意
義
を
与
え
る
と
考
え
続
け
て
い
ま
し
た
。

　
（
三
）
し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
日
本
語
の
責
任
と
い
う
概
念
が
道
徳
的
非
難
（m

oral blam
e

）
を
強
調
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
概
念

と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、日
本
語
の
責
任
と
い
う
言
葉
は
二
つ
の
漢
字
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
の
文
字「
責
」は「
責

め
る
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
次
の
文
字
「
任
」
は
、「
お
任
せ
」
で
あ
り
、
何
か
を
誰
か
に
委
ね
る
と
い
う
意
味
を
含
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
場
合
で
は
、
自
ら
を
非
難
す
る
こ
と
か
ら
自
ら
を
他
の
誰
か
に
任
せ
る
こ
と
へ
と
進
む
こ
と
は
当
然
の
よ
う
に
見
え
ま

す
。
た
だ
、こ
の
移
行
は
意
志
を
捨
て
る
こ
と
や
自
己
を
全
面
的
に
他
の
誰
か
に
放
棄
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
で
し
ょ
う
。（
四
）ま
た
、

お
そ
ら
く
懺
悔
道
は
本
質
的
に
責
任
の
か
た
ち
を
変
え
る
（
転
換
さ
せ
る
）
も
の
で
す
。
そ
れ
で
、
懺
悔
道
は
非
難
と
い
う
よ
り
も
む
し
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ろ
恵
み
に
、
負
担
と
い
う
よ
り
も
報
恩
の
表
現
と
な
る
の
で
す
。
実
際
に
田
辺
は
、
懺
悔
を
経
験
し
自
分
自
身
を
他
力
へ
と
引
き
渡
し
た

際
に
自
ら
を
満
た
し
た
感
謝
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
田
辺
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

而
し
て
一
度
此
要
求
に
随
順
し
て
懺
悔
に
身
を
委
ね
る
と
き
、
感
謝
す
べ
き
不
思
議
は
、
最
早
右
の
如
き
私
の
慚
愧
す
べ
き
不
純
悪

行
を
無
力
な
ら
し
め
る
（TH

Z 9/17

）。

た
だ
こ
の
感
謝
の
意
識
で
す
ら
行
き
詰
ま
り
を
克
服
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
悔
恨
の
苦
痛
か
ら
の
緩
和
の

表
明
、
つ
ま
り
責
任
を
感
じ
る
苦
痛
か
ら
の
緩
和
の
表
明
で
あ
り
、
そ
れ
は
責
任
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
す
。
全
く
逆
で
す
。

私
が
与
え
ら
れ
た
も
の
に
、
つ
ま
り
私
が
責
任
を
負
っ
て
い
な
い

0

0

も
の
に
、
私
が
自
ら
で
し
て
い
な
い

0

0

も
の
に
、
私
は
感
謝
を
感
じ
る
の

で
す
。
責
任
と
懺
悔
道
の
自
己
放
棄
は
通
約
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。（
五
）
し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
考
察
の

全
て
が
示
し
て
い
る
の
は
、あ
く
ま
で
も
私
の
論
証
が
持
つ
限
界
と
、私
に
行
き
詰
ま
り
を
突
破
す
る
道
を
示
し
て
く
れ
る
絶
対
批
判
（
と

田
辺
が
呼
ぶ
も
の
）
の
必
然
性
な
の
で
す
。

四
、
行
き
詰
ま
り
を
突
破
す
る
こ
と
―
―
他
の
源
泉
か
ら
力
づ
け（em

pow
erm

ent

）と
し
て
の
赦
し

　

私
の
思
案
が
こ
の
点
に
達
し
た
と
き
、
懺
悔
道
が
い
か
に
し
て
責
任
を
斟
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
私
は
困

り
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
偶
然
に
も
幸
運
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
私
は
、
エ
ヴ
ァ
・
モ
ー
ゼ
ス
・
コ
ー
ル
（Eva M

oses K
or

）
の
暮
ら
し
て
い
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
小
さ
な
町
に
住
ん
で
い
ま
す
。



一
一
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懺
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責
任
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い
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エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
生
存
者
で
す
。
彼
女
の
双
子
の
妹
も
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
生
存
者
で
し
た
。 

彼
女
と
彼

女
の
双
子
の
妹
は
十
歳
の
と
き
に
、
絶
滅
収
容
所
と
い
う
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
よ
う
な
状
況
下
で
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
、
彼
女
た
ち
の
兄
弟
や
両
親
は
殺
害
さ
れ
、
死
が
唯
一
の
行
く
末
で
あ
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
彼
女
た
ち
は
、
ナ
チ
ス
の
悪
名
高
き
医
師
、
ヨ
ゼ
フ
・
メ
ン
ゲ
レ
博
士
（D

r. Josef M
engele

）
に
よ
る
恐
ろ
し
い
医
学
実

験
の
犠
牲
者
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
双
子
は
何
と
か
し
て
生
き
延
び
ま
し
た
。
た
だ
、
実
験
は
結
局
は
エ
ヴ
ァ
の
妹
の
死
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
数
十
年
の
間
、
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
は
苦
痛
と
怒
り
と
憎
悪
に
さ
い
な
ま
れ
ま
し
た
。
六
十
歳
の
時
、
意
志
の
力
を
振

り
絞
っ
て
、
死
の
収
容
所
を
再
び
訪
れ
、
医
学
実
験
の
記
録
を
見
つ
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
つ
い
に
彼
女
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
か

つ
て
の
他
の
医
者
で
あ
り
、
メ
ン
ゲ
レ
博
士
の
同
僚
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
彼
の
名
前
は
ミ
ュ
ン
ヒ
と
言
い
、
ま
だ
ド
イ
ツ

で
存
命
中
で
し
た
。
彼
女
は
ミ
ュ
ン
ヒ
博
士
と
会
い
ま
し
た
。
彼
女
が
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
は
彼
女
を
「
最
大
限
の
敬

意
で
」
も
て
な
し
、
彼
女
に
五
十
年
間
自
ら
を
苦
し
め
て
き
た
絶
え
ざ
る
悪
夢
と
記
憶
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
彼
女
は
こ
の
医
師
に
ガ

ス
室
は
実
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
公
に
立
証
す
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
ま
た
、
自
分
と
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
戻
る
こ
と
も
求
め
ま
し

た
。
彼
は
快
く
同
意
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
十
ヶ
月
の
間
熟
慮
し
、
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
感
謝
を
ナ
チ
ス
の
医
師
に
表
す
か
死
に
も
の
ぐ

る
い
で
考
え
よ
う
と
し
た
の
ち
に
、
こ
の
ミ
ュ
ン
ヒ
博
士
に
赦
し
（forgiveness

）
の
手
紙
を
書
こ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
一
九
九
五
年

の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
の
式
典
の
際
に
二
人
は
、自
ら
の
赦
し
を
宣
言
す
る
エ
ヴ
ァ
の
文
書
と
、自
ら
が
署
名
し
た
死
亡
者
の
一
覧
〔
が

真
実
で
あ
る
こ
と
〕
を
宣
言
す
る
ミ
ュ
ン
ヒ
博
士
の
文
書
と
を
交
わ
し
ま
し
た
。
こ
の
医
者
は
、「
と
て
も
安
堵
し
」、
赦
し
は
予
期
し
な

か
っ
た
贈
り
物
で
あ
っ
た
と
叫
ん
だ
の
で
す（
17
）。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
は
、「
五
十
年
間
の
す
べ
て
の
痛
み
が
肩
か
ら
降
り
た
」
と
感
じ
ま

し
た
。
彼
女
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
す
。
彼
女
は
メ
ン
ゲ
レ
博
士
を
も
赦
す
気
に
な
っ
た

の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
子
供
を
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら
守
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
時
折
自
分
自
身
の
両
親
を
責
め
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て
い
た
彼
女
自
身
を
赦
す
気
に
な
っ
た
の
で
す
。
彼
女
は
、「﹇
自
分
を
﹈
か
つ
て
傷
つ
け
た
こ
と
が
あ
る
す
べ
て
の
人
を
赦
し
、﹇
自
分

自
身
と
﹈
世
界
と
和
解
さ
せ
る
こ
と
」
が
で
き
た
の
で
す
。
私
が
田
辺
の
懺
悔
道
に
お
い
て
直
面
し
て
い
た
行
き
詰
ま
り
と
格
闘
し
て
い

る
時
に
、
自
ら
の
話
を
語
る
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
ラ
ジ
オ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
た
ま
た
ま
聞
い
た
の
で
す
。
後
に
、
私
は
自
分
で
彼
女
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

強
い
印
象
を
与
え
る
の
は
、
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
赦
し
の
理
解
―
―
そ
れ
は
彼
女
の
生
き
た
赦
し
の
経
験
で
す
が
―
―
で
す
。
彼
女
の

言
う
こ
と
は
、
部
分
的
に
他
力
の
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
に
つ
い
て
の
田
辺
の
叙
述
の
一
つ
の
例
を
提
供
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
仔
細
に
見

る
と
、
そ
れ
は
ま
た
彼
の
叙
述
に
対
す
る
顕
著
な
対
照
物
を
も
提
供
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
赦
し
の
哲
学
と
懺
悔
道
の
哲
学
と
の
共
鳴
関
係
を
考
察
し
ま
し
ょ
う
。
田
辺
が
赦
し
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
、
か
ろ
う
じ

て
三
回
な
い
し
は
四
回
ほ
ど
で
あ
り
、
た
い
て
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た
思
想
家
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
。

田
辺
の
懺
悔
道
の
よ
り
核
心
に
は
、
慈
悲
と
い
う
仏
教
の
考
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
他
力
か
ら
与
え
ら
れ
る
贈
り
物
で
あ
り
、
西
谷
の

言
葉
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
死
復
活
の
後
に
人
は
「
他
の
相
対
に
対
し
て
報
恩
を
行
じ
、
相
共
に
懺
悔
道
を
行
ぜ
ん
と
す

る
」（
18
）
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
慈
悲
を
赦
し
よ
り
も
よ
り
も
包
括
的
な
行
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
田
辺
も
言

及
す
る
包
括
的
な
（
キ
リ
ス
ト
教
の
）「
愛
」
に
似
て
い
ま
す（
19
）。
た
だ
、
赦
し
は
田
辺
の
懺
悔
道
に
お
け
る
他
力
の
働
き
の
よ
り
適
切

な
例
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
対
し
て
悔
恨
や
懺
悔
を
感
じ
る
時
、
人
は
ど
う
や
っ
て
も
自
分
か
ら
罪
の
重
荷
を
降
ろ
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
感
じ
ま
す
。
人
が
な
し
う
る
の
は
、
救
い
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
な
赦
し
を
求
め
て
、
他
者
に
、
特
に
自
ら
が
害
し
た

他
者
に
向
か
う
こ
と
だ
け
で
す
。
人
は
赦
し
を
求
め
る
勇
敢
さ
と
意
志
の
力
を
要
求
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
赦
し
を
期
待
す
る
こ
と

を
敢
え
て
し
な
い
の
で
す
。
悪
行
が
と
て
も
す
さ
ま
じ
い
い
く
つ
か
の
場
合
に
は
、
赦
し
を
求
め
る
こ
と
さ
え
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
に
赦
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し
を
求
め
る
こ
と
は
ひ
ど
い
目
に
合
わ
せ
た
上
に
な
お
侮
蔑
を
加
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
は
究
極
的
に
は
自
分
自
身
を
他
者
の
恩
寵
に

服
従
し
、
自
分
で
は
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
可
能
性
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
害
し
て
し
ま
っ
た
他
者
に
あ
る
い
は
自
ら
を
解

放
さ
せ
う
る
よ
う
な
何
か
ら
の
他
の
未
知
の
力
に
自
分
自
身
を
委
ね
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
解
放
と
救
い
が
要
求
す
る
の
は
、
自
ら
の

意
志
に
よ
る
行
為
を
断
念
し
つ
つ
、
自
分
自
身
を
超
え
た
力
に
自
分
自
身
を
託
す
と
い
う
逆
説
的
な
行
い
で
す
。
こ
れ
ら
の
道
程
は
、
田

辺
の
懺
悔
道
に
お
い
て
「
行
信
証
」
の
行
と
信
と
い
う
契
機
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
赦
し
が
も
う
一
方
の
側
か
ら
授
け
ら
れ
た

と
き
、
赦
し
は
悔
い
て
い
る
（repentant

）
人
を
全
面
的
に
転
換
さ
せ
う
る
の
で
す
。
こ
の
力
の
経
験
は
、
自
分
自
身
を
超
え
た
力
の
実

在
を
証
言
し
、
確
証
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
確
証
は
田
辺
の
哲
学
に
お
い
て
は
証
と
い
う
契
機
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
最
後
に
、

懺
悔
道
そ
れ
自
身
の
よ
う
に
、
赦
し
は
倫
理
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
出
し
、
道
徳
的
責
務
を
超
え
出
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
悪
い
行
い
を

認
め
、
そ
れ
に
懺
悔
す
る
よ
う
道
徳
的
に
強
い
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
赦
し
は
純
粋
に
倫
理
的
な
責
務
な
い
し
は
義
務
で
は

あ
り
ま
せ
ん（
20
）。
田
辺
が
赦
し
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
他
力
の
形
態
と
し
て
示
さ
な
か
っ
た
の
は
私
に
と
っ
て
は
驚
き
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
仔
細
に
見
る
と
、
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
赦
し
に
つ
い
て
の
考
察
は
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
田
辺
の
懺
悔
道
と
い
う

哲
学
の
は
っ
き
り
と
し
た
対
照
物
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
田
辺
は
懺
悔
し
て
い
る
自
己
と
い
う
側
か
ら
叙
述
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
自
力
つ
ま
り
自
分
自
身
の
力
に
赦
し
を
探
す
よ
う
求
め
て
い
る
人
の
側
か
ら
で
す
。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
は
も
う
一
方
の

側
か
ら
、
つ
ま
り
赦
し
を
授
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
力
と
い
う
あ
る
一
定
の
様
態
の
側
か
ら
語
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
様
態
に
お
い
て
は
、
赦
し
を
授
け
る
こ
と
が
で
き
る
力
は
他
の
誰
か
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
名
指
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
匿
名
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
た
浄
土
教
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
と
い
う
形
態
を
と
る
絶
対
者
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ア
ブ
ラ
ハ

ム
系
の
宗
教
に
お
け
る
神
と
い
う
絶
対
的
人
格
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
田
辺
に
と
っ
て
は
、
阿
弥
陀
は
絶
対
者
の
神
話
化
さ

れ
た
形
態
で
す
。
他
力
の
適
切
な
名
前
と
し
て
田
辺
が
絶
対
無
を
引
き
合
い
に
出
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
絶
対
者
が
様
々
な
形
態
に
お
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い
て
現
れ
る
開
か
れ
た
空
間
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
他
力
を
絶
対
無
の
働
き
と
呼
ぶ
こ
と
は
他
力
を
匿
名
の
も
の
に
し
ま
せ

ん
。
田
辺
に
と
っ
て
本
質
的
な
点
は
、
絶
対
は
相
対
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
し
て
の
み
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
こ
の
媒
介

と
い
う
こ
と
を
田
辺
が
意
図
し
て
い
た
よ
り
も
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
捉
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
他
力
は
自
分
自
身
と
同
じ
他
の

相
対
的
存
在
の
行
（action

）
を
介
し
て
の
み
働
き
、
ま
さ
に
相
対
的
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
赦
し
を

授
け
る
こ
と
が
で
き
る
力
は
ま
た
そ
れ
を
保
留
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、こ
の
こ
と
が
そ
の
行
の
相
対
性
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
場
合
に
は
、赦
す
者
で
さ
え
も
、過
去
の
自
己
を
超
え
て
、そ
の
時
ま
で
彼
女
が
持
っ
て
い
た
と
は
知
ら
な
か
っ

た
力
に
、
つ
ま
り
彼
女
自
身
の
中
で
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
力
に
何
と
か
し
て
手
を
伸
ば
す
の
で
す
。
お
そ
ら
く
田
辺
と
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー

ル
と
の
違
い
は
こ
こ
で
は
よ
り
小
さ
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
違
い
も
継
続
し
ま
す
。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
は
悔
や
ん
で
い
る
自
己
に
関
し
て
は
他
力
の
側
に
立
ち
ま
す
が
、
赦
す
と
い
う
彼

女
の
経
験
に
つ
い
て
の
叙
述
は
し
ば
し
ば
自
力
の
立
場
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
彼
女
は
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
ま
す
。

私
に
は
赦
す
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
誰
も
こ
れ
を
私
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
誰
も
そ

れ
を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
っ
て
、自
分
が
望
ん
だ
ど
の
方
法
で
も
用
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
私
自
身
が
、
自
分
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
し
た
こ
と
な
の
で
す
。

　
彼
女
が
強
調
す
る
に
、
そ
れ
は
「
自
己
治
癒
と
自
己
解
放
の
行
い
」
で
あ
り
、
と
て
つ
も
な
い
転
換
力
を
も
つ
も
の
で
し
た
。

赦
す
こ
と
で
、
私
は
私
の
人
生
を
変
え
た
の
で
す
。
私
は
、「
完
全
に
﹇
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
、
苦
痛
、
苦
悶
、
怒
り
そ
し
て
憎
悪
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か
ら
﹈解
放
さ
れ
た
の
で
す
。
私
の
人
生
の
こ
の
時
点
ま
で
、私
は
常
に
人
々
が
自
分
に
し
た
こ
と
に
反
応（react

）し
て
き
ま
し
た
。

初
め
て
、
私
は
自
分
が
行
為
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
気
づ
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
と
て
つ
も
な
く
力
強
い
感
情
な
の
で
す
。
自

分
の
過
去
と
未
来
と
を
変
え
て
く
れ
る
何
か
を
私
は
持
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。﹇
も
は
や
﹈
私
は
自
分

の
私
的
な
過
去
に
囚
わ
れ
た
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
」（
21
）。

赦
す
と
い
う
行
い
は
、「
自
己
を
力
づ
け
る
（self-em

pow
erm

ent

）
行
い
で
す
。
そ
れ
は
誰
か
の
承
認
、
許
可
あ
る
い
は
受
諾
を
必
要

と
し
ま
せ
ん
」。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
こ
こ
で
の
発
言
は
、
赦
す
者
を
真
っ
向
か
ら
自
力
の
側
に
置
く
よ
う
に
見
え
ま
す
。
彼
女
の
出
発

点
は
、「
自
力
」
の
我
意
性
（w

illfulness

）
に
お
い
て
自
ら
の
自
己
性
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
自
己
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
無
力
」

と
い
う
相
対
的
な
自
己
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
意
志
の
力
を
全
く
欠
い
た
自
己
、
あ
る
い
は
、
自
ら
行
為
を
起
こ
す
の
で
は
な
く

せ
い
ぜ
い
反
応
す
る
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
自
己
な
の
で
す
。
田
辺
の
浄
土
教
的
語
彙
を
適
応
さ
せ
る
な
ら
ば
、
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
い

わ
ば
往
相
は
、
自
己
を
力
づ
け
る
こ
と
を
通
し
た
解
放
に
向
か
う
運
動
な
の
で
す
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
は
私
に
と
っ
て
信
じ
が
た
く
、予
期
せ
ぬ
こ
と
で
し
た
…
…
、メ
ン
ゲ
レ
を
、ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
死
の
天
使
を
赦
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
信
じ
が
た
い
こ
と
で
し
た
」
と
い
う
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
報
告
に
、

私
た
ち
は
田
辺
の
不
可
知
的
な
他
力
と
い
く
ぶ
ん
共
鳴
す
る
も
の
を
聞
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
赦
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
彼
女

に
と
っ
て
理
解
し
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
確
か
に
、
か
つ
て
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
ミ
ュ
ン
ヒ
博
士
か
ら
予
期
せ
ぬ
好
意
と
敬
意
と
を

エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
自
身
が
受
け
取
っ
て
初
め
て
彼
女
は
自
ら
の
赦
し
の
力
を
発
見
し
た
の
で
す
。
エ
ヴ
ァ
の
発
見
は
、
あ
た
か
も
何
か
他

の
源
泉
か
ら
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
彼
女
が
予
期
せ
ず
受
け
取
っ
た
好
意
や
敬
意
が
他
力
か
ら
彼
女
に
や
っ
て
来
た
か
の
よ
う

に
、
予
期
せ
ず
彼
女
に
浮
か
ん
だ
の
で
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
赦
し
の
力
は
田
辺
の
メ
タ
ノ
エ
シ
ス
と
共
鳴
す
る
の
で
す
。
お
そ
ら
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く
、
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
自
力
の
立
場
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、
懺
悔
の
構
造
が
他
力
即
自
力
で
あ
り
、
自
力
の
か
た
ち
に
他
な
ら
ぬ

他
力
で
あ
る
（TH

Z 9/22, 176, PM
79

）
と
す
る
田
辺
の
主
張
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
対
照
的
な
も
の
と
し
て
私

を
強
く
印
象
付
け
る
の
は
、
彼
女
が
発
見
す
る
力
は
、
自
ら
を
捨
て
た
り
否
定
す
る
こ
と
の
な
い
自
分
自
身
の
力
で
あ
り
、
自
分
自
身
の

意
志
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
彼
女
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
す（
22
）。
田
辺
の
他
力
は
、「
一
度
否
定
せ
ら
れ
た
自
己
の
存

在
を
肯
定
」（TH

Z 9/22

）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
き
ま
す
。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
赦
し
と
い
う
行
い
は
、〔
田
辺
と
は
〕
全
く
反
対
の

方
向
に
向
か
っ
て
、
彼
女
自
身
を
肯
定
し
、
彼
女
自
身
を
力
づ
け
る
行
い
で
す
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
点
は
田
辺
と
コ
ー
ル
の
同
一
で
は
な

い
出
発
点
を
、
つ
ま
り
赦
す
者
の
立
場
と
は
対
照
的
な
懺
悔
す
る
者
の
立
場
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
内
在
的
な
結
び
つ
き
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
す
な
わ
ち
他
力
と
自
力
の
即
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
〔
赦
す
者
と
懺
悔
す
る
者
、
つ
ま
り
他
力
と
自
力
〕
は
同
一
性
に
は
還

元
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
に
さ
え
も
還
元
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、
田
辺
が

批
判
的
な
目
で
眺
め
て
い
る
西
田
の
概
念
で
す（
23
）。

　

罪
を
犯
し
た
者
と
赦
す
者
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、「
赦
し
は
加
害
者
に
は
全
く
関
係
が
あ
り

ま
せ
ん
」
と
い
う
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
驚
く
べ
き
発
言
に
明
瞭
で
す
。
彼
女
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
赦
す
力
も
赦
す
こ
と
が
実
現
さ
れ

た
行
い
も
赦
す
者
の
転
換
も
、
罪
を
犯
し
た
者
が
自
ら
で
可
能
で
あ
る
よ
う
な
何
も
の
に
も
依
存
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

も

ち
ろ
ん
、
赦
し
は
な
お
加
害
者
の
悪
事
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
が
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
た
の
は
、
行
わ
れ
た
全
て
の

害
と
加
害
者
に
対
す
る
全
て
の
憤
懣
の
一
覧
を
彼
女
が
書
い
て
い
た
と
き
、あ
る
い
は
他
の
犠
牲
者
に
書
い
て
も
ら
っ
て
い
た
と
き
で
す
。

も
っ
と
も
、
こ
の
一
覧
を
加
害
者
に
見
せ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
す
が（
24
）。
彼
女
の
赦
し
は
、
加
害
者
に
向
け
ら
れ
た
ベ
ク

ト
ル
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
媒
介
は
、
必
然
的
に
相
対
的
存
在
を
通
り
抜
け
る
よ
う
な
田
辺
の
他
力
の
媒
介
に

共
鳴
し
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
が
主
張
す
る
の
は
、
そ
の
赦
し
が
な
さ
れ
た
悪
か
ら
解
放
す
る
の
は
何
よ
り
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も
ま
ず
加
害
者
で
は
な
く
て
む
し
ろ
赦
す
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す（
25
）。
彼
女
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。「
私
は
あ
の
よ
う
な

悪
行
が
私
の
関
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
。私
は
悪
に
決
し
て
勝
っ
て
欲
し
く
な
い
の
で
す
」。こ
の
点
に
お
い
て
、

復
讐
を
求
め
る
人
こ
そ
が
―
―
懺
悔
し
て
い
る
人
で
は
な
く
て
―
―
赦
す
者
の
対
極
に
、
つ
ま
り
こ
の
他
力
と
い
う
様
態
の
対
極
に
立
っ

て
い
る
の
で
す
。
コ
ー
ル
は
ま
た
、他
の
多
く
の
人
の
よ
う
に
、自
分
を
赦
す
こ
と
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
ま
す
。
彼
女
が
発
見
し
た
の
は
、

自
分
自
身
を
赦
す
こ
と
が
で
き
、
両
親
を
不
当
に
責
め
る
こ
と
か
ら
自
分
自
身
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
五
十

年
間
自
ら
を
恐
れ
と
怒
り
と
憎
悪
の
中
に
閉
じ
込
め
て
い
た
自
分
自
身
を
赦
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
ハ
ン
ナ
・

ア
ー
レ
ン
ト
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
自
分
を
赦
す
こ
と
は
自
分
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
は
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
を
再
び
世
界
に
完
全
に
開
い
た
の
は
他
者
を
赦
す
と
い
う
行
い
だ
っ
た
の
で
す（
26
）。
赦
す
と
い
う
彼
女
の
行
い
は
、

一
切
を
包
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
女
自
身
を
含
め
て
「
か
つ
て
彼
女
を
害
し
て
い
た
誰
を
も
赦
す
こ
と
」
を
彼
女
に
可
能
に
さ
せ
て
い

る
の
で
す
。
彼
女
の
行
い
は
、
い
わ
ば
彼
女
を
赦
し
と
い
う
包
容
的
状
態
に
置
く
の
で
す
。

　

当
人
が
悪
事
を
認
め
て
い
よ
う
と
認
め
て
い
ま
い
と
、
赦
し
が
罪
を
犯
し
た
者
を
責
任
か
ら
免
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
が
決
定
的
に
重
要
で
す
。
田
辺
も
こ
の
点
に
関
し
て
極
め
て
明
瞭
で
す
。

悪
を
赦
す
愛
、
罪
を
救
う
慈
悲
、
に
と
っ
て
は
、
悪
と
罪
と
は
決
し
て
悪
や
罪
で
な
く
な
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
悪
で
あ
り

罪
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
而
も
そ
の
ま
ま
で
対
立
性
を
失
う
の
で
あ
る
。
苟
も
罪
悪
を
否
定
し
消
滅
せ
し
め
る
な
ら
ば
之
を
赦
し
救
う

こ
と
に
は
な
ら
ぬ
（TH

Z 9/129

）。

確
か
に
、
た
と
え
赦
す
者
を
罪
の
痛
み
か
ら
解
放
す
る
に
し
て
も
、
赦
し
は
罪
を
犯
し
た
者
の
責
任
を
含
意
し
て
い
ま
す
。
罪
を
犯
し
た
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者
の
側
か
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
、
赦
し
に
つ
い
て
ご
く
わ
ず
か
な
発
言
の
中
で
、
田
辺
は
自
己
が
「
懺
悔
道
的
に
自
己
を
放
棄
し
他
を
宥

す
宥
和
和
解
の
立
場
（TH

Z 9/100

）」
に
立
つ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
田
辺
は
こ
こ
で
誰
が
あ
る
い
は
何
が
赦
し
を
授
け
る
の
か
を
特
定

し
て
い
ま
せ
ん
。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
経
験
に
お
い
て
、
赦
し
が
何
よ
り
も
ま
ず
赦
す
者
を
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
こ

と
が
再
び
決
定
的
に
重
要
に
な
り
ま
す
。
赦
し
が
罪
を
犯
し
た
者
を
解
放
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
当
人
が
懺
悔
し
て
い
る
限
り
に
お
い

て
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
罪
を
犯
し
た
者
を
ま
さ
に
罪
人
と
し
て
解
放
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
赦
し
は
罪
を
犯
し
た
者
の
責
任
を
認
め

る
の
で
す
。
赦
す
こ
と
と
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
授
け
る
こ
と
と
の
差
異
を
認
め
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
政
治
上
な
い
し
は
犯
罪
上
の
罪
を
宣

告
さ
れ
た
人
々
に
対
す
る
公
的
な
恩
赦
と
い
う
意
味
で
は
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
必
ず
し
も
罪
を
犯
し
た
者
の
責
任
を
前
提
と
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
や
そ
の
者
の
罪
も
前
提
と
は
し
ま
せ
ん
。
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
も
、
和
解
が
懺
悔
を
す
る
か
定
か
で
は
な
い
よ
う

な
罪
を
犯
し
た
者
の
手
に
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
赦
し
と
和
解
と
を
区
別
し
て
い
ま
す
。

五
、
赦
し
と
責
任
の
問
い
、
結
論
と
し
て  

　

こ
の
こ
と
は
私
た
ち
を
私
の
当
初
の
責
任
に
つ
い
て
の
問
い
に
連
れ
戻
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
も
し
懺
悔
道
と
い
う
哲
学
が
責
任
を
取

る
こ
と
の
で
き
る
ま
さ
に
そ
の
自
己
の
放
棄
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
い
か
に
し
て
責
任
を
斟
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
問
い
で
す
。
私
が
示
唆
し
て
き
た
の
は
、
赦
し
が
田
辺
の
絶
対
他
力
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
逆
か
ら
の
見
方

に
よ
れ
ば
―
―
そ
れ
は
「
逆
対
応
」
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
ま
す
が
―
―
、
懺
悔
す
る
人
が
持
つ
責
め
を
負
う
べ
き
（culpable

）
自
力

の
側
か
ら
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
い
わ
ば
他
力
そ
の
も
の
の
側
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
力
は
自
己
を
力
づ
け
る
こ
と
と
し

て
現
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
態
を
し
た
他
力
は
赦
し
を
授
け
る
自
己
を
肯
定
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
そ
う
し
た
自
己
と
懺
悔



一
二
三

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

し
赦
さ
れ
た
人
と
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
形
態
に
お
い
て
、他
力
は
懺
悔
す
る
人
の
責
任
を
完
成
さ
せ
る
の
で
す
。

　

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
逆
か
ら
の
見
方
が
妥
当
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
徹
底
的
に
絶
対
他
力
を
相
対
的
他
者
、
つ
ま
り
他
の

人
々
と
い
う
形
態
に
相
対
化
す
る
か
ら
で
す
。
そ
う
し
た
人
々
が
自
分
達
自
身
を
超
え
る
よ
う
な
赦
し
の
力
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
逆
転
は
相
対
を
介
し
た
他
力
の
媒
介
を
強
化
す
る
も
の
で
す
。
そ
う
な
る
の
は
、
明
ら
か
に
田
辺
が
意
図
し
て
い

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
関
係
に
絶
対
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
。
そ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
絶
対
は
そ
れ
が
相
対
を
通
し

て
働
く
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
引
き
下
が
り
、
赦
す
相
対
的
な
自
己
を
復
活
さ
せ
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
西
田
の
逆
対
応
を
想
起

さ
せ
る
で
し
ょ
う
。
逆
対
応
に
つ
い
て
西
田
は
仏
陀
と
自
己
に
つ
い
て
の
大
燈
国
師
の
言
葉
で
も
っ
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

　　
　

億
劫
相
別
、
而
須
臾
不
離
、
盡
日
相
對
、
而
刹
那
不
對
（N

K
Z 11/399

）（
27
）。

あ
る
い
は
、
赦
し
の
発
見
の
刹
那
性
よ
り
も
む
し
ろ
赦
し
の
運
動
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

還
相
と
い
う
の
が
な
お
も
こ
の
世
の
他
者
を
気
遣
う
還
帰
を
意
味
し
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
対
照
的
に
、
こ
こ
で
往
相
と
い
う
の
が
含
意

し
て
い
る
の
は
、
自
己
否
定
や
自
己
放
棄
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
超
越
者
の
自
己
肯
定
的
な
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す（
28
）。
こ
れ

ら
は
、
こ
の
機
会
に
私
が
探
求
し
得
る
よ
り
も
さ
ら
に
深
く
考
察
に
値
す
る
対
応
関
係
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
不
十
分
な
思
索
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
私
の
当
初
の
問
い
を
言
い
直
す
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。
懺
悔
は
す
で
に

責
任
を
取
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
ま
す
が
、
懺
悔
道
は
罪
の
痛
み
を
取
り
除
く
よ
う
な
救
済
的
他
力
に
お
い
て
先
導
役
を
果
た
し
ま
す
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
体
な
ぜ
自
分
自
身
を
捨
て
て
他
力
の
恩
寵
を
受
け
入
れ
た
後
で
さ
え
も
田
辺
は
責
任
を
感
じ
続
け
た
の
で



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

一
二
四

し
ょ
う
か
。
自
ら
の
懺
悔
道
を
構
築
し
て
か
ら
七
年
も
後
の
一
九
五
一
年
に
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

第
二
次
大
戦
の
緊
迫
愈
々
激
し
き
に
伴
い
思
想
統
制
益
々
厳
し
く
、
そ
れ
に
対
し
心
弱
き
私
が
な
ん
ら
積
極
的
に
抵
抗
す
る
こ
と
能

は
ず
、
多
か
れ
少
か
れ
時
勢
の
風
潮
に
支
配
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
い
か
に
深
く
自
ら
慚
づ
る
も
な
ほ
足
ら
ざ
る
所
で

あ
る
。
遂
に
盲
目
な
る
軍
国
主
義
が
幾
多
の
卒
業
生
在
学
生
諸
君
を
戦
場
に
駆
り
立
て
、
そ
の
中
犠
牲
と
な
っ
て
仆
れ
た
人
が
哲
学

だ
け
で
も
十
数
名
に
上
る
の
は
、
私
に
と
っ
て
自
責
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。
私
は
頭
を
垂
れ
て
ひ
た
す
ら
自
己
の
罪
を
悔
ゆ
る
外
な

い
（TH

Z 14/439

）（
29
）。

こ
の
告
白
そ
の
も
の
を
完
全
に
懺
悔
道
的
な
行
と
し
て
理
解
す
る
方
法
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
告
白
は
彼
の
求
め
て
い
る
解
放
を
媒

介
す
る
発
話
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
の
解
放
は
、
悔
恨
の
感
情
か
ら
の
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悔
恨
が
懺
悔
の
完
全
な
実
現

に
、
し
た
が
っ
て
責
任
の
完
全
な
実
現
に
転
換
す
る
こ
と
で
す（
30
）。

　

と
も
あ
れ
、
赦
し
の
経
験
と
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
田
辺
の
他
力
と
い
う
考
え
を
具
体
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
赦
し
は
赦
さ
れ
た
者
の
責
任
を
取
り
除
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
を
―
―
そ
し
て
赦
す
者
を
―
―
生
ま
れ
変
わ
っ

た
自
己
へ
と
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

六
、
三
つ
の
さ
ら
な
る
考
察

一
、
逆
か
ら
の
見
方
は
私
が
田
辺
の
懺
悔
道
に
見
る
厄
介
な
問
題
を
避
け
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。



一
二
五

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

田
辺
の
出
発
点
は
、
悔
恨
と
い
う
彼
の
感
情
と
、
あ
ま
り
に
も
容
易
に
戦
時
中
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
国
の
支
配
者
に
屈
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
対
す
る
責
任
の
告
白
で
す
。
そ
の
際
に
、
田
辺
は
私
た
ち
全
員
が
自
ら
自
身
を
「
随
順
」
的
に
他
力
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
懇
願
し
ま

す
。
し
か
し
、
自
分
達
が
従
っ
て
い
る
の
は
慈
悲
深
い
絶
対
的
な
他
力
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
を
欺
く
こ
と
が
あ
る
相
対
的
な
力
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
懺
悔
道
と
い
う
哲
学
は
私
た
ち
に
保
証
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
田
辺
は
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』

の
終
わ
り
近
く
で
再
び
国
家
権
力
の
危
険
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。
自
ら
の
初
期
の
「
種
の
論
理
」
は
部
分
的
に
は
国
民
国
家
を

位
置
づ
け
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
田
辺
は
書
い
て
お
り
、
ま
た
個
人
が
「
国
家
の
統
制
」
に
「
対
抗
す
べ
き
責
任
」
を
持
つ
と
書

い
て
お
り
ま
す
（TH

Z 9/257 
参
照
）。
田
辺
は
二
つ
の
悪
の
間
の
真
ん
中
の
道
を
探
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方

に
お
い
て
、
国
家
の
要
求
す
る
こ
と
に
日
和
見
主
義
者
の
如
く
従
い
、
そ
れ
ゆ
え
連
帯
責
任
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
倫

理
的
悪
」（
同
）
と
、
他
方
に
お
い
て
国
家
の
要
求
を
拒
否
し
、「
野
心
我
性
よ
り
す
る
対
抗
の
罪
」（
同
）
と
い
う
可
能
的
な
悪
の
二
つ

で
す
。し
か
し
な
が
ら
、田
辺
は
国
家
の
欺
瞞
と
自
己
の
欺
瞞
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。田
辺
が
言
及
す
る
の
は
、

た
だ
懺
悔
道
的
転
換
は
道
徳
的
悪
が
取
り
う
る
在
り
方
に
つ
い
て
の
十
分
な
反
省
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
（TH

Z 9/257 

参
照
）。
田
辺
は
、
国
民
国
家
の
よ
う
な
全
く
の
相
対
的
な
も
の
を
絶
対
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
認
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

国
家
権
力
は
―
刑
罰
ま
た
は
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
と
い
う
条
件
の
下
で
―
人
に
何
を
す
べ
き
か
、
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
告
げ

る
も
の
だ
と
い
っ
て
私
た
ち
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
他
力
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
単
に
命
令
し
罰
す
る
絶
対
の

よ
う
に
見
え
る
も
の
は
国
家
権
力
と
い
う
モ
デ
ル
か
ら
作
ら
れ
た
偶
像
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
絶
対
他
力
と
有
害
な
国
家
権
力
と
の
違
い

は
は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

絶
対
他
力
を
赦
し
の
手
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
完
全
に
こ
の
危
険
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場
合
の

赦
し
と
い
う
の
は
、
赦
し
を
差
し
控
え
る
力
と
、
赦
し
を
与
え
る
力
―
こ
れ
は
自
分
自
身
を
超
え
て
い
ま
す
―
と
を
持
っ
て
い
る
相
対
的
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存
在
者
に
よ
る
赦
し
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
い
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
、
私
が
取
る
逆
か
ら
の
見
方
に
お
い
て
は
、
罪
を
犯
し
た
者
が
赦
さ
れ
、
解
放
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
も
う
一
方
の
側
の
人
に
、
つ
ま

り
害
さ
れ
た
人
、
罪
人
を
赦
す
こ
と
が
で
き
る
人
な
い
し
は
赦
し
を
差
し
控
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
罪
を

犯
し
て
懺
悔
す
る
者
が
も
う
一
方
の
赦
す
行
い
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
、
彼
の
罪
の
重
荷
は
お
そ
ら
く
は
降
ろ
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
他
人
が
赦
そ
う
と
赦
す
ま
い
と
、
他
人
の
赦
し
の
働
き
を
知
ろ
う
と
知
る
ま
い
と
、
懺
悔

す
る
人
は
非
人
格
的
な
他
力
に
懇
願
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、田
辺
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
接
近
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
は
他
力
を
人
格
化
す
る
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
に
お
い
て
他
力
は
神
の
赦
し
を

伝
え
る
聖
職
者
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
。

三
、
も
し
日
本
が
戦
争
に
負
け
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
田
辺
の
懺
悔
道
は
ど
の
程
度
違
っ
た
か
た
ち
で
展
開
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。も
し
日
本
が
勝
利
を
得
て
い
た
と
し
た
ら
、田
辺
は
メ
タ
ノ
イ
ア
へ
と
動
か
さ
れ
た
で
し
ょ

う
か
、
あ
る
い
は
学
生
た
ち
を
死
地
に
送
っ
た
こ
と
に
懺
悔
し
た
で
し
ょ
う
か
。
結
局
例
に
よ
っ
て
、
勝
者
は
そ
の
死
を
悼
む
の
と
同
程

度
に
自
ら
の
死
者
を
英
雄
と
し
て
褒
め
称
え
る
の
で
す
。
田
辺
は
「
兵
士
を
支
え
よ
う
」
と
い
う
感
情
に
満
足
し
た
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

た
と
え
田
辺
が
悪
だ
と
正
直
に
認
め
る
よ
う
に
な
る
主
義
主
張
へ
の
加
担
に
対
し
て
、
彼
が
本
当
に
嘘
偽
り
な
く
悔
恨
を
感
じ
、
懺
悔
し

て
い
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
田
辺
は
日
本
の
悪
行
の
個
々
の
も
の
を
精
査
す
る
以
前
に
、
早
々
に
も
懺
悔
の
哲
学
へ
と
移
行
し
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
実
際
、
田
辺
は
時
折
自
ら
の
運
命
を
嘆
く
犠
牲
者
の
位
置
に
自
ら
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
田
辺
は
自
ら
の

教
え
子
や
同
僚
と
は
異
な
り
、
日
本
の
戦
争
の
他
の
犠
牲
者
、
つ
ま
り
日
本
人
で
は
な
い
犠
牲
者
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
田
辺
は



一
二
七

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

こ
う
し
た
多
く
の
人
々
に
責
任
を
負
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
こ
の
点
で
、
田
辺
の
懺
悔
道
は
、
懺
悔
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

と
彼
が
感
じ
て
い
る
害
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
ま
ま
で
す
。
無
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
成
り
行
き
に
対
し
て
哲
学
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
責

任
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
い
は
、
哲
学
し
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
試
み
そ
の
も
の
を
危
う
く
す
る
事
柄
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
重
要
な
問
い
で
は
あ
り
ま
す
が
、
赦
し
の
経
験
は
、
田
辺
を
深
く
動
か
し
た
「
他
力
」
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ

れ
を
顕
に
す
る
の
に
資
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

注田
辺
元
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
略
号
、
巻
数
、
頁
数
を
も
っ
て
示
す
。
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な
お
、
本
文
中
の
亀
甲
括
弧
〔　

〕
は
訳
者
の
補
足
で
あ
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、PM

 95, PM
 107 

参
照
。

（
2
） 

ウ
ェ
イ
ン 

ヨ
コ
ヤ
マ
（W

ayne Yokoyam
a

）
が
私
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
田
辺
は
親
鸞
が
頻
繁
に
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
も

暗
に
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
浄
土
真
宗

の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
は
阿
弥
陀
仏
が
「
不
思
議
光
」
で
あ
る
と
そ
れ
と

な
く
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
阿
弥
陀
経
』
あ
る
い
は
『
無
量
寿
経
』

に
お
い
て
親
鸞
に
与
え
ら
れ
た
名
号
で
す
。

（
3
） 

ハ
イ
ジ
ッ
ク
の
鋭
い
批
判
（M

uch A
do A

bout N
othingness: 

Essays on N
ishida and Tanabe.  N

agoya: N
anzan Institute of 

religion and C
ulture 2015, 

特
にp.252

）
に
よ
れ
ば
、
田
辺
は
個

人
的
な
罪
の
意
識
か
ら
人
間
の
有
限
性
一
般
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
そ

れ
は
抽
象
へ
の
退
却
だ
と
さ
れ
ま
す
。
田
辺
が
し
ば
し
ば
極
度
の
抽
象

的
公
式
化
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ま
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は

こ
の
移
行
に
よ
っ
て
田
辺
の
懺
悔
道
は
厳
密
に
個
人
的
な
告
白
よ
り
も

哲
学
的
議
論
に
沿
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
私
は
提
起
し
た
い
の
で

す
。
し
か
し
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
が
「
国
家
主
義
的
結
末
に
対
し
て
自
分
自



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

一
二
八

身
の
哲
学
を
誤
っ
て
用
い
た
こ
と
に
対
す
る
〔
田
辺
〕
自
身
の
後
悔
」

に
触
れ
て
い
る
の
は
適
切
だ
と
思
い
ま
す
。

（
4
） rem

orse
は
、
の
語
源
的
に
は
「
良
心
の
か
み
傷
」
を
表
し
て

い
ま
す
。m

ordere
は
「
か
む
こ
と
」
で
あ
り
、re-

は
「
繰
り
返
し
」

か
む
こ
と
で
す
。

（
5
） N

obuo K
azashi

（
嘉
指
信
雄
） “M

etanoetics for the D
ead 

and the Living: Tanabe H
ajim

e, K
araki Junz ō, and M

oritaki 
Ichir ō on the N

uclear A
ge,” in M

ichiko Y
usa, ed., The 

Bloom
sbury Research handbook of C

ontem
porary Japanese 

Philosophy.

（London: B
loom

sbury, 2017

）, 114-15

。 

唐
木
順

三
『「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
に
つ
い
て
の
覚
え
書
』（
ち
く
ま
学
芸

文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
九
八
―
九
九
頁
）
参
照
。

（
6
） 

ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
が
声
高
に
叫
ぶ
有
名
な
主
張
に

あ
る
よ
う
に
、「
私
た
ち
は
自
由
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
」
の
で
す
。

（
7
） 

ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
マ
ラ
ル
ド
「
懺
悔
道
と
理
性
の
危
機
」（
秋
富
克

哉
訳
）、『
現
代
思
想
』
二
一
―
〇
一
、一
九
九
三
年
、青
土
社
、九
六
頁
。

（
8
） PM

 93, 101, 103, 107-108, 200, 274

お
よ
びTH

Z 30, 40

参
照
。

（
9
） 

田
辺
は
「
相
対
は
絶
対
に
対
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を

用
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
相
互
に
独
立
し
た
「
一
つ
の
相
対
が
他
の
相
対

に
対
す
る
」
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
こ
と
だ
と
田
辺
は
は
っ
き
り
説

明
し
て
い
ま
す
。
絶
対
は
「
一
つ
の
相
対
と
そ
の
他
の
相
対
と
を
媒
介

す
る
」（PM

93

）
も
の
な
の
で
す
。
絶
対
は
「
一
つ
の
も
の
」
に
対

す
る
「
も
う
一
方
の
も
の
」
の
よ
う
に
相
対
の
傍
に
置
か
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
絶
対
が
そ
の
よ
う
な
相
対

と
の
対
立
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、絶
対
は
必
然
的
に
他
の
相
対
に
な
る
」

（PM
 366

）
の
で
す
。

（
10
） 

末
木
文
美
士
は
田
辺
の
親
鸞
解
釈
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
ま

す
（
末
木
文
美
士
「
田
辺
元
の
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
け

る
親
鸞
解
釈
」、『
中
世
文
化
と
浄
土
真
宗
』
今
井
雅
晴
先
生
古
稀
記

念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
六-

二
七
四
頁
。末
木
文
美
士「
田
辺
元『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』を
め
ぐ
っ

て
」、『
奥
田
聖
應
先
生
頌
寿
記
念
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
集
』、
佼
成
出

版
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
〇
七
七
―
一
〇
八
七
頁
）。
し
か
し
、
近
代

に
お
い
て
は
、
近
角
常
観
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
一
年
）
が
、
お
そ
ら

く
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
影
響
を
受
け
て
、
浄
土
真
宗
を
懺
悔
の
宗
教

と
し
て
練
り
直
し
、『
懺
悔
録
』（
一
九
〇
五
年
）
に
お
い
て
こ
の
テ
ー

マ
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
一
章
で
、『
涅
槃
経
』
に
お
け

る
阿
闍
世
王
の
懺
悔
の
過
程
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

浄
土
の
哲
学
者
、
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
―
一
九
〇
三
年
）
は
、
病
か



一
二
九

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

ら
回
復
す
る
最
中
の
一
八
九
五
年
に
書
い
た
思
索
を
『
在
床
懺
悔
録
』

と
名
付
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
九
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
文
献
に
関
す
る
示
唆
は
、
ウ
ェ
イ
ン
・
ヨ
コ
ヤ
マ
に
よ
る
も
の

で
す
。

（
11
） 

パ
ウ
ロ
の
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
に
お
け
る
「
信
仰
と
は
、

望
ん
で
い
る
事
柄
を
確
信
し
、見
え
な
い
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
で
す
」

（
一
一
：
一
、
新
共
同
訳
）
と
い
う
一
節
と
比
較
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
12
） 「
こ
の
他
力
恩
寵
に
随
順
し
て
自
己
を
放
棄
し
自
己
に
死
す
る
実

存
の
み
、真
に
実
存
と
し
て
自
由
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
」

（TH
Z 9/ 20, PM

75

）。

（
13
） 

嘉
指
信
雄
は
、
後
期
の
死
の
哲
学
と
科
学
者
の
社
会
的
責
任
と

い
う
文
脈
で
田
辺
の
懺
悔
道
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
ま
す
（
上
掲
書
、

一
〇
五
―
一
三
一
頁
、
と
り
わ
け 

一
一
三
―
一
一
四
頁
参
照
）。

（
14
） 

一
九
一
七
年
に
書
か
れ
た
「
道
徳
的
自
由
」
と
い
う
論
文
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
我
等
が
或
行
為
を
自
己
の
行

為
と
し
て
責
任
を
我
に
帰
与
す
る
時
に
、
又
義
務
の
声
に
背
き
て
感
性

的
動
機
に
身
を
任
せ
た
る
こ
と
を
慚
愧
後
悔
し
て
、
斯
く
す
べ
き
に
あ

ら
ざ
り
し
こ
と
を
思
ふ
瞬
間
に
、
誰
か
其
等
の
行
為
が
自
己
の
内
面
に

源
を
発
す
る
も
の
に
し
て
、
自
己
は
他
の
行
為
を
も
為
し
得
べ
き
に
拘

ら
ず
、
自
ら
自
由
に
該
行
為
の
実
行
者
た
る
も
の
な
り
と
の
意
識
を
有

せ
ざ
る
も
の
が
あ
ら
う
か
」（TH

Z 1/121

）。

（
15
） 

ヤ
ス
パ
ー
ス
『
罪
の
問
い
』　D

ie Schuldfrage: Von der 
politischen H

aftung D
eutschlands (1946)

。

（
16
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
記
事
を
参
照
。 Sm

iley, M
arion, 

“C
ollective R

esponsibility”, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Sum

m
er 2017 Edition), Edw

ard N
. Zalta (ed.), 

U
R

L = <https://plato.stanford.edu/archives/sum
2017/entries/

collective-responsibility/>.

（
17
） 

エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
に
ま
つ
わ
る
話
と
引
用
の
出
典
は
二
つ
の

ラ
ジ
オ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
に
な
り
ま
す
。
一
つ
は
、
二
〇
一
五

年

にW
ISU

-FM
 (https://soundcloud.com

/w
isu-fm

/eva-kor-
interview

)

に
お
い
て
録
音
さ
れ
、
も
う
一
つ
は
二
〇
一
八
年
三
月

二
十
九
日
にW

FY
I (https://w

w
w

.w
fyi.org/program

s/no-lim
its/

radio/Eva-D
ocum

entary-Film
)

に
お
い
て
録
音
さ
れ
ま
し
た
。

（
18
） 

西
谷
啓
治
「
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
」（
一
九
五
一
年
）、『
西
谷

啓
治
著
作
集
』
第
九
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
二
五
一
頁
。

（
19
） 「
悪
を
赦
す
愛
、
あ
る
い
は
人
を
罪
か
ら
救
う
慈
悲
」（PM

 
238

）
と
い
う
言
及
が
あ
り
ま
す
。

（
20
） 
い
く
つ
か
の
文
章
で
、
田
辺
は
懺
悔
の
行
信
を
「
道
徳
の
規

範
的
当
為
」（TH

Z 9/105

）
と
区
別
し
て
い
ま
す
（PM

170, 200, 



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

一
三
〇

296
）。

（
21
） 
赦
し
と
い
う
考
え
の
重
要
な
点
は
、
赦
し
が
与
え
る
能
力
が
自

ら
を
過
去
か
ら
引
き
離
す
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
と
コ
ー
ル
は
書
い
て

い
ま
す
（Eva M

ozes K
or, m

it G
uido Eckhart, D

ie M
acht des 

Vergebens, Salzburg: B
envento Publishing, 2016, S. 126

）。﹇
訳

注
﹈
な
お
、
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（
22
） 

し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
は
コ
ー
ル
の
赦
し

の
別
の
側
面
を
示
唆
し
つ
つ
、「
自
由
と
積
極
的
行
為
﹇
に
対
す
る
﹈

無
私
の
関
わ
り
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
し
た
（Terre H

aute 
Tribune Star, 7

M
ay 2018

）。

（
23
） 

例
え
ば
、TH

Z 9/24 

な
ど
。

（
24
） K

or, 

上
掲
書
、 S. 116, 132

参
照
。

（
25
） 

こ
こ
で
コ
ー
ル
は
、
赦
し
に
つ
い
て
の
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

の
説
明
の
曖
昧
な
部
分
を
解
決
し
て
い
ま
す
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
説
明

に
お
い
て
は
、「
な
さ
れ
た
こ
と

0

0

は
そ
れ
を
な
し
た
者0

の
た
め
に
（for 

the sake of

）
赦
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、「
赦
す

こ
と
は 

… 

単
に
再
び
–
行
う
（re-act

反
応
す
る
）
こ
と
で
は
な
く
、

新
た
に
思
い
も
よ
ら
な
い
か
た
ち
で
行
う
よ
う
な
唯
一
の
反
応
（
再
行

為
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
赦
す
こ
と
を
引
き
起
こ
す
行
い
に
よ
っ
て
は
条

件
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
帰
結
か
ら
許
す
者
と
許
さ

0

0

0

0

0

0

れ
る
者
両
方
を

0

0

0

0

0

0

自
由
に
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ

ス
に
範
を
仰
ぐ
赦
し
を
政
治
的
な
力
と
述
べ
て
い
る
点
で
、
ア
ー
レ

ン
ト
は
コ
ー
ル
を
予
示
し
て
い
る
の
で
す
。
赦
す
こ
と
の
で
き
な
い

「
根
源
悪
」、
つ
ま
り
「
私
た
ち
が
罰
す
る
こ
と
も
赦
す
こ
と
も
で
き
な

い
罪
」
を
認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
コ
ー
ル
と
は

異
な
っ
て
い
ま
す
（A

rendt, The H
um

an C
ondition, N

ew
 York: 

D
oubleday A

nchor B
ooks, 1958, pp. 216-217

）。

（
26
） 

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
赦
し
は
人
間
の
複
数
性
の
品
質
証
明
で
あ
り
、

そ
れ
は
私
た
ち
と
私
た
ち
の
他
者
へ
の
依
存
の
間
の
空
間
に
よ
っ
て
の

み
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。「
自
分
自
身
の
う
ち
に
閉
じ
こ

も
っ
て
い
て
は
、
私
た
ち
は
決
し
て
自
分
た
ち
自
身
の
い
か
な
る
失
敗

や
逸
脱
を
も
赦
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人

の
た
め
に
（for the sake of

）
赦
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
そ
の
人

に
つ
い
て
の
経
験
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（A

rendt, 

上
掲
書,  

pp. 218-219

参
照
）。

（
27
） 

西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
略
号
、
巻
数
、
頁

数
を
も
っ
て
示
す
こ
と
に
し
ま
す
。N

K
Z: 『

西
田
幾
多
郎
全
集
』
全

十
九
巻
、
岩
波
書
店
、 

一
九
七
八
―
一
九
八
〇
年
。
西
田
の
「
逆
対

応
」
は
明
ら
か
に
非
対
称
的
関
係
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、John 

C
. M

araldo, Japanese Philosophy in the M
aking 1: C

rossing 



一
三
一

懺
悔
道
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
責
任
の
問
い
〔
マ
ラ
ル
ド
〕

Paths w
ith N

ishida, N
agoya: C

hisokudō, 2017, p.372, p.408
参
照
。

（
28
） 

田
辺
の
往
相
と
還
相
の
使
い
方
が
親
鸞
の
使
い
方
と
著
し
く
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
の
指
摘

に
よ
れ
ば
、
田
辺
は
絶
対
へ
の
自
力
的
な
動
き
を
意
味
す
る
た
め
に
往

相
を
用
い
、
他
力
の
相
互
的
な
動
き
を
意
味
す
る
た
め
に
還
相
を
用
い

て
い
る
と
さ
れ
ま
す
（H

EISIG
 2015　

上
掲
書
、p. 256

参
照
）。

そ
れ
ゆ
え
田
辺
の
解
釈
は
、
浄
土
に
達
す
る
た
め
の
功
徳
の
伝
達
（
回

向
）
と
い
う
考
え
に
お
い
て
他
力
の
側
面
に
言
及
す
る
親
鸞
の
こ
の
二

つ
の
言
葉
の
使
い
方
と
は
実
質
的
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。

（
29
） 

こ
の
引
用
は
ハ
イ
ジ
ッ
ク
の
以
下
の
論
文
に
基
づ
き
ま
す
。 

Jam
es W

. H
eisig “The ‘Self that is N

ot a Self’: Tanabe’s 
D

ialectics of Self-Aw
areness, ” in The Religious Philosophy 

of Tanabe H
ajim

e, eds. Taitetsu U
nno &

 Jam
es W

. H
eisig 

(B
erkeley: A

sian H
um

anities Press, 1990), p.284.

（
30
） 

お
そ
ら
く
告
白
に
関
す
る
田
辺
の
全
て
の
発
言
は
、
責
任
と

悔
恨
の
記
述
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
あ
る
種
の
行
為
遂
行
的
発
話

（perform
ative utterance

）
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
発
言
は
解
放
を ̶

̶
̶

 

自
分
自
身
か
ら
の
解
放
と
、
こ
の
告
白
が

聞
か
れ
る
際
に
他
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
解
放
と
を ̶

̶
̶

 

実

行
す
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
が
田
辺
の
告
白
つ
ま
り

懺
悔
を
「
行
為
遂
行
的
発
話
」
と
呼
ぶ
と
き
、
私
た
ち
が
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
告
白
は
あ
る
種
逆
の
言
語
行
為
（reverse 
speech act

）
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
話
は
他
者
が
行
為
を
遂
行

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
た
っ
た
一
度

だ
け
言
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
他
力
に
人
の
再
生
を
可
能
に
す
る
よ
う

な
念
仏
と
い
う
親
鸞
の
行
為
遂
行
的
発
話
に
似
て
い
る
で
し
ょ
う
。
田

辺
と
し
て
は
、
秘
密
裏
に
告
白
し
た
の
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
か
た
ち

で
、
世
界
全
体
に
向
け
ら
れ
た
あ
る
種
の
逆
の
言
語
行
為
に
お
い
て
、

あ
た
か
も
世
界
の
赦
し
を
求
め
る
か
の
よ
う
に
、
告
白
し
た
の
で
す
。

他
方
に
お
い
て
、
赦
す
と
い
う
エ
ヴ
ァ
・
コ
ー
ル
の
行
い
が
行
為
遂
行

的
発
話
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
注
意
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
彼

女
の
ミ
ュ
ン
ヒ
博
士
へ
の
赦
し
の
手
紙
と
、
世
界
に
向
け
ら
れ
た
彼
女

の
文
書
と
は
、
単
に
彼
女
の
赦
し
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

同
時
に
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
赦
す
と
い

う
行
い
の
全
て
が
行
為
遂
行
的
発
話
で
あ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全

く
発
話
す
る
こ
と
な
く
心
の
中
で
赦
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
す
。


