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そ
の
文
脈
と
し
て
考
慮
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

実
際
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
に
出
席
中
、
ボ
ヘ
ミ
ア
の

フ
ス
派
と
の
交
渉
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
務
め
て
お
り
、
当
時
執
筆

さ
れ
たD

e concordantia catholica

（1433/34,

以
下
『
カ
ト
リ
ッ
ク
的

調
和
』）
か
ら
は
、
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
民
族
国
家
（natio

）
間
の
不
和

の
問
題
を
自
ら
の
思
想
的
課
題
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
彼
の
イ
ス
ラ
ー
ム

へ
の
眼
差
し
も
そ
う
し
た
関
心
の
延
長
と
し
て
、
す
な
わ
ち
教
会
の
、
延

い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
全
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
の

現
れ
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
公
会
議
派
か
ら
教
皇
派
へ

立
場
を
変
え
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
教
会
と
の
一
致
を
模
索
す
る

た
め
に
、1437

年
に
教
皇
派
遣
団
の
一
員
と
し
て
バ
ー
ゼ
ル
か
ら
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
へ
向
か
っ
て
い
る
が
、
こ
の
機
に
彼
は
、
既
に
入
手

し
て
い
た
も
の
と
は
別
の
新
た
な
コ
ー
ラ
ン
の
翻
訳
を
求
め
て
い
た
と
見

ら
れ
て
い
る
。

『
信
仰
の
平
和
』
に
は
『
カ
ト
リ
ッ
ク
的
調
和
』
や
主
著D

e docta 
ignorantia

（1440, 

以
下
『
知
あ
る
無
知
』）
か
ら
の
概
念
の
継
続
的
な

使
用
も
散
見
さ
れ
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
思
想
に
お
け
る
一
定
の
継
続
性
が
認
め

ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
的
調
和
』
で
語
ら
れ
た
法
的
な
「
同

意
」（consensus

）
と
霊
的
意
味
を
持
つ
「
調
和
」（concordantia

）
は

共
に
、『
信
仰
の
平
和
』
で
語
ら
れ
る
「
平
和
」（pax

）
の
理
念
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
信
仰
の
平
和
』
の
冒
頭
で
描
か
れ
る
舞
台
設
定

で
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
の
「
観
」（visio

）
に
お
い
て
現
れ
た
「
至
高

の
者
た
ち
の
会
議
」（cincilius excelsorum

）、
つ
ま
り
諸
民
族
か
ら
の

17
人
の
賢
者
の
代
表
（raepresentatio

）
の
問
い
に
対
し
、
御
言
葉
、
ペ

〈
特
別
講
演
会
〉

ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
「
宗
教
間
対
話
」

―
―『
信
仰
の
平
和
』
を
中
心
に
―
―

島
　
田
　
勝
　
巳

１ 

．『
信
仰
の
平
和
』（D

e pace fidei, 1453

）：
テ
ク
ス
ト
と

コ
ン
テ
ク
ス
ト

本
発
表
で
は
、
15
世
紀
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
お
け
る
稀
代
の
教
会
人
／

思
想
家
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（N

icolaus Cusanus, 1401-1464

）

の
「
宗
教
」
及
び
「
対
話
」
を
め
ぐ
る
思
想
を
、
特
に
彼
のD

e pace fidei

（1453, 

以
下
『
信
仰
の
平
和
』）
を
中
心
に
検
討
し
た
。

『
信
仰
の
平
和
』
は
、1453

年
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
陥
落
直
後

に
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
時
局
的
性
格
に
視
線
が
向
け
ら
れ
が
ち

だ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
及
び
コ
ー
ラ
ン
に
対
す
る
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
関
心
は
、

彼
が
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
に
出
席
し
て
い
た1430

年
代
前
半
以
降
―
断
続

的
で
は
あ
る
が
―
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
事
情
の
背
後
に
は
、
教
会
の

「
一
性
」（unio

）
を
め
ぐ
る
彼
な
り
の
切
実
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。『
信

仰
の
平
和
』
の
読
解
に
も
、
こ
の
よ
う
な
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思
想
的
展
開
を
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単
数
形
で
は
「
一
つ
の
正
統
的
信
仰
」（una fides orthodoxa

）
を
指
す
。

同
様
に
本
書
の
タ
イ
ト
ル“

pax fidei”

に
も
、religio

の
単
数
形
で
の

含
意
が
認
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、religio

は“
fides,” “

natio,” 
“

ritus,” “
cultus,” “

secta”

と
い
っ
た
諸
概
念
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え

ら
れ
る
べ
き
概
念
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
う
し
た
諸
概
念
はreligio

の
構
成
要
素
を
な
す
も
の
の
、
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
全
体
的
に
見
れ
ば
、
複
数
存
在
す
るreligio

が
そ
れ
ぞ
れ
のnatio

を
基
盤
と
し
て
、
異
な
るritus

やcultus

を
持
つ
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で

語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
こ
で
は
各religio

の
あ
る
種
の
機

能
的
等
価
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、religio

を
め
ぐ
る
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
こ
う
し
た
語
り
は
、
複
数
の

「
宗
教
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
多
性
・
差
異
性
を
い
か
に

し
て
超
克
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
確
か
に
そ
れ
は
「
宗
教
寛
容
論
」
か
ら
「
宗
教
間
対
話
」

へ
と
視
界
を
広
げ
て
い
く
よ
う
な
可
能
性
を
宿
し
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の

religio

概
念
の
使
用
と
は
明
確
に
一
線
を
画
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
う
し
た
機
能
的
等
価
性
の
認

識
が
、
必
ず
し
も
価
値
的
中
立
性
を
担
保
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
近
代
的
な
―
特
に
リ
ベ
ラ
ル
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
か
ら
派

生
し
た
―
「
宗
教
」
概
念
に
そ
う
し
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
語
るreligio

は
ま
さ
に
そ
の
先
駆
的
形
態
と
言
え

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ト
ロ
、
パ
ウ
ロ
の
三
者
が
順
次
回
答
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。

代
表
に
よ
る
会
議
と
い
う
こ
の
設
定
に
も
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
的
調
和
』
の

基
調
が
反
映
し
て
い
る
。
一
方
で
、
果
た
し
て
そ
れ
が
真
に
「
宗
教
間
対

話
」
と
呼
び
得
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
以
下
で
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

２
．「
宗
教
」（religio

）
を
め
ぐ
る
問
い

『
信
仰
の
平
和
』
に
お
い
て
顕
著
な
の
は
、
諸
民
族
の
代
表
に
よ
る

「
対
話
」
と
い
う
設
定
に
お
い
て
、“religio”

の
概
念
が
独
特
の
含
意
で

用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
嚆
矢
と
し
て

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
点
で
も
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス

のreligio

の
理
解
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
性
が
持
つ
特
有
の
価
値

を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
一
者
が
把
捉
可
能
と
な
る
。「
多
様
な
儀

礼
の
中
の
一
つ
の
宗
教
」（“una religio in rituum

 varietate”

）
と
い
う

よ
く
知
ら
れ
た
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
宗

教
の
諸
形
態
は
そ
の
多
性
や
差
異
性
に
よ
っ
て
そ
の
統
一
性
や
普
遍
性
に

対
す
る
矛
盾
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
普
遍
性
の
必
然

的
表
現
と
し
て
現
れ
る
。
こ
う
し
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
議
論
に
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
は
「
宗
教
寛
容
論
」
の
先
駆
的
な
形
を
見
出
し
た
。

だ
が
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
のreligio

概
念
は
よ
り
多
義

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
そ
れ
は
複
数
形
と
単
数

形
双
方
で
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
双
方
の
用
法
が
関
連
す
る
諸
概
念
の
意
味

と
微
妙
に
重
な
り
合
い
、
ま
た
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

全
体
的
に
見
る
と
、
複
数
形
で
は
個
々
の
信
仰
集
団
（sectae

）
を
表
し
、
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さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。（
傍
点
引
用
者
）

“
Et quoniam

 om
nium

 spes est aliquando consequi posse 
felicitatem

, propter quam
 est om

nis religio, nec in hoc cadit 
deceptio

―quia haec spes om
nibus com

m
unis est ex connato 

desiderio, ad quam
 sequitur religio, quae pariform

iter om
nibus 

consequenter connata existit

―, hinc video hunc m
agistrum

 
et m

ediatorem
, naturae hum

anae suprem
itatem

 perfectionis et 
principatum

 tenentem
, ab om

nibus praesupponi.” D
e pace fidei, 

X
III, 45.

ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
幸
福
に
到
達
し
た
い
と
い
う
希
望
を
本

有
的
希
求
と
し
て
持
つ
一
方
、
そ
の
希
求
を
得
よ
う
と
努
め
る
宗
教
も
ま

た
、
万
人
に
本
有
的
な
も
の
と
し
て
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
彼
のreligio

概
念
の
核
心
に
あ
る
の
が
、
人
間
の
本
有
的

希
求connatum

 desiderium

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
だ
が
こ
こ

で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
が
神
人
キ
リ
ス
ト
の
存
在
を
前
提

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
位
格
的

結
合
」unio hypostatica

を
根
拠
と
す
る
議
論
で
、『
知
あ
る
無
知
』
以

降
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
神
学
思
想
の
脊
梁
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
議
論
は
さ
ら
に
、
人
間
の
本
性
の
、
神
の
不
死
な
る
本
性
へ
の
結

合
を
前
提
と
す
る
復
活
信
仰
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
ク

ザ
ー
ヌ
ス
が
語
るreligio

が
不
死
性im

m
ortalitas

の
問
題
と
直
結
し
て

い
る
こ
と
は
、
既
に1450

年
の
『
精
神
に
つ
い
て
』（Idiota de m

ente, 
X

V. N
. 159

）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
本
有
的
宗

３
．Religio

概
念
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
的
含
意

重
要
な
の
は
、『
信
仰
の
平
和
』
のreligio

概
念
が
そ
の
核
と
し
て
い

る
ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
の
キ
リ
ス
ト
論
的
主
張

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、1440

年
に
著
し
た
『
知
あ
る
無
知
』
第
三

巻
に
お
い
て
既
に
、「
キ
リ
ス
ト
を
仲
保
者
、
救
い
主
、
神
人
、
道
、
生

命
、
真
理
と
し
て
包
含
す
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
を
彼
ら
が
も
っ
と
も
希
求

す
る
平
和
と
い
う
究
極
目
的
へ
と
導
く
完
全
な
宗
教
な
ど
存
在
し
な
い
。」

（
…nullam

 perfectam
 religionem

 hom
ines ad ultim

um
 desideratissim

um
 

pacis finem
 ducentem

 esse, quae Christum
 non am

plectitur m
ediatorem

 
et salvatorem

, deum
 et hom

inem
, viam

, vitam
, et veritatem

. D
e docta 

ignorantia, III, V
III, 229

）
と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
と
っ

て
、
人
々
が
希
求
す
る
平
和
へ
と
導
く
宗
教
と
は
、
キ
リ
ス
ト
を
仲
介
者
、

救
い
主
、
神
人
と
し
て
奉
じ
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
信
仰
の
平
和
』
で

は
次
の
よ
う
な
同
様
の
趣
旨
の
発
言
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
万
人
の
希
望
は
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
す
べ
て
の
宗
教
が
存
在

し
て
い
る
（
と
こ
ろ
の
）
幸
福
に
い
つ
か
は
達
し
得
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
に
は
欺
瞞
は
あ
り
ま
せ
ん
―
と
い
う
の
も
、
万
人
に

共
通
の
こ
の
希
望
は
本
有
的
希
求
に
由
来
し
て
お
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
同
様
に
万
人

0

0

に
お
い
て
本
有
的
な
も
の
と
し
て
現
存
し
て
い
る
宗
教
が
そ
の
希
求

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
得
よ
う
と
努
め
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
か
ら
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
に

も
、
人
間
の
本
性
の
完
成

0

0

0

0

0

0

0

0

の
最
先
端
と
最
上
位
を
保
持
し
て
い
る
こ0

の
学
匠
か
つ
仲
保
者

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
神
人
キ
リ
ス
ト
〕
が
、
万
人
に
よ
っ
て
前
提
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教
」connata religio

が
「
わ
れ
わ
れ
に
は
本
性
的
に
わ
れ
わ
れ
の
精
神

の
不
死
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」（
…nobis esse 

naturaliter inditam
 nostrae m

entis im
m

ortalitatem
 ostendit.

）。
こ
こ

で
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
『
精
神
に
つ
い
て
』
で
は
明
確
に
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
論
的
前
提
が
、『
信
仰
の
平
和
』
のreligio

概
念
に

お
い
て
前
景
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
人
間
の
本
性
が
神
の
不
死
な
る
本

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

性
に
合
一
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
ペ
ト

ロ
の
口
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
も
そ
の
信
仰
が
こ
の
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
な

ら
ば
、
人
間
の
本
性
そ
の
も
の
が
既
に
優
先
的
に
あ
る
人
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

神
の
本
性
に
結
合
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
人
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
種
の
顔
」
で
あ
り
―
ア
ラ
ブ
人
や
ユ
ダ
ヤ

人
が
キ
リ
ス
ト
と
称
し
て
い
る
―
最
も
高
き
メ
シ
ア
に
し
て
キ
リ
ス

ト
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
人
々
（
の
意
見
）
に
よ
れ

ば
、
彼
は
神
に
最
も
近
い
人
で
あ
り
、
彼
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
本
性
が
優
先
的
に
神
に
結
合
さ
れ
て
い
る
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
す
。
そ
れ
ゆ
え

彼
は
万
物
の
救
済
者
で
あ
り
、
仲
介
者
な
の
で
す
。
一
な
る

0

0

0

、
ま
た

0

0

そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
間
が
人
間
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
と
こ
ろ
の
）
人
間

0

0

本
性
は

0

0

0

、
彼
と
同
じ
本
性
を
持
つ
す
べ
て
の
人
間
が
死
者
か
ら
の
復

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

活
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
彼
に
お
い
て
神
的
な
不
死
な
る
本
性
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

結
合
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
。（
傍
点
引
用
者
）

0

“
Si igitur hoc fides habet, ergo ipsa natura hum

ana in aliquo 
hom

ine prioriter unitur divinae, in illo scilicet qui est facies 

om
nium

 gentium
 et altissim

us M
essias et C

hristus, prout 
nom

inant Christum
 A

rabes et Iudaei. H
ic enim

, D
eo secundum

 
om

nes proxim
us, erit ille in quo om

nium
 hom

inum
 natura 

prioriter unitur D
eo. O

b hoc ipse est salvator et m
ediator 

om
nium

 in quo natura hum
ana, quae est una et per quam

 om
nes 

hom
ines hom

ines sunt, unitur divinae et im
m

ortali naturae, ut 
sic om

nes hom
ines eiusdem

 naturae assequantur resurrectionem
 

a m
ortuis. ”

D
e pace fidei, X

III, 43.

こ
う
し
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
位
格
的
合
一
」、
す

な
わ
ち
神
人
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
間
性
の
合
一
を
前
提
と
し

て
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
人
間
性
が
不
死
性
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
と
同
じ
人
間
（
本
）
性
を
持
つ
す
べ
て
の
人
間
も
復
活
を
獲
得

で
き
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
論
脈
か
ら
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の

religio

概
念
に
伏
在
す
る
キ
リ
ス
ト
論
的
含
意
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４ 

．
結
語
：「
宗
教
」
間
「
対
話
」
に
お
け
る
『
信
仰
の
平
和
』

の
意
義

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
信
仰
の
平
和
』
の
綿
密
な
読
解
に
よ
っ
て

浮
か
び
上
が
る
の
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
「
対
話
」
論
的
な
性
格
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
〝
対
話
〞
的
な
体
裁
を
と
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
論

的
企
図
と
も
呼
ぶ
べ
き
相
貌
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
基
調
と
す
る
「
宗
教
的
／
民
族
的
」
多
様
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性
に
対
す
る
肯
定
的
に
も
見
え
る
姿
勢
は
、
そ
れ
以
前
の
ス
コ
ラ
学
的
言

説
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
武
器
に
よ
る
闘
い

（
十
字
軍
）
で
は
な
く
、
言
葉
（
解
釈
）
に
よ
る
説
得
と
い
う
ク
ザ
ー
ヌ

ス
の
基
本
的
態
度
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
あ
る
明
確
な
緊
張
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
決
し
て

強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
多
様
で
相
対
的
なritus

やcultus

と
、
キ
リ
ス
ト
教
正
統
教
義
（
キ
リ
ス
ト
論
）
の
絶
対
的
な
特
異
性
を
め

ぐ
る
矛
盾
は
、
し
ば
し
ば
ク
ザ
ー
ヌ
ス
思
想
の
指
標
と
し
て
も
語
ら
れ
る

「
対
立
の
一
致
」coincidentia oppositorum

の
理
念
に
悖
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、『
信
仰
の
平
和
』
に
お
け
るreligio

概
念
の
今
日
的
意

義
は
、「
宗
教
間
対
話
」
の
可
能
性
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
本
質

的
な
難
し
さ
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
点
に
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

 

（
天
理
大
学
）
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な
論
理
関
係
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
神
学
、
形
而
上
学
、
自
然

学
、
医
学
、
等
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
技
法
（「
結
合
術
（ars 

conbinatoria

）」）
が
「
術
」
の
実
質
を
な
す
。
が
、「
術
」
開
発
の
目
的

は
あ
く
ま
で
、
各
宗
教
が
奉
ず
る
「
権
威
」（
聖
典
、
教
会
制
度
）
に
拠

る
こ
と
な
く
、
普
遍
的
な
知
性
の
み
に
基
い
て
、
す
な
わ
ち
「
証
明
力
あ

る
必
然
の
理
路
（ratio necessaria et dem

onstrativa

）」
の
み
に
拠
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
内
容
、
と
り
わ
け
三
位
一
体
と
神
の
子
の
受
肉
の
教

義
を
論
証
し
、
武
力
を
用
い
ず
し
て
万
人
を
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
で
は
、「
術
」
が
機
能
し
て
異
教
徒
を
キ
リ
ス
ト
教
に

改
宗
さ
せ
る
対
話
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
れ

を
「
物
語
」
と
し
て
描
い
た
の
が
、『
異
教
徒
と
三
賢
者
の
書
（Liber de 

gentili et tribus sapientibus

）』
で
あ
る
。

同
書
で
は
、
諸
宗
教
が
敵
対
し
あ
う
現
実
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、

自
然
豊
か
な
森
の
中
が
、
対
話
の
舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
三
人
の
賢
者
と
、
哲
学
の
知

識
は
あ
る
が
「
宗
教
」
を
も
た
な
い
「
異
教
徒
」（
神
を
知
ら
ず
、
死
後

の
不
安
に
苛
ま
れ
て
い
る
。
無
宗
教
者
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
）
が
出

逢
い
、
お
互
い
の
「
宗
教
」
に
つ
い
て
話
し
は
じ
め
る
。
な
お
、
ル
ル
ス

はreligio

と
い
う
語
は
用
い
ず
、
一
貫
し
てlex

（
法
）
と
い
う
語
を
用

い
る
。
宗
教
と
は
、
法
と
し
て
実
定
的
に
規
定
さ
れ
た
信
条
を
真
理
と
し

て
受
容
し
、そ
れ
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
、と
理
解
さ
れ
て
い
る
（religio

は
、
中
世
で
は
専
ら
「
敬
虔
」「
敬
神
」
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
、

今
日
の
「
宗
教
」
の
意
味
に
な
る
の
は
早
く
て
近
世
以
降
）。

〈
特
別
講
演
会
〉

ラ
イ
ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ル
ル
ス
の
「
宗
教
間
対
話
」

―
―
協
和
と
他
者
性
―
―

鶴
　
岡
　
賀
　
雄

一　
『
異
教
徒
と
三
賢
者
の
書
』
に
お
け
る
「
宗
教
間
対
話
」

ラ
イ
ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ル
ル
ス
（1232/33-1315/16
）
は
、
記
号
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
よ
る
一
種
の
論
証
法
（「
ル
ル
ス
の
術
」
と
呼
ば
れ
る
）

を
編
み
出
し
て
後
世
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
特
異
な
哲
学
者
だ

が
、
こ
の
「
術
」
は
元
来
、
ム
ス
リ
ム
（
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
徒
）
を
キ
リ

ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
手
段
と
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
本
提
題

は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一
神
教
間
の
「
宗
教
間
対
話
」
を
試
み
た

と
も
見
え
る
ル
ル
ス
の
活
動
を
紹
介
し
、
と
く
に
彼
が
め
ざ
し
た
宣
教
的

対
話
が
な
さ
れ
る
べ
き
「
思
想
空
間
」
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
指

す
。
そ
こ
に
、
現
代
の
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
問
題
系
に
な
ん
ら
か
資
す
る

も
の
を
探
り
た
い
、
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
る
。

「
術
」
の
基
本
的
ア
イ
デ
ア
は
、
神
の
い
く
つ
か
の
基
本
性
格
（「
デ
ィ

グ
ニ
タ
ス
」）
や
世
界
の
構
成
要
素
、
お
よ
び
そ
れ
ら
相
互
の
可
能
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さ
て
、
宗
教
の
信
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
法
」
を
不
可
侵
の
「
権
威

（auctoritas

）」
と
し
て
奉
じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
宗
教
間
の
合
意
形
成
は
困

難
に
見
え
る
。
し
か
し
「
術
」
を
用
い
た
知
性
的
対
話
に
よ
っ
て
、
信
条

に
つ
い
て
の
合
意
に
達
し
う
る
、
と
い
う
の
が
ル
ル
ス
の
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
は
要
件
が
あ
る
。

一
つ
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
の
知
性
、
お
よ
び
基
本
的
倫
理
感

の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
三
賢
者
の
書
』
で
は
、
対
話
の
場

面
に
生
え
て
い
る
五
本
の
知
恵
の
樹
と
、
そ
の
傍
ら
に
立
つ
「
知
性
婦

人
（Intelligentia

）」
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
知
恵
の
樹
に
は

多
く
の
花
が
咲
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
花
に
は
、「
善
（Bonitas

）」、「
偉
大

（M
agnitudo

）」、「
永
遠
（A

eternitas
）」、「
力
能
（Potestas

）」、「
知

恵
（Sapientia

）」、「
意
志
（Voluntas
）」、「
徳
力
（Virtus

）」、「
真
理

（Veritas

）」、「
栄
光
（G

loria

）」
と
い
う
神
の
七
つ
の
デ
ィ
グ
ニ
タ
ス
、

三
対
神
徳
、
四
枢
要
徳
、
七
つ
の
悪
徳
の
ど
れ
か
が
、
花
ご
と
に
二
つ
組

み
合
わ
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
宗
教
を
め
ぐ
る
対
話
が
成

り
立
つ
条
件
と
し
て
、
誰
も
が
従
う
知
性
の
支
配
と
、
誰
も
が
認
め
る
基

本
語
彙
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
欠
い
て
は
、
対
話
は
知
的

理
路
を
た
ど
れ
ず
、
ま
た
論
点
は
拡
散
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
真
の
救
い
を
求
め
る
異
教
徒
の
存
在
で
あ
る
。
異
教
徒

と
は
、
自
然
的
・
生
来
的
に
備
わ
っ
て
い
る
知
性
と
上
記
の
価
値
観
は
有

す
る
が
、
神
の
存
在
も
、
神
の
啓
示
に
よ
る
「
法
」
も
知
ら
な
い
。
た
だ

し
、
死
後
の
不
安
に
と
ら
え
ら
れ
、
真
率
に
救
済
を
求
め
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
彼
は
、
三
宗
教
か
ら
完
全
に
等
距
離
な
視
点
か
ら
、
知
性
的
判
断

の
み
に
拠
っ
て
、
三
宗
教
の
ど
れ
が
真
理
な
の
か
を
、
い
わ
ば
し
が
ら
み

な
く
判
断
で
き
る
。
こ
の
「
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
（
ど
れ
に
も
帰
属
し
な
い
）」

な
観
点
の
設
定
が
、「
宗
教
間
対
話
」
の
実
質
的
な
起
動
因
な
の
で
あ
る
。

賢
者
た
ち
は
、
自
分
の
宗
教
（
法
）
こ
そ
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
異
教

徒
に
向
け
て
説
こ
う
と
す
る
。
弁
証
は
二
段
階
で
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
三

つ
の
一
神
教
に
共
通
の
、
唯
一
神
の
存
在
、
神
に
よ
る
全
世
界
の
創
造
、

人
間
の
魂
の
不
死
性
（
死
後
の
復
活
と
審
判
）、
等
が
、
知
恵
の
樹
の
花

を
用
い
て
論
証
さ
れ
る
。「
術
」
の
ミ
ニ
マ
ル
な
実
演
と
い
え
る
。
な
お
、

こ
の
段
階
で
は
三
賢
者
の
誰
が
論
証
す
る
の
か
は
示
さ
れ
な
い
。
三
宗
教

に
共
通
な
レ
ベ
ル
で
の
真
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
論
証
に
異
教
徒
は
納
得

し
、
唯
一
の
神
の
実
在
と
、
魂
の
死
後
の
復
活
と
救
い
を
確
信
し
、
歓
喜

す
る
。
と
こ
ろ
が
直
ち
に
、
以
前
よ
り
も
っ
と
大
き
な
悲
嘆
に
陥
る
。
こ

れ
以
上
の
具
体
的
（
＝
実
定
的
）
信
仰
内
容
（
法
）
に
つ
い
て
は
、
三
宗

教
ご
と
に
異
な
り
、
あ
い
争
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

物
語
で
は
、
続
い
て
三
賢
者
が
順
番
に
、
自
分
の
宗
教
（
法
）
の
信
条

に
つ
い
て
、
知
恵
の
樹
の
花
を
用
い
て
異
教
徒
に
説
明
す
る
。
そ
し
て
最

終
的
に
、
ど
の
宗
教
が
真
理
な
の
か
の
判
定
を
異
教
徒
に
委
ね
よ
う
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
明
が
同
書
の
本
体
部
を
な
す
が
、
三
賢
者
の
説

明
は
宗
教
史
的
に
見
て
も
概
し
て
正
確
で
あ
り
、
ル
ル
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
や

イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
内
容
を
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
い
よ
い
よ
異
教
徒
の
最
終
判
断
が
下
さ
れ
る
段
に
な
っ
て

あ
る
事
件
が
起
こ
り
、
異
教
徒
の
決
断
は
示
さ
れ
な
い
ま
ま
物
語
は
お
わ

る
。
意
外
な
結
末
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
が
前
提
さ
れ
な
い
未
決

定
で
あ
る
地
平
で
こ
そ
、
公
平
な
知
性
の
み
に
導
か
れ
た
対
話
は
な
さ
れ

る
の
だ
と
の
含
意
が
感
じ
取
れ
る
。
ル
ル
ス
の
文
学
的
工
夫
だ
ろ
う
。
三
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賢
者
も
、
異
教
徒
の
判
断
を
聞
か
な
い
ほ
う
が
対
話
が
こ
れ
か
ら
も
続
け

ら
れ
る
と
し
て
、
明
日
の
再
会
を
約
束
し
て
別
れ
る
と
こ
ろ
で
物
語
は
閉

じ
ら
れ
る
。

二 　

協
和
と
他
者
性
―
―
新
た
な
「
宗
教
」
概
念
の
も
と
で

の
宗
教
間
対
話
に
む
け
て

『
異
教
徒
と
三
賢
者
の
書
』
で
描
か
れ
た
宗
教
間
対
話
を
あ
え
て
現
代

的
視
点
か
ら
み
る
と
き
、
そ
の
「
限
界
」
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ル
ル
ス

は
、「
必
然
的
理
性
」
の
み
に
拠
る
と
す
る
「
術
」
の
論
証
を
以
て
す
れ

ば
、
普
遍
的
知
性
と
世
界
認
識
の
基
本
語
彙
と
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
ム
ス
リ
ム
も
異
教
徒
（
無
宗
教
者
）
も
、

キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
必
然
的
に
承
認
す
る
は
ず
だ
、
と
す
る
。
そ
こ
で

は
、
知
性
（
哲
学
）
の
水
準
を
超
え
る
「
神
秘
」、
あ
る
い
は
知
性
と
本

来
的
に
異
質
な
「
信
仰
」
の
次
元
（
こ
れ
は
、
ス
コ
ラ
神
学
の
中
で
も
次

第
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
宗
教
改
革
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で

は
決
定
的
な
意
義
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
）
は
、「
術
」
独
特
の
論

理
の
中
に
解
消
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
当
然
な
が
ら
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一

神
教
」
と
は
異
な
る
「
ア
ジ
ア
」
や
「
古
代
」
の
諸
宗
教
の
思
考
法
は
、

彼
の
知
識
の
中
に
は
無
か
っ
た
。
こ
れ
ら
、「
西
欧
の
他
者
」
の
発
見
が
、

近
代
の
宗
教
諸
学
を
生
ん
で
い
く
の
だ
が
。

ま
た
、
ル
ル
ス
の
「
術
」
で
は
、「
協
和
（convenientia

）」
な
い
し

「
調
和
（concordantia

）」
と
い
う
概
念
が
枢
要
な
役
割
を
に
な
う
。「
協

和
」
と
は
、
一
般
化
す
れ
ば
、
二
つ
（
以
上
）
の
異
な
る
も
の
が
、
同
じ

場
所
―
―
論
理
的
場
所
で
あ
る
が
、
物
理
的
場
所
で
も
よ
い
だ
ろ
う
―
―

に
置
か
れ
た
と
き
に
、
互
い
に
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
同
一
化
す
る

の
で
も
な
く
、
差
異
を
保
っ
た
ま
ま
で
互
換
性
を
も
つ
ま
で
に
あ
い
和

し
、
あ
い
俟
っ
て
な
ん
ら
か
の
新
た
な
も
の
を
生
み
出
す
、
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
新
た
な
真
理
を
帰
結
す
る
理
路
を
発
生
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
関

係
性
で
あ
る
。
神
の
諸
デ
ィ
グ
ニ
タ
ス
の
協
和
的
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
神
学
上
の
諸
真
理
を
発
見
し
証
明
し
て
い
く
の
が
、「
結
合
術
」
な
の

だ
っ
た
。
し
か
し
ル
ル
ス
は
こ
の
、
そ
れ
自
体
で
は
意
義
深
い
「
協
和
」

関
係
を
、「
宗
教
」
相
互
間
に
想
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
諸
宗
教
が
差

異
を
肯
定
的
に
保
ち
つ
つ
共
存
す
る
こ
と
で
宗
教
世
界
自
体
が
豊
か
に
な

る
、
と
い
う
「
現
代
的
宗
教
間
対
話
」
の
一
つ
の
理
想
の
方
に
は
進
ま
な

い
。
三
宗
教
は
「
術
」
の
論
証
に
し
た
が
っ
て
、
結
局
「
唯
一
の
」
キ
リ

ス
ト
教
に
改
宗
す
る
「
は
ず
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
論
法
に
は
、「
他
」

宗
教
を
、
自
ら
が
設
定
す
る
知
的
対
話
空
間
自
体
に
そ
も
そ
も
入
り
え

な
い
「
他
者
」
と
し
て
見
る
視
点
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ル
ル
ス
の
「
対

話
」
論
を
現
代
の
宗
教
研
究
状
況
か
ら
見
る
こ
と
で
浮
き
上
が
っ
て
く
る

の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
、「
宗
教
」
と
し
て

の
近
さ
で
あ
る
。
ル
ル
ス
は
、
三
宗
教
相
互
の
、
異
質
性
よ
り
も
「
近

さ
」
を
見
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
三
宗
教
は
、
共
通
の

水
準
、
地
平
か
ら
発
し
て
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
に
平
和
裡
に
統
合
さ
れ
る

は
ず
だ
と
す
る
ル
ル
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
三
宗
教
が
そ
も
そ
も
「
一
つ

の
宗
教
」
な
の
だ
と
捉
え
る
見
方
を
潜
在
的
に
提
出
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
ル
ル
ス
に
と
っ
て
三
宗
教
の
差
異
は
、「
宗
教
」
を
、「
法
と
そ

れ
へ
の
信
仰
（
＝
帰
属
）」
と
見
る
宗
教
観
を
共
通
前
提
と
し
た
う
え
で

の
、
実
定
法
レ
ベ
ル
で
の
違
い
と
言
え
る
。
近
代
以
降
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
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教
世
界
、
な
い
し
そ
こ
で
生
ま
れ
た
近
代
宗
教
学
が
直
面
し
て
い
る
問

題
は
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
宗
教
」
観
自
体
を
共
有
し
な
い
諸
「
宗

教
」―
―「
多
神
教
」、「
無
神
教
」（
仏
教
な
ど
）、「
汎
神
論
」、
と
い
っ

た
語
彙
が
、「
一
神
教
」
の
視
点
か
ら
構
築
さ
れ
た
―
―
の
「
対
話
」
の

次
元
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
設
定
す
る
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
指
摘
は
、
文
字
通
り
命
を
賭
け
て
な
さ
れ
た
ル
ル
ス
の
（
実

効
性
と
い
う
点
で
は
ほ
と
ん
ど
無
力
だ
っ
た
）
壮
図
を
、
現
代
の
問
題
関

心
か
ら
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
近
代
的
宗
教
概

念
」
以
前
の
道
具
立
て
で
試
み
ら
れ
た
か
れ
の
「
宗
教
間
対
話
」
の
理
論

枠
組
に
は
、「
近
代
的
宗
教
概
念
」
自
体
が
な
お
引
き
ず
る
西
欧
キ
リ
ス

ト
教
モ
デ
ル
の
「
宗
教
」
観
を
根
本
的
に
外
し
て
、「
宗
教
」
を
別
様
に

考
え
よ
う
と
す
る
際
に
着
目
す
べ
き
点
を
、
い
わ
ば
逆
照
射
す
る
よ
う
な

仕
方
で
際
立
た
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
講
演
は
そ
の
よ
う
に
ル
ル
ス

を
読
む
可
能
性
を
示
唆
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
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れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
先
立
つ
最
初
の
著
作
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』

（
一
〇
七
五
／
七
六
年
）
の
冒
頭
で
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
れ
か
ら
論
じ

る
テ
ー
マ
を
列
挙
し
た
の
ち
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
「
神
な
い
し
そ
の
被

造
物
に
つ
い
て
必
然
的
に
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
て
い
る
他
の
多
く
の
事
柄

を
、
聞
い
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
信
じ
て
い
な
い
た
め
に
、
知
ら
な
い

者
が
い
る
と
し
て
も
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
た
と
え
彼
ら
に
普
通
の
才

能
し
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
大
部
分
は
、
理
性
の
み
で
納
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る（
３
）」

と
述
べ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
最
高
の
本
質
で
あ
る

神
の
似
像
と
し
て
の
理
性
的
精
神
は
、
神
と
の
類
似
性
の
ゆ
え
に
、
他
の

被
造
物
と
比
較
し
て
、
神
の
認
識
に
最
も
近
づ
く
能
力
を
も
ち
、
そ
れ
は

キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
者
で
あ
れ
信
じ
な
い
者
で
あ
れ
、
同
等
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い（
４
）。
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
の
み
で
（sola ratione

）、
つ
ま
り
聖

書
の
権
威
に
拠
ら
ず
、
理
性
の
必
然
性
に
基
づ
く
論
証
に
よ
っ
て（
５
）、

一

な
る
神
に
つ
い
て
（D

e deo uno

）
そ
し
て
三
な
る
神
（D

e deo trino

）

に
つ
い
て
も
論
じ
る
本
書
は
、「
信
仰
の
根
拠
に
関
す
る
瞑
想
の
典
範
」

（Exem
plum

 m
edidandi de ratione fidei （

６
））

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
を
「
知
ら
な
い
者
」
を
説
得
す
る
と
い
う
護
教
的
な
意
図
を

も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
時
代
に
完
成
さ
れ
た
『
言
の
受
肉
に

関
す
る
書
簡
』（
一
〇
九
四
年
）
は
、
三
神
論
を
唱
え
た
と
さ
れ
る
ロ
ス

ケ
リ
ヌ
ス
の
異
端
を
理
性
の
み
に
よ
っ
て
論
駁
す
る
著
作
で
あ
る
。
本
書

は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
神
学
的
主
著
『
神
は
な
ぜ
人
間
と
な
っ
た
か
』
と
の

関
連
で
、
二
つ
の
重
要
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
に
本
書
は
、
そ
の

〈
特
別
講
演
会
〉

提
題
趣
旨
に
代
え
て

―
― 
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス 

（
一
〇
三
四

－

一
一
〇
九
年
）
の
場
合
―
―

矢
　
内
　
義
　
顕

K
・
バ
ル
ト
は
『
理
解
を
求
め
る
信
仰
―
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
神
の
存
在

証
明
』（
一
九
三
一
年
）
の
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
ア
ン
セ
ル

ム
ス
に
お
い
て
は
理
解
す
る
こ
と
（intelligere
）
が
、
必
然
性
に
基
づ

い
て
課
題
4

4

と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
さ
し
あ
た
り
問
う
の
は
こ
の
必
然
性

で
あ
る
。
確
か
に
、
論
争
的

－
護
教
的
な
証
明
4

4

の
意
図
を
指
摘
す
る
こ

と
は
、
す
ぐ
に
思
い
つ
く
こ
と
で
あ
る
し
、
間
違
い
で
は
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
は
表
面
を
な
で
て
い
る
に
す
ぎ
な
い（
１
）

」。
確
か
に
、『
プ
ロ
ス
ロ
ギ

オ
ン
』
は
当
初
「
理
解
を
求
め
る
信
仰
」（Fides quaerens intellectum
）

と
題
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
本
書
の
第
二
章
で
登
場
す
る
「
心
の
内
で
神
は

い
な
い
」
と
語
る
「
愚
か
者
」
も
第
五
章
以
降
は
姿
を
消
す（
２
）。

そ
れ
ゆ

え
、
バ
ル
ト
の
言
う
通
り
、
本
書
に
「
論
争
的

－

護
教
的
な
証
明
の
意

図
」
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
著
作
全
体

に
関
し
て
こ
の
こ
と
は
妥
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
彼
の
思
想
に
単
に

護
教
的
な
意
図
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
間
対
話
に
開
か
れ
た
思
想
は
見
出
さ
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拠
な
し
に
は
決
し
て
こ
の
信
仰
に
近
づ
こ
う
と
し
な
い
者
た
ち
の
論
難
を

私
が
提
示
す
る
こ
と
は
公
平
な
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
彼
ら
は
信
じ
な
い
か

ら
根
拠
を
求
め
、
私
た
ち
は
信
じ
る
か
ら
そ
れ
を
求
め
ま
す
。
し
か
し
、

私
た
ち
が
探
求
す
る
も
の
は
一
つ
で
同
じ
で
す）
10
（

」
と
述
べ
る
。　

対
話
と
い
う
形
式
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
ベ
ッ
ク
副
修
道
院
長
時
代
に

執
筆
し
た
『
真
理
に
つ
い
て
』
を
は
じ
め
と
す
る
四
つ
の
著
作
に
お
い
て

す
で
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
修
道
院
内
の
学
校
に
お
け
る
教
師
と
弟
子
の

対
話
が
再
現
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
本
書
は
架
空
と
は
い
え
、
ア
ン
セ

ル
ム
ス
と
「
不
信
の
徒
」
が
対
等
の
立
場
で
行
な
う
対
話
と
な
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
不
信
の
徒
」
と
は
誰
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の

か
。
本
書
の
末
尾
で
ボ
ソ
ー
は
、
上
述
の
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
の
言
葉
に
呼
応

す
る
か
の
よ
う
に
、「
先
生
（
ア
ン
セ
ル
ム
ス
）
は
、
理
性
の
み
で
ユ
ダ

ヤ
人
だ
け
で
な
く
、
異
教
徒
に
も
満
足
を
与
え
ま
し
た）
11
（

」
と
述
べ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
本
書
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
と
ユ
ダ
ヤ
人
あ
る
い
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス

と
「
異
教
徒
」（pagani

）
と
の
宗
教
的
対
話
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
「
異
教
徒
」
を
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
見
な
す
研
究
者
も
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
確
か
に
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
サ
ラ
セ
ン
人
に
言
及
す
る
書
簡
が

あ
り
、
ま
た
エ
ア
ド
メ
ル
ス
の
『
ア
ン
セ
ル
ム
ス
伝
』
で
は
、
彼
が
実
際

に
ム
ス
リ
ム
た
ち
と
接
触
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
本
書
執

筆
の
時
期
が
第
一
回
十
字
軍
（
一
〇
九
六

－

九
九
年
）
の
さ
な
か
だ
っ
た

こ
と
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い）
12
（

。
し
か
し
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
イ
ス

ラ
ー
ム
を
宗
教
的
な
脅
威
と
し
て
見
な
し
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
に

は
あ
ま
り
に
も
情
報
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

「
異
教
徒
」
を
同
定
す
る
こ
と
は
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
題
か
ら
す
る
と
受
肉
論
お
よ
び
救
済
論
を
扱
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

実
際
に
は
三
位
一
体
論
で
あ
り
、
な
ぜ
人
間
の
救
い
の
た
め
に
神
（
言
）

が
人
間
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い（
７
）。
第
二
は
他
な
ら
ぬ
論
敵
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
か
ら

提
起
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
本
書
の
第
二
章
で
、
ロ
ス

ケ
リ
ヌ
ス
が
「
異
教
徒
は
彼
ら
の
法
を
弁
護
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
彼
ら
の
律

法
を
弁
護
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
私
た
ち
の
信
仰

を
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
と
述
べ
る（
８
）。
第
一
の

点
は
『
神
は
な
ぜ
人
間
と
な
っ
た
か
』
の
主
題
そ
の
も
の
と
な
る
が
、
ア

ン
セ
ル
ム
ス
は
第
二
の
点
も
自
ら
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

『
神
は
な
ぜ
人
間
と
な
っ
た
か
』（
一
〇
九
八
年
）
は
、
そ
の
簡
潔
な
表

題
に
も
示
さ
れ
る
通
り
、
全
能
の
神
は
人
間
を
救
う
た
め
に
、
天
使
の
よ

う
な
被
造
物
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
し
、
意
志
だ
け
で
も
そ
れ
が

可
能
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
自
分
自
身
が
人
間
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
問
題
を（
９
）、
理
性
の
必
然
的
な
推
論
に
よ
っ
て
論
じ
、
伝
統

的
な
「
悪
魔
の
権
利
説
」
に
よ
る
「
贖
罪
」（redem

ptio

）
と
し
て
の
救

済
論
に
対
し
、「
償
罪
」（satisfactio

）
と
し
て
の
救
済
論
を
提
示
す
る
、

中
世
神
学
に
お
け
る
画
期
的
な
著
作
で
あ
る
。

本
書
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
と
彼
が
最
も
信
頼
す
る
弟
子
ボ
ソ
ー
と
の
対
話

と
い
う
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
対
話
に
お
い
て
ボ
ソ
ー
は
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
を
批
判
す
る
「
不
信
の
徒
」（infideles

）
の
役
割
を
引
き
受

け
、「
私
が
不
信
の
徒
の
言
葉
を
使
う
こ
と
を
我
慢
し
て
く
だ
さ
い
。
私

た
ち
が
自
分
た
ち
の
信
仰
の
根
拠
を
探
究
し
よ
う
と
努
め
る
さ
い
に
、
根
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い
ず
れ
に
せ
よ
、『
神
は
な
ぜ
人
間
と
な
っ
た
か
』
が
、
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
を
否
定
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
、
理
性
的
な
対
話
を
通
し
て
共
通
の

理
解
を
求
め
て
い
る
著
作
で
も
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
さ

い
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
彼
ら
に
対
し
て
改
宗
を
求
め
る
宣
教
的
な
意
図
を

も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
明
確
に
語
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
理
解
を
求
め
る
信
仰
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
を
も
つ
者
が
自
ら
の
信
仰
を
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
な
い
者
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
る
信
仰
を
も
つ
者

に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
（
三
位
一
体
・
受
肉
に
よ
る
救
済
）
に
関
す
る
理
解

を
求
め
、
理
性
に
よ
る
対
話
を
遂
行
す
る
信
仰
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う）
13
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
理
性
は
他
宗
教
と
の
対
話

へ
と
開
か
れ
て
は
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
宗
教
間
の
相
互
理
解
と
共
存
と
い

う
今
日
的
な
地
平
は
、
彼
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。

一
一
世
紀
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
場
合
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
別
と
し
て
、
宗
教

と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
知
識
は
、
上
述
の
よ
う
に
皆
無
と
い
っ

て
よ
い
。
し
か
し
一
二
世
紀
以
降
、
ペ
ト
ル
ス
・
ウ
ェ
ネ
ラ
ビ
リ
ス
の
企

画
に
よ
る
コ
ー
ラ
ン
の
ラ
テ
ン
語
訳
を
含
む
『
ト
レ
ド
集
成
』
を
は
じ
め

と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
情
報
が
し
だ
い
に
西
欧
世
界
に
入
っ
て

く
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
中
世
の
知
的
世
界
が
ど
の
よ
う
に
取
り
組
み
、

ま
た
そ
の
理
論
的
な
基
礎
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
が
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
際
、
中
世
全
体
に
渡
っ
て
こ
れ
を
取
り

上
げ
る
時
間
は
な
い
の
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
軍
事
的
脅
威
が
よ
り
現
実
的

に
な
っ
た
後
期
中
世
に
お
い
て
独
自
の
宗
教
間
対
話
を
提
示
し
た
二
人
の

思
想
家
、
一
三

－

一
四
世
紀
の
ラ
イ
ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ル
ル
ス
と
一
五
世
紀

の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
を
取
り
上
げ
、
前
者
に
つ
い
て
は
鶴
岡
賀

雄
氏
、
後
者
に
つ
い
て
は
島
田
勝
巳
氏
に
提
題
を
お
願
い
し
た
。

注（
１
）　K

. Barth, Fides quaerens intellectum
. A

nselm
s Bew

eis 
der Existenz G

ottes im
 Zusam

m
enhang seines theologischen 

Program
m

s, 1981, Theologischer Veralag Zürich, S. 13.

（
２
）　Proslogion, Prooem

ium
, 94, 7: cap. II, 101, 5-7.

本
稿
に
お
い

て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
テ
ク
ス
ト
は
、Sancti A

nselm
i Cantuariensis 

A
rchiepiscopi O

pera O
m

nia, 2 Bd. Ed. F. S. Schm
itt, O

. S. B., 
Stuttgart-Bd Cannstatt 1968

に
拠
り
、
そ
の
頁
・
行
数
も
記
す
。

（
３
）　M

onologion, cap. I, 13, 8-11.

（
４
）　Cf. Ibid., cap. X

X
X

I, LX
V

I, LX
V

II.

（
５
）　Cf. Ibid., Prologus, 7, 7-11.

（
６
）　Cf. Proslogion, Prooem

ium
, 94, 6-7.

（
７
）　Cf. Epistola de incarnatione verbi, X

, 26, 15-27, 1.

（
８
）　Cf. Ibid., II, 10, 20-21.

（
９
）　Cf. Cur deus hom

o, l. I, cap. I, 48, 2-5.

（
10
）　Cf. Ibid., l. I, cap. III, 50, 16-20.

（
11
）　Cf. Ibid., l. II, cap. X

X
II, 133, 8.

（
12
）　

以
上
の
記
述
に
関
し
て
は
、
矢
内
義
顕
「
ア
ン
セ
ル
ム
ス
と
十

字
軍
」『
文
化
論
集
』
第
25
号
（2004

）pp. 83-106

を
参
照
。

（
13
）　

以
上
の
点
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
矢
内
義
顕
「
カ
ン
タ
ベ
リ
ー

の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
け
る
理
性
と
信
仰
」（『
中
世
に
お
け
る
信
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仰
と
知
』
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
、
知
泉
書
館
、2013

年
、pp. 131-149

所
収
）
を
参
照
。

（
早
稲
田
大
学
商
学
部
）
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し
た
が
っ
て
第
二
節
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
ゴ
ス
と

み
な
す
「
弁
証
法
」
が
分
析
に
さ
れ
た
。
弁
証
法
は
、
形
式
的
に
言
え

ば
、
論
理
的
な
語
り
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
命
題S ist P

を
扱
う
推
論
方
法

で
あ
る
。
本
発
表
は
、
弁
証
法
の
特
徴
と
し
て
命
題
の
操
作
の
仕
方
に
着

目
し
、
弁
証
法
の
も
つ
推
論
構
造
と
、
真
な
る
命
題
か
ら
出
発
し
、
論
理

的
な
命
題
の
操
作
に
よ
っ
て
結
論
の
命
題
を
導
く
よ
う
な
形
式
的
な
推

論
と
を
次
の
よ
う
に
比
較
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
三
段
論
法
は
、
基
体

と
し
て
の
主
概
念
S
に
対
し
て
媒
概
念
を
通
じ
て
述
概
念
P
を
帰
属
さ

せ
る
操
作
で
あ
る
に
対
し
、
弁
証
法
は
、
主
概
念
S
の
定
立
を
起
点
と

し
、
そ
の
概
念
の
も
つ
構
造
を
実
際
に
展
開
す
る
こ
と
で
、
当
初
に
措

定
さ
れ
た
定
立
の
一
面
性
や
矛
盾
を
明
か
し
、
S
が
「
そ
の
う
ち
に
本

質
を
も
つ
」
と
こ
ろ
の
P
、
換
言
す
れ
ば
、
S
の
「
真
な
る
も
の
（das 

W
ahre

）」
と
し
て
の
P
を
導
く
と
い
う
操
作
で
あ
る
、
と
整
理
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
三
段
論
法
に
お
い
て
S
は
、
推
論
に
お
け
る
「
静
止
し
た
点
」

（
基
体
）
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
弁
証
法
に
お
い
て
S
は
、

運
動
す
る
主
体
と
し
て
、
自
体
的
な
S
と
し
て
は
否
定
さ
れ
る
が
、
ま

さ
に
そ
の
S
自
身
の
運
動
に
よ
っ
て
生
起
す
る
S
に
と
っ
て
の
「
真
な

る
も
の
」
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
弁
証
法
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
命
題
に
お
け
るist

を
、
基
体
へ
と
別

の
も
の
を
従
属
さ
せ
る
た
め
の
単
な
る
「
繋
辞
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で

は
な
く
、
基
体
を
主
体
と
し
て
運
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
も
の

へ
と
繋
げ
つ
つ
、
そ
の
別
の
も
の
の
う
ち
に
高
次
の
統
一
を
生
起
さ
せ

る
「
媒
介
的
統
一
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
と
判
明
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
弁
証
法
は
、
弁
証
法
が
語
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
が
「
真
実
に

〈
研
究
発
表
会
〉

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
存
在

－

神

－

論
」

―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
か
ら関

　
口
　
拓
　
海

本
発
表
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の1930/31
年
冬
学
期
講
義
「
ヘ
ー
ゲ
ル

『
精
神
現
象
学
』」
を
読
解
し
、
同
講
義
に
て
形
而
上
学
の
本
質
的
構
造
と

さ
れ
る
、「
存
在

－

神

－

論
」
概
念
を
め
ぐ
る
彼
の
思
考
を
精
査
す
る
こ
と

に
よ
り
、
次
の
二
点
の
課
題
に
あ
た
っ
た
。
１
．
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け

る
「
存
在

－

神

－

論
」
構
造
の
内
容
解
明　

２
．
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
「
存

在

－

神

－

論
」
的
構
造
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
の
相
違
点
の
明
確
化
、
で

あ
る
。

第
一
節
で
は
、
同
講
義
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
記
述
か
ら
「
存
在

－

神

－

論
」
概
念
の
形
式
的
構
造
を
確
認
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
同
概
念
は
、

〈
存
在
論
の
問
題
構
成
の
う
ち
に
、
神
と
い
う
最
高
存
在
者
と
し
て
の
超

越
項
を
、
論
理
的
に
必
要
と
す
る
理
論
構
成
〉
と
敷
衍
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、「
存
在

－

神

－

論
」
構
造
の
解
明
に
向
け
て
は
、
存
在
と
神
と
の
結
び

つ
き
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
論
理
、
す
な
わ
ち
「
ロ
ゴ
ス
」
の
は
た
ら
き

を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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に
絶
対
者
の
措
定
を
要
請
し
、
ま
た
、
こ
の
絶
対
者
を
テ
ロ
ス
と
し
な
が

ら
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
絶
対
者
の
「
う
ち
に
本
質
を
も
つ
」
も
の
と
し

て
弁
証
法
の
運
動
を
通
じ
て
存
在
論
的
に
根
拠
づ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
弁
証
法
か
ら
成
立
す
る
存
在
論
は
、
論
理
的
に
そ
の
体
系
内

の
超
越
項
を
最
高
存
在
者
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
際
に
存
在

は
最
高
存
在
者
か
ら
理
解
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
最
高
存
在
者
か
ら

限
定
さ
れ
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
出
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
存
在

－

神

－

論
」
の
構
造
で
あ
る
。

第
四
節
で
は
、
以
上
で
析
出
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
存
在

－

神

－

論
」

構
造
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
哲
学
と
の
相
違
点
の
明
確
化
が
試
み
ら

れ
、
両
者
の
「
存
在
」
概
念
が
対
比
さ
れ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て

は
、
存
在
は
決
し
て
存
在
者
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
現
存
在
に
対
し
て

独
立
し
て
そ
れ
自
体
で
現
実
存
在
す
る
よ
う
な
〈
何
か
〉
で
は
な
く
、
現

存
在
の
被
投
的
な
企
投
と
し
て
の
「
存
在
了
解
」
に
お
い
て
の
み
与
え
ら

れ
る
よ
う
な
、「
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
規
定
す
る
も
の
」
で
あ
り
、

こ
れ
が
現
存
在
と
存
在
者
と
の
出
会
い
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
現
存
在
が
存
在
者
的
次
元
を
超
え
て
、
常
に
既
に
存
在
へ
と
ア
ク
セ

ス
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
の
「
超
越
」
と
呼
び
、

こ
の
超
越
に
存
在
者
全
体
に
対
す
る
「
根
拠
作
用
」
を
見
出
し
て
い
る
。

他
方
、「
存
在

－

神

－

論
」
的
構
造
に
お
い
て
、
存
在
は
終
極
的
に
は
絶

対
者
自
身
で
あ
り
、
個
々
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
、
こ
の
絶
対
者
か
ら
の

限
定
と
い
う
仕
方
で
規
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
化
さ
れ
た
超
越

項
と
し
て
の
存
在
者
か
ら
存
在
が
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
現
存
在

は
」
何
で
あ
る
の
か
を
示
す
、
つ
ま
り
、
語
ら
れ
た
も
の
が
そ
こ
で
本
質

を
も
つ
と
こ
ろ
の
根
拠
と
し
て
の
「
真
な
る
も
の
」
を
生
起
さ
せ
る
理
論

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
弁
証
法
は
、
存
在
者
間
に
お

け
る
「
本
質
」
に
基
づ
い
た
存
在
論
的
な
根
拠
づ
け
関
係
を
成
立
さ
せ
て

い
る
。

第
三
節
で
は
、
前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
弁
証
法
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス

が
、
如
何
に
し
て
「
存
在

－

神

－

論
」
の
構
造
を
可
能
に
す
る
の
か
を
精

査
し
た
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
弁
証
法
は
、
語
ら
れ
た
も
の
の
限
定
性
を

あ
ら
わ
に
し
つ
つ
、
そ
れ
を
真
な
る
も
の
の
一
形
態
と
し
て
保
存
す
る
論

理
と
し
て
、〈
有
限
的
な
も
の
の
有
限
性
の
解
消
〉、
い
わ
ゆ
る
「
否
定
の

否
定
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
有
限
性
を
解
消
す
る
と
い

う
こ
の
よ
う
な
性
格
に
弁
証
法
の
「
無
限
性
」
を
認
め
る
の
だ
が
、
こ
の

無
限
性
は
、
弁
証
法
自
ら
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
弁
証
法
に
よ
る
否
定
の
運
動
は
、
途
中
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
あ
る

い
は
、
終
わ
り
を
も
た
ず
に
無
際
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
、
未
完
成

で
限
定
さ
れ
た
運
動
で
あ
っ
て
は
原
理
上
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
弁
証
法
は
自
ら
の
無
限
性
を
「
絶
対
的
」
に
展
開
し
な
く
て
は
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
に
論
理
的
に
措
定
さ
れ
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
神

的
な
も
の
、「
絶
対
者
」
で
あ
る
。
絶
対
者
の
措
定
に
よ
っ
て
、
弁
証
法

は
、
完
成
し
閉
域
付
け
ら
れ
た
全
体
を
目
指
す
と
い
う
仕
方
で
統
御
さ

れ
、
同
時
に
、
弁
証
法
の
過
程
に
お
い
て
現
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
あ

ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
、
そ
し
て
同
時
に
最
終
的
に
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
、
絶
対
者
自
身
の
あ
る
限
定
さ
れ
た
在
り
方
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

弁
証
法
と
い
う
ロ
ゴ
ス
の
本
質
性
格
で
あ
る
有
限
性
の
否
定
が
、
必
然
的
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の
存
在
了
解
と
い
う
契
機
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
存
在
は
現

存
在
か
ら
独
立
し
て
成
立
す
る
よ
う
な
存
在
者
の
自
体
的
な
〈
本
質
〉
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
絶
対
者
が
存
在
者
全
体

の
産
出
的
根
源
と
し
て
機
能
し
、
存
在
者
が
存
在
者
を
根
拠
づ
け
る
体
系

が
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
、「
存
在

－

神

－

論
」
的
構
造
に

お
い
て
は
、
存
在
者
の
現
出
を
可
能
に
し
つ
つ
、
そ
れ
自
身
は
存
在
者
で

は
な
い
も
の
と
し
て
存
在
者
的
次
元
か
ら
隠
れ
な
が
ら
、
現
存
在
の
存
在

理
解
に
お
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
存
在
の
「
存
在
論
的
」
な

働
き
は
把
握
不
可
能
な
も
の
と
な
る
。
以
上
か
ら
、「
存
在

－
神

－
論
」
は

「
存
在
忘
却
」
を
成
立
さ
せ
る
構
造
的
原
因
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
結

論
付
け
ら
れ
た
。

（
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
哲
学
コ
ー
ス
博
士
後
期
課
程
一
年
）
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