
フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性

一

一
　
問
題 

│ 
フ
ク
シ
マ
以
降

人
類
の
思
想
的
営
み
は
、
歴
史
的
出
来
事
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
一
線
を
画
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
、

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
ま
た
ヒ
ロ
シ
マ
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原

発
事
故
は
、
同
様
の
意
味
で
記
憶
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、「
フ
ク
シ
マ
以
降
」
と
い
う
問
い
を
立
て
る
理

由
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
フ
ク
シ
マ
以
降
」
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
い
か
な
る
も
の
と
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
そ
の
内
実

を
明
示
で
き
る
段
階
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
確
定
的
な
こ
と
を
論
じ
る
だ
け
の
機
は
熟
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
八
年
あ
ま
り
が
す
で
に

経
過
し
た
現
在
、「
フ
ク
シ
マ
以
降
」
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
動
向
を
整
理
し
、
そ
の
課
題
を
展
望
す
る
に
は
十
分
と
言
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
考
察
を
行
い
、「
フ
ク
シ
マ
以
降
」
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性
を
論
じ
る
こ
と
、
こ
れ
が

本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

以
下
、
次
の
順
序
で
議
論
が
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
動
向
を
概
観

フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性
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二

し
、
次
に
そ
こ
か
ら
、
聖
書
を
い
か
に
読
む
の
か
、
ま
た
こ
の
歴
史
的
出
来
事
を
い
か
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
し
て
捉
え
る
の
か
、
と

い
う
二
つ
の
問
い
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
う
。
そ
し
て
今
後
の
思
想
的
課
題
に
つ
い
て
若
干
の
指
摘
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
を
む
す
び
た
い
。

二
　
フ
ク
シ
マ
以
降
の
動
向
の
概
観

3
・
11
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
動
向
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
確
認
す
べ
き
は
次
の
点
で
あ（

2
）

る
。
つ
ま
り
、
大
震
災

と
原
発
事
故
と
い
う
大
災
害
の
中
で
問
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
現
実
に
直
面
し
て
、
聖
書
を
い
か
に
読
む
の
か
、
あ
る
い
は
読
む
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
今
は
、
永
遠
不
変
の
指
針
を
求
め
よ
う
と
す
る
従
来
の
型
ど
お
り
の
聖
書
の
読
み
方
や
、
あ
る
程
度
の
経
済
的
・
時
間
的
余

裕
を
前
提
と
す
る
教
会
生
活
で
は
対
応
で
き
な
い
時
代
で
す
。
む
し
ろ
、
あ
り
き
た
り
の
教
会
的
読
み
方
や
分
析
的
読
み
方
の
枠

を
取
り
外
し
、
放
射
能
汚
染
を
視
野
に
入
れ
、
時
代
の
空
気
を
吸
い
な
が
ら
聖
書
の
言
葉
を
大
胆
に
読
み
な
お
す
こ
と
が
必
要
で

す
。
…
…
聖
書
か
ら
絶
対
的
な
答
え
や
神
義
論
を
単
純
に
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
状
況
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
問
い
と
し
て

聖
書
を
読
ん
で
く
だ
さ（

3
）

い
」

聖
書
を
い
か
に
読
む
の
か
と
い
う
問
い
は
、
フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
広
く
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
聖
書
を
読
む
と
い
う
課
題
は
、「
3
・
11
以
後
の
日
本
社
会
と
国
家
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
『
贖
罪
論
』
的
か
か
わ
り
へ
の

批
判
、
不
条
理
な
死
の
不
可
避
性
の
只
中
に
も
生
か
さ
れ
て
在
る
『
い
の
ち
』
へ
の
希
望
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
『
創
造
論
』
的

脱
構（

4
）

築
」
と
い
っ
た
広
範
な
問
題
へ
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
聖
書
に
聴
く
と
い
う
態
度
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
繰
り
返
し
現
れ
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る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
大
災
害
を
前
に
し
ば
し
ば
言
葉
を
失
い
つ
つ
も
、
聖
書
に
向
い
あ
い
、
聖
書
か
ら
出
発
し
て
前
に
進
む

こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
者
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
基
本
姿
勢
と
言
う
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
福
嶋
裕
子
ほ
か
編
『
3
・
11
以

降
の
世
界
と
聖
書 

│ 

言
葉
の
回
復
を
め
ぐ
っ
て
』
で
は
、「
記
憶
と
証
言
」
と
い
う
明
確
な
方
法
論
的
意
識
化
に
よ
っ
て
、「
3
・

11
」
の
状
況
へ
の
関
わ
り
を
確
保
し
つ
つ 

│ 

第
1
章
に
、
井
形
英
絵
、
片
岡
輝
美
、
川
上
直
哉
と
い
う
被
災
地
で
活
動
し
続
け
て
き

た
証
人
た
ち
の
証
言
を
収
録 

│ 

、「
将
来
へ
の
明
る
い
見
通
し
が
つ
き
に
く
い
時
代
、
教
会
を
含
め
、
震
災
前
の
状
況
へ
の
復
帰
を

図
る
こ
と
さ
え
困
難
な
世
界
の
な
か
で
、
聖
書
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
」（
三
頁
）
へ
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て

い
る
。「
言
葉
の
回
復
」
を
め
ざ
す
聖
書
解
釈
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
第
1
章
（
左
近
豊
）
に
お
い
て
、「
テ
ク
ス
ト
の
完
結
性
」
を

前
提
と
し
、
そ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
「
意
味
」
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
従
来
の
聖
書
解
釈
か
ら
、「
現
代
の
読
者
も
『
読
解
』
を
通

し
て
テ
ク
ス
ト
生
成
行
為
に
参
与
し
う
る
も
の
と
考
え
る
」
聖
書
解
釈
へ
の
展
開
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
聖
書
学
研

究
と
証
言
文
学
」
を
組
み
合
わ
せ
た
、「
聖
書
の
『
証
言
性
』
に
注
目
す
る
神
学
」
の
試
み
と
言
え
る
。

フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
、
次
に
指
摘
す
べ
き
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
息
の
長
い
持
続

的
な
問
題
と
の
関
わ
り
で
あ
る
点
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
と
大
津
波
は
、
平
成
最
大
の
日
本
に
お
け
る
自
然
災
害
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
日
本
列
島
に
生
き
て
き
た
人
間
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
に
匹
敵
す
る
数
知
れ
な
い
災
害
を
経
験
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
大
震
災
は

福
島
原
発
事
故
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
未
曾
有
の
災
害
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
福
島
原
発
事
故
に
お
け
る
核
災
害
の
収
束
と

原
子
炉
廃
棄
作
業
と
は
、
そ
の
終
わ
り
を
ま
っ
た
く
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問

題
と
の
取
り
組
み
は
、
こ
れ
ま
で
の
い
か
な
る
思
想
的
営
み
を
も
遙
か
に
超
え
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点

に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
（
関
西
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
活
動
セ
ン
タ
ー
）
に
お
け
る
企
画
（
一

泊
二
日
の
集
会
）
で
あ
り
、
現
在
ま
で
持
続
的
に
行
わ
れ
て
い（

5
）

る
。
そ
こ
で
は
、
原
発
に
つ
い
て
そ
の
専
門
領
域
に
お
い
て
取
り
組
ん

で
き
た
二
人
の
講
師
を
迎
え
て
、
二
日
に
わ
た
っ
て
、
発
題
講
演
と
質
疑
応
答
、
グ
ル
ー
プ
・
総
合
討
論
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
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成
果
は
、
日
本
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
編
、
北
澤
宏
一
、
栗
林
輝
夫
『
原
子
力
発
電
の
根
本
問
題
と
我
々
の
選
択

│ 

バ
ベ
ル

の
塔
を
あ
と
に
し
て
』（
新
教
出
版
社
）
と
日
本
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
編
、
姜
尚
中
、
上
山
修
平
『
原
子
力
発
電
と
日
本
社

会
の
岐
路
』（
新
教
出
版
社
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
七
日
か
ら
八
日
の
集
会
の
記
録
で
あ

り
、
北
澤
宏
一
「
原
発
と
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー 

│ 

科
学
・
技
術
の
視
点
か
ら
」
と
栗
林
輝
夫
「
キ
リ
ス
ト
教
は
原
発
を
ど
う
考
え
る
か

│ 

神
学
の
視
点
か
ら
」
の
二
つ
の
発
題
講
演
、
そ
し
て
充
実
し
た
「
は
な
し
あ
い
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
問
わ
れ
た
の
は
、
脱
原

発
を
ど
の
よ
う
に
展
望
す
る
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
に
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
一
二
日
か
ら
一
三
日
の
集
会
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
発
題
講
演
は
、
姜
尚
中
「
混
成
型
共
生
社
会
の
可
能
性
」
と
上
山
修
平
「
今
、
聖
書
か
ら
問
う 

│ 

核
利
用
の
根
に
あ
る

も
の
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
脱
原
発
の
可
能
性
と
そ
れ
に
対
す
る
市
民
と
キ
リ
ス
ト
者
の
役
割
が
問
わ
れ
た
。「
3
・
11
」
の
問
題
を

継
続
的
に
深
め
て
ゆ
く
た
め
の
貴
重
な
記
録
と
言
え
る
。

聖
書
と
の
関
連
で
3
・
11
を
批
判
的
に
問
う
営
み
が
3
・
11
か
ら
あ
ま
り
時
間
を
お
く
こ
と
な
く
開
始
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
原
発

に
関
わ
る
議
論
は
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
が
聖
書
学
的
取
り
組
み
よ
り
も
遅
れ
た
だ
け
で
な
く
、
現
時
点
で
も
本
格
的
な
議
論
と
言
え
る
も

の
は
多
く
な
い
。
特
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学 

（
組
織
神
学
や
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
） 

に
お
け
る
取
り
組
み
は
、
栗
林
輝
夫
を
例
外
と
し（

6
）

て
、

わ
ず
か
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
お
け
る
原
発
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
、
欧
米
と
比
べ
て
も
あ

ま
り
立
ち
後
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り 

│ 

欧
米
で
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
以
来
、
原
子
力
に
対
す
る
神
学
の
批
判
的
な
取
り

組
み
は
一
定
の
蓄
積
を
有
し
て
い（

7
）

る 

│ 

、
科
学
・
技
術
に
つ
い
て
は
神
学
の
周
辺
的
問
題
と
し
て
わ
ず
か
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
に
過

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
原
子
力
を
神
学
的
に
論
じ
る
基
礎
は
未
だ
整
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
お
け
る
原
発
問
題
に
対
す
る
立
ち
後
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
社
会
の
問
題
の
ほ
か
に
、
近
代
以

降
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
「
自
然
」
忘
却
の
歴
史
、
神
学
思
想
の
自
然
科
学
か
ら
の
撤
退 

│ 

も
ち
ろ
ん
、
例
外
は
存
在
す
る

が 

│ 

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ（

7
）

う
。「
自
然
」
へ
の
関
心
の
希
薄
化
が
、
近
現
代
の
科
学
技
術
に
対
す
る
噛
み
合
わ
な
い



フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性

五

批
判
、
的
確
な
対
論
の
不
在
、
積
極
的
な
言
葉
の
喪
失
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
神
学
が
こ
の
点
に
お
い

て
言
葉
を
取
り
戻
す
に
は
、
神
学
の
基
礎
か
ら
の
再
出
発
が
必
要
で
あ
り
、
一
定
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
本
格
的
な
「
原
子
力
の
神
学
」
を
構
築
す
る
に
は
、
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
次
の
二
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。

一
、
原
子
力
に
つ
い
て
の
科
学
的
技
術
的
な
理
解
、
二
、
こ
れ
ま
で
の
原
子
力
政
策
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
知
識
。
福
島
原
発
事

故
か
ら
本
格
的
な
神
学
的
議
論
が
展
開
さ
れ
る
ま
で
に
か
な
り
の
時
間
を
要
し
た
原
因
は
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
理
解
や
知
識
が
あ
ま

り
に
不
足
し
て
い
た
こ
と
に
そ
の
一
因
が
あ
る
と
思
わ
れ（

8
）

る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
『
今
こ
そ

原
発
の
廃
止
を
』
編
纂
委
員
会
『
今
こ
そ
原
発
の
廃
止
を 

│ 

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
問
い
か
け
』
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
原
発
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
成
果
と
し
て
評
価
で
き
る
。「
第
1
部

　
核
開
発
か
ら
福
島
原
発
事
故 

│ 

歴
史
的
・
社
会
的
問

題
」
で
は
、
原
子
力
政
策
の
歴
史
が
辿
ら
れ
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
問
題
（
原
発
災
害
の
社
会
・
心
理
的
被
害
、
原
発
の
構
造
的
非

人
道
性
）
が
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
第
2
部
　
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
原
子
力
発
電
の
科
学
技
術
的
性
格
」
で
は
、
原
子
力
発

電
、
放
射
線
の
基
本
的
な
説
明
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の
諸
問
題
（
過
酷
事
故
、
核
の
廃
棄
物
処
理
、
発
電
コ
ス
ト
な
ど
）
が
論
じ
ら

れ
、
そ
の
上
で
、
福
島
第
一
原
発
事
故
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
第
1
部
と
第
2
部
は
、
先
に
挙
げ
た
「
原
子
力
の

神
学
」
の
前
提
と
な
る
条
件
の
「
二
」
と
「
一
」
に
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
第
3
部

　
脱
原
発
の
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
」
で
は
、

「
原
子
力
の
神
学
」
に
向
け
た
試
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
脱
原
発
に
向
け
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
構
築
に
関
連

し
た
次
の
よ
う
な
論
点
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
の
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
を
念
頭（

9
）

に
、
原
子
力

問
題
（
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
原
発
）
を
環
境
倫
理
の
問
題
と
関
連
付
け
た
上
で
、
聖
書
の
環
境
倫
理
の
基
礎
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お

け
る
自
然
や
科
学
に
関
わ
る
思
索
、
現
代
の
環
境
倫
理
の
諸
理
論
が
概
観
さ
れ
、
環
境
正
義
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
回
心
、
公
共
的
な
対

話
と
い
っ
た
論
点
か
ら
、『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
の
総
合
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
核
の
問
題
と
の
関
係
づ
け
が
試
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
会
や
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
お
け
る
取
り
組
み
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
可
能
性
に
つ
い
て
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も
一
定
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
1
部
と
第
2
部
の
議
論
の
密
度
と
比
較
し
て
、
第
3
部
は
、
ま
だ
論
点
を
集

め
た
段
階
で
あ
り
、
脱
原
発
に
向
け
た
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
構
築
は
将
来
的
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
第
3
部
が
こ
の
段
階
に

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
環
境
神
学
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
も

の
で
は
あ
っ
て
も
、
脱
原
発
を
テ
ー
マ
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
脱
原
発
と
い
う
議
論
が
政
治
や
経
済
の
変
革
を
射

程
に
入
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が 

│
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
自
体
は
政
治
経
済
の
議
論
に
踏
み
込
ん
で
い
る 

│ 

、
指

摘
で
き
る
。
今
後
の
「
原
子
力
の
神
学
」
は
、
以
上
の
議
論
を
神
学
的
思
索
と
し
て
さ
ら
に
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

三
　
フ
ク
シ
マ
以
降
、
聖
書
を
い
か
に
読
む
か

3
・
11
の
危
機
に
直
面
し
つ
つ
、「
聖
書
を
問
い
つ
つ
、
同
時
に
聖
書
か
ら
問
わ
れ
る
」（
関
連
文
献
16
、
一
二
頁
）
と
い
う
仕
方

で
、「
言
葉
を
回
復
す
る
試
み
」
が
フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
共
通
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。
参
照
す
る
の
は
、
関
連
文
献
16
（
福
嶋
裕
子
ほ
か
編
『
3
・

11
以
降
の
世
界
と
聖
書 

│ 

言
葉
の
回
復
を
め
ぐ
っ
て
』）
に
所
収
の
左
近
豊
の
二
つ
の
論
考
で
あ
る
。

ま
ず
、
左
近
豊
「
第
1
章

　
記
憶
と
証
言
」
で
あ
る
が
、
こ
の
章
は
論
集
全
体
の
い
わ
ば
序
論
的
な
位
置
づ
け
に
な
っ
て
お
り
、
左

近
は
、「
3
・
11
以
後
の
ひ
と
つ
の
言
説
（
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
）
と
し
て
の
聖
書
学
を
構
想
す
る
」（
同
書
、
一
一
頁
。
以
下
頁
数
の
み
記

載
）。
そ
の
た
め
に
参
照
さ
れ
る
の
は
、
現
代
聖
書
学
に
お
け
る
「
聖
書
の
『
証
言
性
』
に
注
目
す
る
神
学
」
で
あ
り 

│ 

新
約
聖
書

学
で
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ボ
ウ
カ
ム
、
旧
約
聖
書
学
で
は
Ｔ
・
リ
ナ
フ
ェ
ル
ト
、
Ｗ
・
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
ら 

│ 

、
そ
の
背
景
に
は
現
代
思

想
に
お
け
る
証
言
論
（
た
と
え
ば
、
Ｐ
・
リ
ク
ー
ル
）
が
存
在
し
て
い（

10
）

る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
歴
史
批
判
的
方
法
に
よ
っ
て
「
テ
ク

ス
ト
の
背
後
に
あ
る
世
界
」
を
通
時
的
に
再
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、「
テ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
る
世
界
」
を
共
時
的
に
把
握
す
る
と
い

う
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
証
言
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
試
み
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
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七

は
、「
再
構
築
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
に
於
い
て
で
は
な
く
、
聖
書
で
語
ら
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
証
言
を
通
し
て
の
み
、
我
々
は

神
を
知
る
」（
一
五
）
と
述
べ
て
い
る
。

3
・
11
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
考
え
る
上
で
と
く
に
重
要
な
の
は
、
聖
書
に
見
ら
れ
る
証
言
と
対
抗
証
言
と
の
対
照
で
あ
る
。

「
旧
約
聖
書
に
は
、
神
の
現
臨
、
栄
光
、
勝
利
、
支
配
、
摂
理
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
よ
う
な
イ
ス
ラ
エ
ル
の
証
言
＝
『
核
と

な
る
証
言 

（C
ore-Testim

ony

）』」
と
神
の
不
在
、
陰
影
、
曖
昧
さ
、
暴
力
、
不
条
理
を
苦
悩
の
う
ち
に
吐
露
す
る
証
言
＝
『
対

抗
す
る
証
言 

（C
ounter-Testim

ony

）』
を
併
せ
持
っ
て
い
る
」、「
そ
れ
ら
の
証
言
が
拮
抗
し
、
ど
れ
が
優
勢
と
い
う
こ
と
も
な

く
、
互
い
に
緊
張
感
を
保
っ
て
両
立
、
並
存
し
て
お
り
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
証
言
は
な
く
、
多
声
的
で
多
義
的
な
神
学
が
同
等

に
検
証
と
論
争
を
繰
り
広
げ
る
場
が
旧
約
聖
書
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。」（
一
五
）

こ
の
二
つ
の
証
言
群
は
、「
弁
護
側
と
検
察
側
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
証
人
（A

dvocate

）
を
立
て
て
陪
審
員
を
前
に
諸
証
言
を

開
陳
し
て
い
く
中
で
、
神
に
つ
い
て
の
真
理
が
開
示
さ
れ
て
ゆ
く
」
と
い
う
よ
う
に
「
法
廷
の
隠
喩
」
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
特
徴
は
、
結
審
を
迎
え
る
こ
と
を
本
質
的
に
拒
む
「
未
決
性
（un-finalizability

）」
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
聖
書
読
解
に

お
い
て
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
と
現
代
の
読
者
の
双
方
が
「
他
者
性
」
を
失
わ
な
い
仕
方
で
、
し
か
も
対
話
的
な
関
係
に
は
い
る
こ
と
が

目
指
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
、「
現
代
と
聖
書
の
対
話
を
聞
き
取
る
務
め
の
基
盤
が
方
法
論
的
に
捉
え
ら
れ
る
」（
一
八
）。
3
・
11
以

後
に
発
せ
ら
れ
て
き
た
数
多
く
の
終
わ
り
な
き
「
証
言
」
が
聖
書
テ
キ
ス
ト
と
の
対
話
的
関
わ
り
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
、
フ
ク
シ
マ

以
降
に
聖
書
を
読
む
と
い
う
課
題
は
、
一
つ
の
回
答
を
見
出
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
以
上
の
方
法
論
を
具
体
的
に
展
開
し
た
実
例
と
し
て
、
左
近
豊
「
第
3
章

　
混
沌
の
記
憶
と
言
葉
の
回
復 

│ 

危
機
を
生
き

抜
く
信
仰
者
と
教
会
」
を
見
て
み
よ
う
。
自
然
災
害
を
は
じ
め
と
し
た
危
機
は
、
そ
れ
を
意
識
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
い
つ
の
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時
代
に
も
人
類
の
傍
ら
に
存
在
し
て
き
た
。
日
本
列
島
は
そ
の
典
型
と
言
え
る
。
し
か
し
、
人
類
は
こ
の
滅
び
の
危
機
に
晒
さ
れ
つ
つ

も
、
そ
れ
を
生
き
延
び
、
逃
げ
延
び
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
戦
乱
を
逃
れ
た
難
民
と
し
て
の
サ
バ
イ
バ
ー
（
生
存
者
）」
も

含
ま
れ
る
。
旧
約
聖
書
が
こ
う
し
た
サ
バ
イ
バ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、「
わ
た
し
の
先
祖
は
、
滅
び
ゆ
く
一
ア
ラ
ム
人
」

（
申
命
記
二
六
章
五
節
）
と
い
う
表
現
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
聖
書
に
は
、「
危
機
を
生
き
延
び
た
者
の
証
言
の
側
面
と
、
歴
史
を
生
き

抜
い
て
き
た
書
物
の
両
側
面
」（
七
六
）
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
と
交
差
す
る
の
が
、
危
機
に
直
面
し

滅
び
に
瀕
し
た
者
の
対
抗
証
言
な
の
で
あ
る
。

「
聖
書
が
語
る
の
は
、
大
い
な
る
救
い
の
物
語
で
あ
る
」、「
こ
の
大
い
な
る
物
語
は
『
混
沌
の
物
語
』
を
生
き
延
び
る
希
望
を

目
指
し
て
語
ら
れ
て
い
る
」
が
、
し
ば
し
ば
、
私
た
ち
は
、「『
語
り
の
難
破 

（narrative w
reckage

）』
に
遭
遇
し
、
海
図
と
目

的
地
を
見
失
う
こ
と
が
あ
る
」（
七
七
）、「
プ
ロ
ッ
ト
が
こ
こ
に
破
綻
し
、
語
り
が
秩
序
を
持
た
な
い
『
混
沌
の
物
語
』」
と
な
る

と
き
、
そ
れ
は
「『
継
続
性
な
き
、
媒
介
な
き
語
り
、
自
己
に
つ
い
て
完
全
に
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
己
に
つ
い
て
の
話

と
い
う
意
味
で
、
反
―

語
り 

（anti-narrative
）』
で
あ
る
。」（
七
八
）

旧
約
聖
書
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
原
初
の
海
・
混
沌
と
の
「
闘
争
神
話
」「
エ
ヌ
マ
・
エ
リ
シ
ュ
」
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
神
の
偉
大

な
る
創
造
を
賛
美
す
る
「
天
地
創
造
物
語
」
か
ら
始
ま
る
が
、
原
初
の
闘
争
は
旧
約
聖
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
反
復
さ
れ
て
お
り
、

読
者
は
、「
創
造
さ
れ
た
世
界
に
今
な
お
し
ぶ
と
く
混
沌
回
帰
を
も
く
ろ
む
原
初
的
混
沌
の
象
徴
で
あ
る
大
水
や
レ
ビ
ヤ
タ
ン
の
存

在
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
創
造
主
な
る
神
の
闘
争
」（
八
〇
）
に
つ
い
て
の
証
言
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
左
近
は
、
次
の
エ
レ
ミ
ア
書

四
章
二
三
節
〜
二
六
節
に
注
目
す
る
。



フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性

九

「
わ
た
し
は
見
た
。
見
よ
、
大
地
は
混
沌
と
し
／
空
に
は
光
が
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
見
た
。
見
よ
、
山
は
揺
れ
動
き
／
す
べ

て
の
丘
は
震
え
て
い
た
。
わ
た
し
は
見
た
。
見
よ
、
人
は
う
せ
／
空
の
鳥
は
こ
と
ご
と
く
逃
げ
去
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
見
た
。

見
よ
、
実
り
豊
か
な
地
は
荒
れ
野
に
変
わ
り
／
町
々
は
こ
と
ご
と
く
、
主
の
御
前
に
／
主
の
激
し
い
怒
り
に
よ
っ
て
打
ち
倒
さ
れ

て
い
た
。」

左
近
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
次
の
よ
う
に
読
み
解（

11
）

く
。

「
エ
レ
ミ
ヤ
書
に
お
い
て
は
、
…
…
歴
史
的
人
間
が
破
壊
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
、
神
に
よ
る
創
造
秩
序
に
対
応
す
る
力
と

な
っ
て
、
創
世
記
第
1
章
の
天
地
創
造
の
過
程
を
、
一
つ
一
つ
原
初
の
混
沌
へ
と
巻
き
戻
し
て
ゆ
く
行
為
に
加
担
す
る
の
を
、

『
わ
た
し
は
見
た
、
見
よ
』
と
繰
り
返
し
な
が
ら
、
畳
み
か
け
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。」（
八
五
）

3
・
11
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
い
う
観
点
で
重
要
な
の
は
、
以
上
の
証
言
を
内
包
し
た
聖
書
が
、「
物
語
を
通
し
て
学
習
さ

れ
、
身
に
着
け
て
ゆ
く
も
の
。
信
仰
共
同
体
の
中
で
学
ば
れ
、
模
倣
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
」（
九
一
）
と
の
指
摘
で
あ
る
。
3
・

11
以
降
の
状
況
で
聖
書
を
読
む
営
み
は
、
現
代
の
「
混
沌
の
証
言
」
に
直
面
し
つ
つ
も
、
混
沌
の
物
語
に
抗
し
て
語
ら
れ
た
サ
バ
イ

バ
ー
に
よ
る
証
言
を
身
に
着
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
新
た
な
る
サ
バ
イ
バ
ル
」
へ
踏
み
出
す
者
と
な
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
3
・
11
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
真
に
問
わ
れ
る
の
は
、
神
学
論
文
と
い
う
形
で
の
語
り
で

は
な
く
、
説
教
と
い
う
形
で
の
語
り
で
あ
る
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
説
教
集
『
地
の
基
は
震
え
動
く
』
の
第

一
説
教
「
地
の
基
は
震
え
動
く
」
を
、「
私
た
ち
の
文
明
生
活
の
そ
の
基
と
い
え
ど
も
、
震
え
動
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な

い
」、「
生
命
の
最
も
基
本
的
で
本
質
的
な
基
が
震
え
動
き
出
し
た
」
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
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「
そ
れ
ら
の
被
造
物
も
、
こ
の
大
地
が
古
び
、
震
え
動
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
…
…
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時

代
に
私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
今
こ
の
時
に
、
大
地
の
基
が
震
え
動
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
目
を
そ
む
け
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
耳
を
ふ
さ
い
で
は
な
り
ま
せ
ん
。
口
を
閉
じ
て
も
な
り
ま
せ
ん
！
　
む
し
ろ
世
界
の
滅
び
を
通
じ
て
、
永
遠
の
巌
と

終
わ
り
の
な
い
救
い
に
目
を
注
ぎ
ま
し
ょ
う
！
」（
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
地
の
基
は
震
え
動
く
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
〇

年
、
二
四
頁
）

聖
書
と
現
代
を
証
言
と
い
う
仕
方
で
結
び
つ
け
る
営
み
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
語
り
（
証
言
）
と
し
て
の
説
教
本
来
の
役
割
に
属
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

四
　
フ
ク
シ
マ
以
降
に
危
機
を
思
想
化
す
る

四
・
一
　
神
義
論
に
つ
い
て

3
・
11
の
歴
史
的
出
来
事
を
い
か
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
し
て
捉
え
る
の
か
、
こ
れ
は
フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
中
心

的
な
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
神
義
論
（
弁
神
論
）
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
と
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ

り
、
リ
ス
ボ
ン
大
震
災
（
一
七
五
五
年
）
が
当
時
の
人
び
と
に
与
え
た
衝
撃
と
そ
れ
に
対
す
る
哲
学
者
や
思
想
家
の
思
索
に
お
い
て
確

認
で
き
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
フ
ク
シ
マ
以
降
の
問
題
状
況
と
神
義
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン

ト
を
確
認
し
た
上
で
、
先
に
論
じ
た
聖
書
読
解
の
議
論
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ヨ
ブ
記
と
そ
れ
に
関
す
る
大
澤
真
幸
の
論
考
（『
夢
よ

り
も
深
い
覚
醒
へ

│
3
・
11
後
の
哲
学
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
た
い
。

ま
ず
、
自
然
災
害
の
記
憶
・
記
録
は
、
人
類
の
も
っ
と
も
原
初
的
な
記
憶
に
属
し
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
記
憶
は
繰
り
返
し
抑
圧

さ
れ
忘
却
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
人
類
は
、
そ
の
つ
ど
新
た
に
「
未
曾
有
の
」
大
災
害
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
災
害
の
危



フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性

一
一

機
は
日
常
性
の
近
く
に
ま
た
そ
の
底
に
隠
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
確
実
に
存
続
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
神
義
論
と
は
、
特
定
の

大
災
害
に
限
定
さ
れ
た
問
い
で
は
な
く
、
哲
学
的
な
思
索
の
問
題
と
な
る
。

次
に
、
3
・
11
の
大
震
災
と
原
発
事
故
と
は
、
災
害
が
神
と
の
関
連
を
問
う
神
義
論
の
み
で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
改
め
て
明
ら

か
に
し
た
。
震
災
・
津
波
と
福
島
原
発
事
故
が
複
合
的
に
関
連
し
合
っ
た
災
害
（
自
然
災
害
と
人
災
と
の
不
可
分
性
）
で
あ
る
と
の
認

識
は
、
3
・
11
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
・
関
連
文
献
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
諸
文
献
に
お
い
て
広
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
・
11
の
災
害
に
お
い
て
自
然
災
害
と
人
災
と
の
不
可
分
性
が
顕
わ
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
然
災
害
と
呼
ば
れ
る

も
の
に
お
い
て
も
、
よ
く
よ
く
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
人
災
の
要
素
が
絡
み
合
っ
て
い
た 

│ 

災
害
の
う
ち
一
定
の
部
分
は
人
間
の
努
力

で
防
ぎ
得
た 

│ 

こ
と
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
3
・
11
大
地
震
・
巨
大
津
波
と
い
う
自
然
災
害
は
、
そ
れ
に
匹

敵
す
る
も
の
と
し
て
ほ
か
の
歴
史
的
災
害
を
指
摘
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
と
い
え
、
そ
れ
に
連
動
し
た
福
島
原
発
事
故
は
天
災
と

人
災
と
の
複
合
性
を
特
徴
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
義
論
は
人
間
の
責
任
の
問
い
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
福
島
原
発
事
故
は
日
本
人
に
対
し
て
、
自
然
災
害
を
め
ぐ
る
人
間
の
責
任
の
問
題
を
突
き
つ
け
る
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
人
災
と
不
可
分
な
自
然
災
害
の
あ
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
、
自
然
災
害
に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
神
義
論
的
な
問
い
の
限
界
を
顕

わ
に
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
全
知
全
能
で
善
な
る
神
が
こ
の
自
然
災
害
を
許
し
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、

緊
急
の
最
優
先
に
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
、
そ
も
そ
も
神
義
論
的
問
い
は
だ
れ
が
だ
れ
に
向
か
っ
て
投
げ
か
け
る
問
い
な
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
浦
玄
嗣
の
次
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
い
。

「
気
仙
の
人
た
ち
は
と
て
も
信
心
深
い
人
々
で
す
。
…
…
『
何
で
、
阿
弥
陀
様
が
わ
れ
わ
れ
を
こ
ん
な
目
に
遭
わ
せ
る
の
か
』

と
か
、『
何
で
、
お
地
蔵
様
さ
ま
は
助
け
て
く
れ
な
か
っ
た
ん
だ
』
な
ど
と
、
ば
か
な
こ
と
を
言
う
気
仙
衆
は
一
人
も
い
ま
せ

ん
。
…
…
そ
ん
な
わ
れ
わ
れ
に
向
か
っ
て
、『
神
さ
ま
、
仏
さ
ま
は
人
々
を
、
い
っ
た
い
な
ぜ
こ
ん
な
む
ご
い
目
に
遭
わ
せ
る
の
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二

か
』
と
問
う
こ
と
は
極
め
て
悪
質
で
す
。
…
…
『
お
前
た
ち
の
信
心
は
何
だ
っ
た
ん
だ
』『
何
の
た
め
に
今
ま
で
信
心
し
て
き
た

ん
だ
』
と
い
う
非
難
め
い
た
問
い
か
け
な
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
質
の
悪
い
言
い
草
で
す
。
…
…
だ
か
ら
、
私
は
怒
っ
た
の
で

す
。
結
局
、
暇
人
の
考
え
る
こ
と
に
い
ち
い
ち
付
き
合
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し（

12
）

た
。」

神
義
論
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
問
い
の
立
て
方
が
存
在
し
、
そ
の
意
義
は
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
義

論
は
基
本
的
に
は
哲
学
的
反
省
の
レ
ベ
ル
に
位
置
し
て
お（

13
）

り
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
特
に
神
学
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
か
は
十
分
な
反
省
が
必
要
で
あ
る
。

四
・
二
　
ヨ
ブ
記
を
読
む

次
に
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
多
様
な
証
言
の
中
よ
り
、
ヨ
ブ
記
に
注
目
し
て
議
論
を
進
め
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ブ
記
こ
そ
が
神

義
論
と
の
関
わ
り
で
問
題
と
な
る
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ（

14
）

る
。
こ
こ
で
は
、
3
・
11
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
で
ヨ

ブ
記
と
神
義
論
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
、
大
澤
真
幸
『
夢
よ
り
も
深
い
覚
醒
へ 

│
3
・
11
後
の
哲
学
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二

年
）
の
第
四
章
（「
神
の
国
は
あ
な
た
た
ち
の
中
に
」）
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
大
澤
の
議
論
の
道
筋

│ 

不
幸
な
義
人

と
い
う
難
問
へ
の
回
答
と
し
て
の
神
義
論
、
神
義
論
の
純
化
・
極
限
化
に
よ
る
神
義
論
の
否
定
、
そ
し
て
神
の
無
力
さ 

│ 

を
確
認
し

て
お
き
た
い
。

大
澤
は
、
神
義
論
に
つ
い
て
、
無
差
別
に
襲
う
災
害
が
、「
不
幸
な
義
人
を
大
量
に
生
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
な
難
問
を
生

じ
る
と
き
、
こ
の
難
問
へ
の
回
答
を
与
え
る
も
の
と
し
て
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
神
義
論
と
は
苦
難
の
神
義
論
で
あ
り
、
と
く
に
苦
難

の
歴
史
を
繰
り
返
し
経
験
し
た
古
代
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
神
義
論 

│ 

こ
れ
は
、
ど
う
し
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
わ
な
い
の
か
と
い

う
問
い
へ
の
回
答
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
神
義
論
の
課
題
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
よ
う
な
特
定
の
信
仰
に
内
在
し
た
問
題
で
は
な
い
」（
一
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一
三

七
七
。
以
下
頁
数
の
み
を
記
す
）

│ 

を
必
要
と
し
た
。
し
か
し
、
大
澤
は
、
こ
こ
に
一
つ
の
逆
説
が
生
じ
た
と
指
摘
す
る
。

「
神
義
論
は
、
自
分
た
ち
が
ま
さ
に
不
幸
で
あ
る
こ
と
、
苦
難
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、
自
分
た

ち
を
（
や
が
て
）
救
済
し
、
自
分
た
ち
に
幸
福
を
も
た
ら
し
う
る
、
超
越
的
な
神
の
存
在
を
確
証
さ
せ
る
と
い
う
逆
説
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
。」（
一
七
六
）

こ
れ
は
、
神
の
も
た
ら
す
救
済
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
り
、「
現
在
の
中
途
半
端
な
繁
栄
」
の
中
に
あ
る
者
が
神
の
救
い
に
選

ば
れ
た
者
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
逆
に
、
今
災
厄
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
だ
救
済
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、

そ
の
こ
と
こ
そ
、
む
し
ろ
救
済
の
証
で
は
な
い
か
」（
一
七
七
）
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
苦
難
が
幸
福
へ
転
換
す
る
」。

し
か
し
、
苦
難
・
不
幸
が
純
化
・
極
限
化
す
る
と
き
、
苦
難
の
神
義
論
は
限
界
に
到
達
す
る
。「
苦
難
が
閾
値
を
超
え
て
大
き
く
な

る
と
、
も
は
や
、
現
在
の
苦
難
を
将
来
の
幸
福
の
約
束
へ
と
反
転
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
」（
一
七
九
）
か
ら
で
あ
る
。
大
澤

が
ヨ
ブ
記
に
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
「
徹
底
し
て
突
き
詰
め
ら
れ
た
神
義
論
」
を
そ
こ
に
見
出
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
ヨ
ブ
の

苦
難
は
ヨ
ブ
の
罪
に
由
来
す
る
」（
因
果
応
報
）
と
し
て
ヨ
ブ
を
責
め
る
「
三
人
の
友
人
」
に
対
し
て
、「
四
人
目
の
友
人
エ
リ
フ
」

は
、「
ヨ
ブ
に
罪
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
神
が
決
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
で
あ
る
ヨ
ブ
が
判
断
す
る
こ
と
で
き
な

い
」、「
ヨ
ブ
の
不
幸
は
、
神
の
隠
れ
た
意
図
の
実
現
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、「
典
型
的
な
『
苦
難

の
神
義
論
』
で
あ
る
」（
一
八
一
）。
問
題
は
、
こ
の
神
義
論
が
、
神
の
語
り
に
先
だ
っ
て
、
つ
ま
り
結
論
部
に
至
る
前
に
提
出
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
神
義
論
が
ヨ
ブ
記
の
結
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
先
だ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヨ
ブ
記
理
解
は
、
本
来
解
釈
上
の
争
点
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る（

15
）

が
、
最
大
の
問
題
は
、

エ
リ
フ
の
弁
論
に
続
く
、
神
の
語
り
で
あ
る
。
大
澤
の
議
論
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
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「
神
の
語
り
は
、
わ
れ
わ
れ
を
唖
然
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
、
た
だ
、
自
分
の
全
能
性
を
自
慢
げ
に
誇
示
し
た
か
っ
た

だ
け
な
の
だ
。」「
神
は
、
何
を
語
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
？
　
当
然
、
ヨ
ブ
の
不
可
解
な
苦
難
に
対
し
て
、
き
ち
ん
と
し
た
説
明
を

す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
」（
一
八
二
）、「
苦
難
が
あ
ま
り
に
過
酷
で
、
し
か
も
、
そ
れ
を
説
明
で
き
る
規
範
的
な
根
拠
が
ま
っ
た
く

見
当
た
ら
な
い
と
き
、
こ
の
逆
説
的
な
論
理
も
破
綻
し
、
神
の
無
力
、
神
の
無
能
性
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
意
味

の
な
い
苦
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
神
に
は
何
の
力
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。」（
一
八
三
）

大
澤
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
ヨ
ブ
と
キ
リ
ス
ト
の
関
係
（「
ヨ
ブ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
予
型
で
あ
る
」）、
ま
た
終
末
論
に
お

け
る
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
（「
神
の
国
は
近
づ
い
た
」）
と
イ
エ
ス
（「
神
の
国
は
あ
な
た
た
ち
の
中
に
あ
る
」）
と
の
相
違
へ
と
論
を
進
め
て

行
く
が
、
ヨ
ブ
記
と
神
義
論
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
引
用
で
議
論
を
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
大
澤
が
到
達
し

た
、「
神
の
無
力
」「
神
の
無
能
性
」
は
、
有
名
な
ユ
ン
グ
の
ヨ
ブ
記
解
釈
と
通
底
す
る
も
の
で
あ（

16
）

り
、
ま
た
、
大
澤
の
著
作
の
第
四
章

の
最
後
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
エ
テ
ィ
・
ヒ
レ
ス
ム
と
い
う
名
前
の
若
い
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
の
日
記
」
に
お
け
る
神
理
解
に
繋
が
っ
て
い

る
。
こ
の
日
記
は
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
が
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
ヒ
レ
ス
ム
は
、「
一
九
四
二
年
に
、
ユ
ダ
ヤ

人
同
胞
を
助
け
、
彼
ら
と
と
も
に
苦
し
む
た
め
に
、
自
ら
進
ん
で
、
強
制
収
容
所
に
向
か
っ
た
」
が
、
そ
の
決
断
を
、
神
に
語
り
か
け

る
形
式
で
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「『
あ
な
た
（
神
）
は
私
た
ち
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
が
、
逆
に
、『
私
た
ち
の
方
こ
そ
あ
な
た
を
助
け
る
こ
と
が
で
き

る
』、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
あ
な
た
』
を
助
け
る
こ
と
が
結
局
、『
私
た
ち
自
身
を
助
け
る
こ
と
』
で
も
あ
る
、
と

続
け
る
。」（
一
九
二
）



フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性

一
五

苦
難
の
極
限
で
、
神
義
論
の
果
て
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
神
の
無
力
さ
で
あ
り
、
エ
テ
ィ
・
ヒ
レ
ス
ム
の
場
合
は
、
こ
の
神
の
無
力

さ
が
、「
神
が
人
間
を
救
う
の
で
は
な
く
、
人
間
が
神
を
救
う
の
だ
。
人
間
は
、
神
を
救
う
こ
と
に
お
い
て
自
分
自
身
を
救
う
の
で
あ

る
」（
一
九
三
）
と
の
認
識
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ヨ
ブ
記
あ
る
い
は
エ
テ
ィ
・
ヒ
レ
ス
ム
の
日
記
は
、
そ
れ
ら
を
苦
難
の
中

に
お
け
る
人
間
の
証
言
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
き
、
こ
れ
ら
は
、
先
に
見
た
、
証
言
と
対
抗
証
言
の
交
差
が
い
か
な
る
思
想
を
生
み
出

す
か
を
示
す
も
の
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
神
の
無
力
へ
至
る
神
義
論
的
思
考
は
謎
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
人
類
の
歴
史
に
お
け

る
証
言
の
記
録
は
閉
じ
ら
れ
て
い
な
い 

│ 

キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
し
て
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
な
は
ず

で
あ（

17
）

る 

│ 

。
そ
れ
は
思
索
を
さ
ら
に
継
続
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
神
義
論
を
、
知
恵
の
問
題
と
し
て
考

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暫
定
的
な
ま
と
め
を
行
い
た
い
。
新
約
聖
書
学
者
ク
ロ
ッ
サ
ン
は
、
伝
統
的
な
終
末
論
的
な
議
論
の
枠
組
み
に

対
し
て
、
慣
習
的
知
恵
と
転
換
的
知
恵
と
い
う
知
恵
思
想
の
枠
組
み
を
取
り
上
げ
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る（

18
）

が
、
こ
の
枠
組

み
に
神
義
論
を
挟
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
義
論
は
、
次
の
よ
う
な
三
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
に
整
理
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
前
提
は
慣
習
的
知
恵
で
あ
り
、
そ
れ
は
因
果
応
報
を
原
理
と
し
て
、
共
同
体
の
道
徳
的
秩
序
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
役
割
を

果
た
す
。
悪
や
不
幸
の
問
い
は
、
そ
の
不
幸
は
本
人
の
罪
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
答
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
の
立

場
で
あ
り
、
社
会
秩
序
が
安
定
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
因
果
応
報
原
理
に
よ
っ
て
悪
や
不
幸
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
困
難
で
は
な

い
。
罪
を
犯
し
た
者
が
罰
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
だ
か
ら
共
同
体
の
法
や
慣
習
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
問
題
は
、

社
会
秩
序
を
正
当
化
す
る
こ
の
原
理
が
揺
ら
い
だ
と
き
に
ど
う
す
る
か
で
あ
り
、
神
義
論
は
こ
こ
か
ら
始
ま
り
、
次
の
三
段
階
に
お
い

て
展
開
さ
れ
る
。

1
．
災
害
や
人
災
で
、
多
く
の
不
幸
が
現
象
し
た
場
合
、
因
果
応
報
は
そ
の
自
明
性
を
大
き
く
喪
失
し
、
悪
の
問
題
は
慣
習
的
知
恵

で
は
納
得
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
神
義
論
が
問
い
と
し
て
提
出
さ
れ
る
（
神
義
論
1
＝
神
義
論
の
発
生
）

2
．
隠
さ
れ
た
理
由
の
示
唆
と
し
て
の
神
義
論
2
。
そ
れ
は
、
神
の
意
志
・
意
図
は
人
間
に
は
計
り
が
た
く
神
秘
に
閉
ざ
さ
れ
て
い



哲
学
研
究

　
第
六
百
四
号

一
六

る
が
、
し
か
し
、
現
実
の
悪
の
背
後
に
は
、
神
の
意
図
・
計
画
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
エ
リ
フ
の
議
論
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
予
定
調
和
説
は
こ
こ
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

3
．
し
か
し
、
悪
の
現
実
が
極
限
に
達
す
る
と
き
、
神
義
論
2
は
挫
折
し
、
こ
こ
に
発
生
す
る
の
は
神
義
論
3
（
＝
神
義
論
の
破

綻
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
先
に
は
、
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
つ
は
、「
神
の
不
在
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

「
超
越
者
の
無
能
」
で
あ
る
。
後
者
の
典
型
は
、
ユ
ン
グ
の
ヨ
ブ
記
解
釈
で
あ
り
、
大
澤
の
議
論
も
こ
こ
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
議

論
と
し
て
は
、「
神
の
不
在
」
と
い
う
選
択
肢
も
可
能
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
、
現
代
で
あ
れ
ば
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
中
に
そ
れ

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
以
上
の
神
義
論
の
三
段
階
に
わ
た
る
展
開
は
、
最
終
的
に
、
特
に
、「
超
越
者
の
無
能
」
を
も
う
一
度
転
倒
す
る
仕
方

で
、
転
換
的
知
恵
（
既
存
の
社
会
秩
序
の
転
倒
＝
革
命
論
）
へ
到
達
す
る
、
と
解
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
大
澤
が
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
に

対
比
し
て
イ
エ
ス
の
「
神
の
国
は
あ
な
た
た
ち
の
中
に
あ
る
」
を
論
じ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
論
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

「
い
ず
れ
や
っ
て
く
る
救
済
の
と
き
に
貧
し
い
者
が
幸
せ
に
な
る
の
で
は
な
く
、
今
、
こ
の
現
実
に
お
い
て
彼
ら
が
幸
せ
に
な

る
よ
う
に
直
ち
に
変
革
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」（
一
八
九
│
一
九
〇
）、「
だ
か
ら
、
イ
エ
ス
は 

│ 

典
型
的
な
神
義
論
を
唱
え

た
ヨ
ハ
ネ
と
は
異
な
り 

│ 

、
革
命
家
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。」（
一
九
〇
）

そ
の
上
で
、
こ
の
転
換
的
知
恵
が
既
存
の
秩
序
を
転
倒
さ
せ
新
し
い
秩
序
を
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
新
し
い
秩
序
が
結
局
更

新
さ
れ
た
慣
習
的
知
恵
に
戻
る
（
古
く
な
る
）
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
に
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
再

度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
回
収
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
へ
答
え
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
を
超
え
て
は
い
る
が
、
大
災
害
を
め
ぐ
る
証
言
の

中
に
は
、
こ
う
し
た
問
い
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性

一
七

五
　
む
す
び

栗
林
輝
夫
は
、
遺
稿
集
『
栗
林
輝
夫
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
1

　
日
本
で
神
学
す
る
』（
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
に
収
録
さ
れ
た

「
キ
リ
ス
ト
教
は
原
発
を
ど
う
考
え
る
の
か
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
今
回
の
福
島
第
一
原
発
事
故
が
、
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
も
大
き
な
衝
撃
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
地
球
温
暖

化
が
人
々
の
耳
目
を
引
く
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
原
子
力
発
電
は
ク
リ
ー
ン
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
で
あ
っ
て
二
酸
化
炭
素
を
出

さ
な
い
と
宣
伝
さ
れ
、
そ
れ
を
積
極
的
に
受
け
止
め
た
教
会
も
あ
り
ま
し
た
。
…
…
し
か
し
教
会
の
多
く
が
、
原
発
や
代
替
エ
ネ

ル
ギ
ー
問
題
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
重
大
な
課
題
だ
と
受
け
止
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
今
回
の
こ
の
事
故
に
よ
っ
て

で
す
。」

本
稿
で
は
、
フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
動
向
か
ら
、
原
子
力
に
対
す
る
長
期
的
な
取
り
組
み
へ
の
動
き
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
可
能
に
す
る
思
想
的
基
盤
の
確
立
が
必
要
で
あ
り
、
近
代
以
降
、
不
十
分
な

ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
「
科
学
技
術
の
神
学
」
を
再
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
原
子
力
発
電
と
の
関
わ
り
で
問
題
と

な
る
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
め
て
、
神
学
的
文
明
論
と
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
問
題
は
、
人
口
問
題
と
と
も
に
、
文
明
の
個
別
的
な
テ
ー
マ
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
基
礎
に
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ（

19
）

る
。

フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
、
神
学
的
文
明
論
の
構
想
を
必
要
と
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
内
部
に
閉
じ

た
議
論
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
代
世
界
の
基
調
が
、
宗
教
的
多
元
性
を
含
め
た
多
元
性
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
求
め
ら
れ
る

文
明
論
は
、
一
つ
の
宗
教
の
観
点
か
ら
の
議
論
だ
け
で
は
構
築
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
技
術
の
神
学
は
、
キ
リ
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一
八

ス
ト
教
的
言
語
表
現
に
閉
じ
た
形
で
提
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
言
語
か
ら
共
通
の
言
葉
の
構
築
を
め
ざ
す
仕
方
で
追

求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
科
学
技
術
の
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
起
点
と
し
つ
つ
も
、「
宗
教
な
ら
で
は
」
と
い
っ

た
議
論 
│ 
宗
教
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
議
論 

│ 

に
こ
だ
わ
ら
な
い
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
諸
宗
教
と
世

俗
と
を
つ
な
ぐ
共
通
の
言
葉
あ
る
い
は
相
互
の
翻
訳
理
論
を
見
つ
け
る
こ
と
を
念
頭
に
、
議
論
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ（

20
）

る
。

〈
3
・
11
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
・
関
連
文
献
か
ら
〉

 

1
．
新
教
出
版
社
編
集
部
『
原
発
と
キ
リ
ス
ト
教 

│ 

私
た
ち
は
こ
う
考
え
る
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
。

 

2
．
日
本
基
督
教
団
救
援
対
策
本
部
編

 

　『
東
日
本
大
震
災
を
通
し
て
問
わ
れ
た
こ
と

　
現
代
日
本
の
危
機
と
キ
リ
ス
ト
教 

│ 

東
日
本
大
震
災
緊
急
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版

局
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
。

 

3
．
勝
村
弘
也
、
新
免
貢
（
関
西
進
学
塾
編
）『
滅
亡
の
予
感
と
虚
無
を
い
か
に
生
き
る
の
か 

│ 

聖
書
に
問
う
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
三
月
。

 

4
．
山
浦
玄
嗣
『「
な
ぜ
」
と
問
わ
な
い

　
3
・
11
後
を
生
き
る
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
九
月
。

 

5
．『
基
督
教
思
想
』
編
『
原
子
力
と
わ
た
し
た
ち
の
未
来 
│ 
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
』

　
　
か
ん
よ
う
出
版
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
。

 

6
．
Ｒ
・
シ
ュ
ペ
ー
マ
ン
『
原
子
力
時
代
の
驕
り 

│
「
後
は
野
と
な
れ
山
と
な
れ
」
で
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
』

　
　
知
泉
書
館
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
。

 

7
．
森
野
善
右
衛
門
『
原
子
力
と
人
間 

│
3
・
11
後
を
教
会
は
ど
う
生
き
る
か
』
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
。

 

8
．
川
端
純
四
郎
『
3
・
11
後
を
生
き
る
キ
リ
ス
ト
教 

│ 

ブ
ル
ト
マ
ン
、
マ
ル
ク
ス
、
バ
ッ
ハ
か
ら
学
ん
だ
こ
と
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
一
月
。

 

9
．
荒
井
献
・
本
田
哲
郎
・
高
橋
哲
哉
『
3
・
11
以
降
と
キ
リ
ス
ト
教
』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
三
年
三
月
。

 

10
．
日
本
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
編
、
北
澤
宏
一
、
栗
林
輝
夫

 

　『
原
子
力
発
電
の
根
本
問
題
と
我
々
の
選
択 

│ 

バ
ベ
ル
の
塔
を
あ
と
に
し
て
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
。
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九

 
11
．
宮
本
久
雄
編
『
宗
教
的
共
生
と
科
学
』
教
友
社
、
二
〇
一
四
年
二
月
。

 

12
．
川
上
直
哉
『
被
ば
く
地
フ
ク
シ
マ
に
立
っ
て 

│ 

現
場
か
ら
、
世
界
か
ら
』Yobel

、
二
〇
一
五
年
四
月
。

 

13
．
近
藤
勝
彦
『
い
ま
、
震
災
・
原
発
・
憲
法
を
考
え
る 

│ 

続
・
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
政
策
』
教
文
館
、
二
〇
一
五
年
八
月
。

 

14
．
川
上
直
哉
『
ポ
ス
ト
・
フ
ク
シ
マ
の
神
学
と
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
の
贖
罪
論
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
。

 

15
．
政
池
明
『
科
学
者
の
原
罪
』
キ
リ
ス
ト
教
図
書
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
。

 

16
．
福
嶋
裕
子
ほ
か
編
『
3
・
11
以
降
の
世
界
と
聖
書 

│ 

言
葉
の
回
復
を
め
ぐ
っ
て
』（
青
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
叢
書
）
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版

局
、
二
〇
一
六
年
三
月
。

 

17
．
富
坂
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
編
『
原
発
と
宗
教 

│ 

未
来
世
代
へ
の
責
任
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
八
月
。

 

18
．
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
『
今
こ
そ
原
発
の
廃
止
を
』
編
纂
委
員
会

 

　『
今
こ
そ
原
発
の
廃
止
を 

│ 

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
問
い
か
け
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
。

 

19
．
日
本
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
編
、
姜
尚
中
、
上
山
修
平

 

　『
原
子
力
発
電
と
日
本
社
会
の
岐
路 

│ 

聖
書
と
共
に
考
え
る
混
成
型
共
生
社
会
と
脱
原
発
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
三
月
。

 

20
．
栗
林
輝
夫
（
西
原
廉
太
、
大
宮
有
博
編
）

 

　『
栗
林
輝
夫
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
1

　
日
本
で
神
学
す
る
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
六
月
。

注

 

（
1
）　
本
稿
は
二
〇
一
八
年
一
一
月
三
日
の
京
都
哲
学
会
の
公
開
講
演
会
で
の
講
演
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
2
）　
以
下
の
動
向
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
分
析
と
し
て
は
、
次
の
拙
稿
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
芦
名
定
道
「
動
向
と
総
括
：「
3
・
11
東
日
本
大
震

災
・
福
島
原
発
事
故
」
と
キ
リ
ス
ト
教
」（
日
本
基
督
教
学
会
『
日
本
の
神
学
』
五
七
号
、
二
〇
一
八
年
、
二
一
七
│
二
二
三
頁
）。

 

（
3
）　
勝
村
弘
也
、
新
免
貢
（
関
西
進
学
塾
編
）『
滅
亡
の
予
感
と
虚
無
を
い
か
に
生
き
る
の
か 

│ 

聖
書
に
問
う
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
│

三
一
頁
。

 

（
4
）　
荒
井
献
・
本
田
哲
郎
・
高
橋
哲
哉
『
3
・
11
以
降
と
キ
リ
ス
ト
教
』
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
三
年
、
二
一
二
頁
。
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二
〇

 
（
5
）　 

関
西
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
の
最
近
の
企
画
は
、
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。

 
　「
原
発
と
の
共
存
は
可
能
か
？
〜
フ
ク
シ
マ
か
ら
の
問
い
〜
」（
二
〇
一
八
年
一
月
七
日
〜
八
日
）

 

　
　
講
演
：
大
島
堅
一
「
経
済
か
ら
み
る
原
子
力
政
策
」

 

　
　
　
　
　
島
薗
進
「
原
発
災
害
を
通
し
て
見
る
現
代
科
学
技
術
の
倫
理
問
題
」

 

　「
地
震
国
日
本
で
原
発
は
安
全
で
あ
り
得
る
か
？ 

な
ぜ
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
踏
み
切
れ
な
い
の
か
？
」（
二
〇
一
九
年
一
月
一
三
日
〜
一
四
日
）

 

　
　
講
演
：
竹
本
修
三
「
日
本
の
原
発
と
地
震
・
津
波
・
火
山
」

 

　
　
　
　
　
木
村
護
郎
ク
リ
ス
ト
フ
「
ド
イ
ツ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
の
思
想
と
実
践
」

 

（
6
）　
栗
林
輝
夫
の
遺
稿
集
『
栗
林
輝
夫
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
1

　
日
本
で
神
学
す
る
』（
新
教
出
版
社
、
西
原
廉
太
・
大
宮
有
博
編
、
二
〇
一
七
年
六
月
）
の

「
Ⅲ

　
環
境
と
技
術
の
神
学
」
に
収
録
の
次
の
論
考
は
、
今
後
「
原
子
力
の
神
学
」
を
構
築
す
る
土
台
と
な
る
。「
第
8
章

　
原
発
の
神
学
」（
関
連
文
献
1

に
所
収
）、「
第
9
章

　
キ
リ
ス
ト
教
は
原
発
を
ど
う
考
え
る
か 

│ 

神
学
の
視
点
か
ら
」（
関
連
文
献
10
に
所
収
）、「
第
10
章

　
原
発
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

神
学
」、「
第
11
章

　
原
発
と
田
中
正
造
の
環
境
／
技
術
の
神
学 

│ 

人
間
は
自
然
の
「
奉
公
人
」」。

 

（
7
）　
福
島
原
発
事
故
に
対
す
る
ド
イ
ツ
で
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
木
村
護
郞
ク
リ
ス
ト
フ
「
被
造
物
へ
の
責
任
か
ら 

│ 

ド
イ
ツ
の
教

会
が
原
子
力
と
ど
の
よ
う
に
む
き
あ
っ
て
き
た
か
」（
新
教
出
版
社
編
集
部
編
『
原
発
と
キ
リ
ス
ト
教 

│ 

私
た
ち
は
こ
う
考
え
る
』
新
教
出
版
社
、
二
〇

一
一
年
、
一
三
六
│
一
四
八
頁
）。

 

（
8
）　
こ
の
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
し
て
は
、
高
木
仁
三
郎
の
「
市
民
の
科
学
」（『
市
民
科
学
者
と
し
て
生
き
る
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
を

参
照
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

 

（
9
）　
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
回
勅
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ 

│ 

と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
一
六
年
。

 

（
10
）　
ボ
ウ
カ
ム
や
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
の
証
言
論
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
聖
書
学
の
新
し
い
動
向
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
邦
訳
な
ど
を
通
じ
て

日
本
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ボ
ウ
カ
ム
『
イ
エ
ス
と
そ
の
目
撃
者
た
ち 

│ 

目
撃
者
の
証
言
と
し
て
の
福
音
』
新
教

出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。
Ｗ
・
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
『
預
言
者
の
想
像
力 

│ 

現
実
を
突
き
破
る
嘆
き
と
希
望
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
、
二
〇
一
四
年
。
ま

た
、
宗
教
哲
学
に
お
け
る
証
言
論
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
杉
村
靖
彦
「
宗
教
哲
学
へ 

│ 「
証
言
」
と
い
う
問
題
系
か
ら
（
一
）」（
京

都
哲
学
会
『
哲
学
研
究
』
第
五
八
五
巻
、
六
一
│
八
五
頁
）、「
宗
教
哲
学
へ 

│ 「
証
言
」
と
い
う
問
題
系
か
ら
（
二
）」（
京
都
哲
学
会
『
哲
学
研
究
』
第



フ
ク
シ
マ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
可
能
性

二
一

五
八
六
巻
、
一
│
二
三
頁
）。

 

（
11
）　
左
近
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
79
）、「
哀
歌
」（
五
章
）
は
、
次
の
よ
う
に
、
対
抗
証
言
の
ま
ま
に
締
め
く
く
ら
れ
る
。「
16 

冠
は
頭
か
ら
落
ち
た
。
い

か
に
災
い
な
こ
と
か
。
わ
た
し
た
ち
は
罪
を
犯
し
た
の
だ
。
17 

そ
れ
ゆ
え
、
心
は
病
み
／
こ
の
有
様
に
目
は
か
す
ん
で
ゆ
く
。
18 

シ
オ
ン
の
山
は
荒
れ
果

て
、
狐
が
そ
こ
を
行
く
。
19 

主
よ
、
あ
な
た
は
と
こ
し
え
に
い
ま
し
／
代
々
に
続
く
御
座
に
い
ま
す
方
。
20 

な
ぜ
、
い
つ
ま
で
も
わ
た
し
た
ち
を
忘
れ
／

果
て
し
な
く
見
捨
て
て
お
か
れ
る
の
で
す
か
。
21 

主
よ
、
御
も
と
に
立
ち
帰
ら
せ
て
く
だ
さ
い
／
わ
た
し
た
ち
は
立
ち
帰
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
日
々

を
新
し
く
し
て
／
昔
の
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
22 

あ
な
た
は
激
し
く
憤
り
／
わ
た
し
た
ち
を
ま
っ
た
く
見
捨
て
ら
れ
ま
し
た
。」
な
お
、
左
近
の
エ
レ
ミ

ア
書
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
、
次
の
文
献
が
存
在
す
る
。
左
近
豊
『
エ
レ
ミ
ア
書
を
読
も
う 

│ 

悲
嘆
か
ら
い
の
ち
へ
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、

二
〇
一
八
年
。

 

（
12
）　
山
浦
玄
嗣
『「
な
ぜ
」
と
問
わ
な
い

　
3
・
11
後
を
生
き
る
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
四
八
│
四
九
頁
。

 

（
13
）　
神
義
論
（T

heodizee

）
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
造
語
で
あ
る
こ
と
は
、
神
義
論
が
い
か
な
る
問
い
で
あ
る
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
現
代
の
キ
リ
ス
ト

教
思
想
に
お
け
る
問
題
状
況
（
の
一
端
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
集
を
参
照
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｔ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
『
神
は
悪
の
問
題
に
答
え
ら
れ
る

か 

│ 

神
義
論
を
め
ぐ
る
五
つ
の
答
え
』
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
。

 

（
14
）　
ヨ
ブ
記
解
釈
に
つ
い
て
は
、
並
木
浩
一
の
次
の
著
作
を
参
照
。『「
ヨ
ブ
記
」
論
集
成
』
教
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、『
ヨ
ブ
記
の
全
体
像
』（
並
木
浩
一
著

作
集
1
）
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
。

 

（
15
）　
ユ
ン
グ
の
ヨ
ブ
記
解
釈
（『
ヨ
ブ
へ
の
答
え
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
）
に
対
し
て
、
並
木
は
、
最
近
の
ヨ
ブ
記
解
釈
を
論
じ
る
中
で
、
次
の
よ

う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（『
ヨ
ブ
記
の
全
体
像
』
六
七
│
六
九
頁
）。「
ユ
ン
グ
の
ヨ
ブ
論
は
彼
の
心
理
学
理
論
の
真
理
性
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
聖
書
学
の
レ
ベ
ル
で
の
学
説
と
し
て
彼
の
議
論
を
取
り
扱
い
、
そ
の
見
解
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
」（
六
八
頁
）。
つ
ま
り
、
ユ
ン

グ
の
ヨ
ブ
記
解
釈 

│ 「
神
の
非
道
徳
性
と
道
徳
に
お
け
る
神
に
対
す
る
人
間
の
優
位
」 

│ 

は
、
神
義
論
に
お
い
て
問
わ
れ
る
事
柄
に
対
す
る
ユ
ン
グ
心
理

学
の
妥
当
性
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 

（
16
）　
大
澤
と
ユ
ン
グ
に
も
共
有
さ
れ
た
「
神
は
ヨ
ブ
に
問
い
つ
め
ら
れ
た
た
め
に
、
彼
を
威
嚇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
『
神
の
弁
論
』
と

し
て
展
開
さ
れ
た
の
だ
」（
並
木
浩
一
『
ヨ
ブ
記
の
全
体
像
』
八
二
頁
）
と
い
う
ヨ
ブ
記
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
理
論
的
背
景
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
、

相
互
の
相
違
点
を
含
め
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
ヨ
ブ
記
解
釈
を
新
約
聖
書
に
関
連
づ
け
て
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
の
展
開
を
含
め
た
論
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二
二

述
の
比
較
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
な
お
、
ユ
ン
グ
に
関
し
て
は
、『
ヨ
ブ
へ
の
答
え
』
の
邦
訳
者
で
あ
る
林
道
義
の
「
訳
者
解
説
」
を
参
照
い
た
だ
き

た
い
。

 

（
17
）　
た
と
え
ば
、
近
藤
勝
彦
は
『
い
ま
、
震
災
・
原
発
・
憲
法
を
考
え
る 

│ 

続
・
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
政
策
』（
教
文
館
、
二
〇
一
五
年
、
四
九
│
五
〇

頁
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
大
震
災
の
惨
状
は
冷
酷
で
悲
惨
で
す
。
…
…
こ
こ
か
ら
『
神
義
論
』
の
問
題
に
入
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
神
の
義
を
問
う
よ
り
も
、
人
間
の
救
い
を
問
い
た
い
と
思
い
ま
す
。『
神
に
義
が
あ
る
か
』
と
問
う
こ
と
は
人
間
の
苦
難
の
中
か
ら
時
に
は
や
む
を
得

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
神
学
的
な
解
答
は
人
間
の
苦
難
の
中
か
ら
で
な
く
、
神
の
啓
示
の
中
か
ら
、
そ
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
お
け
る
神
ご
自

身
の
苦
難
の
中
か
ら
求
め
る
も
の
で
す
。
本
当
に
苦
難
の
中
に
あ
っ
た
ら
、
人
間
は
救
い
を
求
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
神
義
論
の
用
語
を
も
っ
て

し
て
も
、
実
際
に
は
救
済
を
問
う
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。」

 

（
18
）　
ク
ロ
ッ
サ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。John D

om
inic C

rossan, T
he H

istorical Jesus. T
he L

ife of a M
editerranean Jew

ish 

Peasant, H
arperSanF

rancisco, 1992.

　
芦
名
定
道
・
小
原
克
博
『
キ
リ
ス
ト
教
と
現
代 

│ 

終
末
思
想
の
歴
史
的
展
開
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
一
年

（
特
に
、
第
二
章
）。

　

 

（
19
）　
神
学
的
文
明
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
。
芦
名
定
道
「
文
明
論
を
神
学
す
る 

│ 

都
市
と
キ
リ
ス
ト
教
」（『
福
音
と
世
界
』2018.12

、
新

教
出
版
社
、
六
〇
│
六
六
頁
）。

 

（
20
）　
こ
こ
に
は
、
諸
宗
教
相
互
の
間
の
共
通
の
言
葉
と
、
宗
教
と
世
俗
と
の
間
の
共
通
の
言
葉
と
い
う
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
る
。
宗
教
と
世
俗
と
の
間
で

の
問
題
状
況
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
従
来
は
共
通
の
言
葉
が
見
出
し
に
く
か
っ
た
相
手
と
も
、
相
互
の
翻
訳
と
い
う
仕
方
で
の
議
論
の
共
有
が
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
宗
教
論
に
つ
い
て
、
次
の
文
献
を
参
照
。
後
藤
正
英
「
世
俗
と
宗

教
の
翻
訳
可
能
性
」（
宗
教
哲
学
会
『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
32
号
、
二
〇
一
五
年
、
四
二
│
五
四
頁
）。
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Historical event can be a decisive turning point in history of thought. In 
Christian thought, Auschwitz and Hiroshima have often been positioned as 
such. Events of 3 ･ 11 (East Japan great earthquake and Fukushima nuclear 
power plant accident) will be events to be memorized in the same meaning. 
Here is the reason to make a question “after Fukushima”. The passage of the 
eight years is enough to arrange the trends of Christian thought after “Fukushima” 
and to view the issues. While paying attention to this point, to discuss the pos-
sibility of Christian thought “after Fukushima” is the subject of this paper.

The discussion will proceed as follows. First of all, we outline the trends of 
Christian thought after 3 ･ 11, and then we will take out two things: how to read 
the Bible and how to capture this historical event as Christian thought. We will 
examine each of them in detail. From these considerations, it is indicated that 
we must establish a philosophical and theological basis that enables long-term 
efforts on nuclear power, and rebuild “theology of science and technology” 
which remained inadequate after the modern period.
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