
Title ニーチェとキリスト教 : 人間論をめぐる一考察

Author(s) 柴嵜, 雅子

Citation 年報人間科学. 1988, 9, p. 83-95

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/12622

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



大
阪
大
学
人
間
科
学
部

〔
一
九
八
八
年
三
月
〕

・
『年
報
人
間
科
学
』
第
九
号
八
三
頁
-
九
五
頁

二
ー

チ

ェ
と

キ

リ

ス
ト

教

1

人
間
論
を
め
ぐ
る

一
考
察
1

柴

嵜

雅

子



二
し
チ

ェ
と
キ

リ
ス
ト
教

人
間
論
を
め
ぐ
る

一.考
察

「
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
こ
の
永

遠
の
告
訴
を
、
壁
さ
え
あ
れ
ば
、
ど
こ
で

あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
壁
に
私
は
書
き

記
し
た

い
」(・
v。
「
キ
リ
ス
ト
教
呪
詛
」
と

い
う
副
題
を
も

つ

『
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
の
こ
の
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る

よ
う
に
、

ニ
ー
チ

ェ
は
お
し
な
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
と

い
う
も
の
を
激
越
な
ま
で

に
攻
撃
し
て
い
る
。
だ
が
実
際
の
と

こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
丸
く
ま
と
ま

っ
て

じ

っ
と
静
止
し
て
い
る
標
的
で
は
な

い
。
教
義
の
点
で
も
、
道
徳
や
儀
礼
の
点

で
も
、
二
千
年
の
歴
史
を
通
じ
て
分
化
し
、
発
展
し
続
け
て
き
て
い
る
。
東
方

教
会
と
西
方
教
会
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ

ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と

い
っ
た
大
き

な
区
分
は
言
わ
ず
も
,が
な
、
同
じ
カ
ト
リ

ッ
ク
で
も
修
道
会
ご
と
で
、
そ
の
趣

き
は
非
常
に
異
な

っ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
至

っ
て
は
、
排
他
的
な
無

数
の
セ
ク
ト
に
分
岐
し
て
い
る
。
そ

れ
を
十
把

一
か
ら
げ
に

「
キ
リ
ス
ト
教
」

と

い
う
こ
と
で
批
判
す
る
以
上
、
実
情
に
合
わ
な

い
点
が
出
て
く
る
の
は
避
け

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
着
眼
し

て
ニ
ー
チ

ェ
を
再
反
論
す
る
こ
と
は
、
キ

リ
ス
ト
教
側
か
ら
よ
く
為
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
十
分
可
能
で
あ
る
。

二
ー

チ

ェ
の
批
判
の
当
る
所
も
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
他
方
で
、

ニ
ー
チ

ェ
が
細
部

の
相
異
を
切
り
捨
て
て
浮
か
び
上
が
ら
せ

た

「
キ
リ
ス
ト
教
」
な
る
も

の
は
、

一
つ
の
典
型
的
な
世
界
観
、
人
間
観
と
し

て
、
広

い
妥
当
性
を
具
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
や
キ

リ
ス
ト
教
的
な
文
化
の
み
な
ら
ず
、
他
の
宗
教
や
文
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
際

に
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
と
し
て
剔
抉

し
た

「
禁
欲
主
義
的
理
想
」
や

「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
現
象
」
は
、
彼
自
身
が
示
し

た
よ
う
に
、
他
の
宗
教
文
化
に
お

い
て
も
見
出
だ
さ
れ
る
し
、
学
問
の
分
析
に

も
適
用
で
き
る
の
で
あ
る
(&
。

二
ー
チ

ェ
が
典
型
的
な

「キ
リ
ス
ト
教
」
の
人
間
像
を
描
き
出
す
際
に
は
、
彼

自
身
が
理
想
と
す
る
人
間
像
が
必
ず
対
極

に
置
か
れ
て
い
る
。
「
十
字
架
に
か

け
ら
れ
し
者
」
対

「
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
」
、
「奴
隷
道
徳
」
対

「「
主
人
道
徳
」
な

ど
、,
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
ヶ
。
以
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
対
極
関
係
の
内
実
を

追
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

ニ
ー
チ

ェ
の
思
想
を
人
間
学
的
に
と
ら
え
直
し
て
み
た

い
。
第

一
節
で
は
、
ま
ず
隣
人
愛
や
同
情
の
批
判
を
手
が
か
り
と
し
℃
、

ニ
ー

チ

ェ
に
お
け
る
人
間
と
他
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
二
節
で
は
、

彼
が
そ
の
到
来
を
望
ん
で
い
る
人
間
の
タ
イ
プ
を
と
り
あ
げ
、
一
見
、
「
現
実
主

義
的
」
に
見
え

る
彼

の
主
張
に
潜
む

「
背
後
世
界
」
的
な
性
格
を
明
確

に
す

る
。
第
三
節
で
は
、

ニ
ー
チ

ェ
の
人
間
理
解
に
お
け
る
神
な
き
宗
教
性
に
つ
い

て
述
べ
る
。、

一85一



1

ニ
ー
チ

ェ
の
批
判
は
キ
リ
ス
ト
教
に
は
当

っ
て
い
な

い
、
と
す
る
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
反
駁
が
多

い
中
で
、
例
外
的
に
バ
ル
ト
は
、

ニ
ー
チ

ェ
の
照
準
が
キ
リ

ス
ト
教

の
要
に
正
確

に
合

っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
(・
〉。

バ
ル
ト
に

よ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
が

「
攻
撃
目
標

の

一
ば
ん
弱
い
箇
所
を
衝
い
た
の
で
は
な

く
、
ま
さ
に
そ
の
最
強
力
箇
所
を
衝

い
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
特
別
な

事
柄
で
あ
り
、
し
か
も
客
観
的
に
み

て
、

ニ
ー
チ

ェ
に
名
誉
を
帰
す
る
事
柄
で

あ
る
」
(、障。

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間
の
た
め
の
存
在
と

い
う
イ

エ

ス
の
人
間
性
を
模
範
と
し
て
、
「
各
人
の
人
間
性
は
、
か
れ
の
存
在
が
他

の
人
間

と
の
共
同
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
あ
る
」(,
～が
、

ニ
ー
チ

ェ

は
ま
さ
に
そ
の
点
を
無
条
件
に
否
認

し
て
、
共
に
生
き
る
隣
人
を
欠
い
た
人
間

性
を
極
限
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
「
『紺
碧

の
孤
独
』
の
人

間
..噌…
す
な
わ
ち
、
か
れ
に
と

っ
て
は
同

一
の
泉
か
ら
飲
ん
で
い
る
人
間
被
造

物
仲
間
が
た
だ
も
う
苦
痛
に
な
り
、

た
だ
も
う
恐
ろ
し
い
も
の
と
な
り
、
か
れ

は
こ
れ
ら
被
造
物
仲
間
に
と

っ
て
た

だ
も
う
到
達
不
可
能
に
な

っ
て
し
ま

っ
た

人
間
、
も
は
や
い
か
な
る
友
を
も
持

た
ず
、
婦
人
は
ほ
ん
の
も
う
軽
蔑
す
る
こ

と
し
か
で
き
な

い
人
間
」(、
)が
、

ニ
ー
チ

ェ
に
よ

っ
て
新
た
に
う
ち
出
さ
れ

た
、
と
バ
ル
ト
は
見
て
い
る
。

確
か
に
、
隣
人
愛
を
退
け
、
同
情

を
克
服
せ
ん
と
し
、
出
来
損
い
は
滅
び
よ

と
語
る

ニ
ー
チ

ェ
に
は
、
バ
ル
ト
が

戯
画
化
し
た
よ
う
な
孤
独
な

エ
ゴ
イ

ス
ト

の
趣
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ

ス

・
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ド
ラ
は
自
分
自
身
を
贖
う
こ
と
は
で
き
ま

い
。
そ
し
て
こ

の
か
た
ー

ひ
と
り
こ
の
か
た
の
み
1

十
字
架
に

つ
け
ら
れ
た
者
の
み
が
、

現
に
か
れ
の
救
贖
者
な
の
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

・
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

は
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
自
身
に
生
き
る
よ
り
も
、
実
際
他
者

へ
と
召
喚
さ
れ
る

が
よ

い
」
(,
vな
ど
と

い
う
、
余
り
に
も
キ
リ
ス
ト
教

に
凝
り
固
ま

っ
た
バ
ル

ト
の
主
張
が
妥
当
す
る
わ
け
で
は
全
く
な

い
。
そ
も
そ
も
、
自
己
自
身
に
生
き

る
こ
と
と
他
者

へ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
背
反
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
現
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
も
、
自
分
自
身

に
忠
実
に
生
き
な
が
ら
、
ま
さ

に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
真
似
で
な
く
自
.分
の
道
を
歩
む
よ
う
に
弟
子
た
ち

に
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
(・
)。
ま
た
逆
に
、
当
時

の
社
会
的
弱
者
の
た
め
に

生
き
た
イ
エ
ス
に
し
て
も
、
「
天
に
い
ま
す
わ
た
し
の
父
の
み
こ
こ
ろ
を
行
う
者

は
だ
れ
で
も
、
わ
た
し
の
兄
弟
、
ま
た
姉
妹
、
ま
た
母
な
の
で
あ
る
」
(、
vと

言

っ
て
血
縁
を
無
み
す
る
時
、
彼
に
話
を
し
に
き
た
実

の
母
と
兄
弟
に
と

っ
て

は
、
身
勝
手
で
人

の
こ
と
を
考
え
な
い
家
出
人
で
し
か
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
・

ニ
ー
チ

ェ
が
繰
り
か
え
す
隣
人
愛
や
同
情
に
対
す
る
厳
し
い
非
難
も
、
狭
量

な
利
己
主
義

に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な

い
。
.彼
は
鋭

い
洞
察
力
に
よ

っ
て
、

い
わ
ゆ
る
隣
人
愛
や
同
情
の
醜

い
裏
面
を
暴
き
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を

踏
ま
え
ず
に
単
純
に
他
者
と
共
に
在
れ
と
訴
え
る
こ
と
は
、
結
局
は
空
虚
で
あ

り
、
危
険
で
さ
え
あ
る
。

二
i
チ

ェ
が
隣
人
愛

の
中
に
見
出
し
た
の
は
、

一
つ
に
は

「
自
分
自
身
に
対

す
る
悪
し
き
愛
」
、
「自
分
か
ら
の
逃
避
」〔m
vで
あ
る
。
「
君
た
ち
は
自
分
自
身

に
我
慢
が
な
ら
ず
、
自
分
を
充
分
に
愛
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
君
た
ち
は
、
隣

人
を
誘
惑
し
て
自
分
に
愛
を
抱
か
せ
、
隣
人
の
思
い
違

い
で
も

っ
て
自
分
を
金

め

っ
き
し
た
い
と
望
む
の
だ
」
〔、
v。
そ
う
し
た
場
合
、
隣
人
愛

は
真
に
隣
人
の

一86一



た
め
を
思

っ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、

隣
人
の
良

い
評
価
に
よ

っ
て
自
尊
心
を
満

た
す
た
め
の
手
段
で
し
か
な
い
。

ニ
ー
チ

ェ
は
さ
ら
に
別
の
所
で
隣
人
愛
を
、

抑
鬱
を
癒
し
、
生
を
肯
定
す
る
衝
動

、
つ
ま
り
力

へ
の
意
志
を
か
き
た
て
る
治

癒
薬
と
し
て
と
ら
え
て
い
惹
〔揺
℃

抑
鬱
と
戦
う
に
は
喜
び
が
役
に
立

つ
が
、

そ
れ
も

「
喜
ば
せ
る
こ
と

の
喜
び
」
、
人
を
助
け
た
り
慈
善
を
し
た
り
し
て
感

じ
る
喜
び
が
特
に
効
果
的
だ
と
言
・ワ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
や
は
り
、
隣
人
愛

は
自
分
が
喜
び
、
活
気
を
得
る
手
段

で
あ

っ
て
、
第

一
に
隣
人

へ
の
心
遣

い
か

ら
生
ま
れ
て
は
い
な

い
。

隣
人
愛
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る

ニ
ー
チ

ェ
一
流
の
心
理
学
は
、
過
敏
な
猜

疑
心
の
為
せ
る
業
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
慈
善
家
や
医

師
や
教
師
と
い
っ
た
、
他
人
を
助
け
る
仕
事
に
携
わ
る
人
々
が
、
二
i
チ

ェ
に

よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
点
を
実
際
に
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
数
々
の
臨
床
例
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
セ
ラ
ピ
ス
ト
の

シ

ュ
ミ

ッ
ト
バ
ウ
ア
ー
は
、
人
を
助

け
る
職
業
に
就
い
て
い
る
人
々
が
、
実
は

ナ
ル
シ
ズ

ム
的
な
欲
求
や
怒
り
を
持

っ
て
い
な
が
ら
、
理
想
像
に
自
ら
を
合
わ

せ
る
た
め
に
そ
れ
ら
老
抑
圧
し
、
他
者
と
対
等
の
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
な
い
と

い
っ
た

「
ヘ
ル
パ
ー
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
に
し
ば
し
ば
陥

っ
て
い
る
こ
と
を
詳
論

し
て
い
る
(B
)。

イ

エ
ス
が
隣
人
の
み
な
ら
ず
、
敵
を
も
愛
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
は
有
名
だ

が
、
そ
れ
に
対
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
言
う
。
.「
君
た
ち
に
敵
が
あ
る
な

ら
、
敵
の
悪
に
報
い
る
に
善
を
も

っ
て
す
る
な
。
と
い
う

の
は
、
も
し
そ
ん
な

こ
と
を
す
れ
ば
、
相
手
を
恥
じ
い
ら
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ

う

で
は
な
く
て
、
敵
が
君
た
ち
に
何

か
善
を
為
し
た
こ
と
を
証
明
せ
よ
」
(u
)。

二
i
チ

ェ
は
、
イ
エ
ス
の
愛
敵

の
教
え
を
否
定
し
て
、
敵
を
憎
め
と
扇
動
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
敵
に
対
し
て
善
行
を
施
し
た
な
ら
、
か
え

っ
て
敵
の
自

尊
心
を
傷

つ
け
て
し
ま
い
、
敵
を
真
に
愛
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
、
と
注
意
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
二
ー
チ

ェ
の
批
判
の
対
象
は
、
イ

エ
ス
よ
り
も
む
し
ろ
パ
ウ
ロ
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
パ
ウ
ロ
は
ロ
ー

マ
人

へ
の
手
紙
に
こ
う
記
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
「も
し
あ
な
た
の
敵
が
飢
え
る
な
ら
、
彼
に
食
わ
せ
、
か
わ
く

な
ら
、
彼
に
飲
ま
せ
な
さ
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
彼
の
頭

に
燃
え
さ
か
る
炭
火
を
積
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
悪
に
負
け
て
は
い
け
な

い
。
か
え

っ
て
善
を
も

っ
て
悪
に
勝
ち
な
さ

い
」
(攀
。
敵
を
愛
す
る
こ
と
は
、

善
人
悪
人
の
区
別
な
く
人

々
を
愛
し
て
く
.れ
る
神
に
な
ら
う
行
.為
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
イ

エ
ス
は
勧
め
た

の
だ
が
、
そ
れ
を
パ
ウ
ロ
は
、
憎

い
敵
を
恥
ず
か
し

め
て
間
接
的
に
滅
ぼ
す
手
段
に
し
て
し
ま

っ
た
。

ニ
ー
チ

ェ
が
糾
弾
す
る
の

は
、
敵

へ
の
憎
し
み
を
善
行
で
カ
ム

フ
ラ
ー
ジ

ュ
す
る
こ
う
し
た
偽
善
で
あ

り
、
敵
の
人
格
や
誇
り
を
無
視
し
た
愛
敵
の
空
虚
さ
で
あ
る
。

善
に
よ
る
報
復
が
敵
を
恥
じ
い
ら
せ
る
よ
う
に
、
同
情
も
相
手
に
恥
ず
か
し

い
思
い
を
さ
せ
る
、
と

ニ
ー
チ

ェ
は
言
う
。
「私
は
苦
し
む
者
を
助
け
た
手
を
洗

い
、
さ
ら
に
魂
を
も
拭
き
清
め
る
。
と
い
う
の
は
、
苦
し
む
者
の
苦
し
ん
.で
い

る
さ
ま
を
見
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
、
私
は
彼

の
羞
恥
の
ゆ
え
に
恥
ず
か
し
く

思

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
私
が
彼
を
助
け
た
時
、
私
は
彼
の
誇
り
を
ひ
ど
く

傷

つ
け
た
か
ら
で
あ
る
」
(蔦
)。
貧
し
い
人
や
病
人
に
ど
れ
ほ
ど
深

い
憐
み
を
抱

い
て
い
よ
う
と
も
、
自
分
自
身
の
富
や
健
康
や
名
望
な
ど
を
確
保
し
て
い
る
限

り
、
同
情
す
る
者
は
同
情
さ
れ
る
者

の
上
に
立

つ
。
施
す
側
は
ゆ
と
り
を
も

っ
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て

「
恵
ん
.で
や
る
」
が
、
受
け
る
方

に
は
逃
れ
ら
れ
な
い
窮
迫
し
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
慈
善
行
為

は
ど
れ
ほ
ど
美
し
く
見
え
よ
う
と
も
、
そ

れ
を
受
け
る
人
々
が
、
苦
難
を
自
分

の
力
で
乗
り
越
え
ら
れ
な

い
こ
と
を
あ
ら

わ
に
示
す
。
施
し
が
受
け
手

の
自
尊
心

を
傷

つ
け
る
の
は
、
そ
う
し
た
た
め
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
点
が
、
キ
リ
ズ
ト
教
の
内
部
で
認
識
さ
れ
な
か

っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
医
療
の
守
護

人
と
し
て
名
高
い
聖
人
、
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト

に
ま

つ
わ
る
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
は
王
妃
で
、
暇
と
金
に

あ
か
せ
て
慈
善
事
業
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
、
内
紛
の
た
め
宮
殿
を
追
わ
れ

る
は
め
に
陥

っ
た
。
今
度
は
自
分
が
助
け
て
も
ら
お
う
と
、
か

つ
て
世
話
を
し

た
人
々
の
所
に
言

っ
て
み
る
と
、
彼
女
は
ひ
ど
く
恨
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判

っ

た
。
王
妃
の
時
に
し
た
よ
う
な
施
し

は
、
本
当
に
相
手

の
た
め
に
な
る
こ
と
で

は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
悟

っ
た

エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
は
、
宮
殿
に
戻
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
後
も
帰
ら
ず
、
病

人
や
浮
浪
児
た
ち
と

一
緒
に
暮
ら
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る

マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
活
動
の
主
眼
も
、
観
念
的

に
同
情
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
貧
困

や
病
気
に
苦
し
む
人
々
ど
共
に
生
活
し
、

そ
う
し
た
人
々
を
キ
リ
ス
ト
と
し
て
敬
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
苦
悩
す
る
人
々
と
生

活
の
場
面
で

一
体
と
な
り
、
ま
た
彼
ら
を

聖
な
る
も
の
と
見
な
す
と
い
っ
た
、
純
粋
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
や
り
方
で
も
、

浅
薄
な
同
情
を
克
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
人
間
相
互
の
真
の
共
感
が

成
立
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し

ニ
ー
チ

ェ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は

り
人
間
の
矮
小
化
の
元
凶
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
苦
悩
す
る
人
々
と
の

共
感
ば
か
り
が
前
面
に
出
て
、
喜
び
あ
ふ
れ
、
生
き
生
き
と
創
造
に
励
む
人
々

の
こ
と
は
、
ま
る
で
顧
慮
さ
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
苦
し
ん
で
い

る
キ
リ
ス
ト
た
る

「
小
さ
き
者
」
に
ル
サ
ン
チ
マ
ン
抜
き
で
奉
仕
す
る
修
道
者

に
し
て
も
、
世
界
中
の
人
間
が
貧
乏
で
病
気
に
な
る
こ
と
を
望
み
は
七
な

い
だ

ろ
う
。
道
徳
と
し
て
の
同
情
で
あ
れ
、
純
粋
な
共
感
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で

は
十
字
架
の
イ
エ
ス
の
よ
う

に
、
他
人
の
も

っ
ぱ
ら
苦
悩
を
共
に
負
う
よ
う
に

説
か
れ
て
い
る
が
、

ニ
ー
チ

ェ
が
批
判
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
生
の
否
定
面
の

強
調
で
あ
り
、
肯
定
面
の
軽
視
で
あ
る
。
「
人
間
は
存
在
し
て
以
来
、
喜
ぶ
こ

と
が
余
り
に
少
な
す
ぎ
た
。
そ
れ
だ
け
が
、
私
の
兄
弟
た
ち
よ
、
我
々
の
原
罪

な
の
だ
。
そ
し
て
我
々
が
よ
り
よ
く
喜
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
な
ら
ば
、
我
々
は
他
人

に
苦
痛
を
与
え
た
り
、
苦
痛
を
考
え
出
し
た
り
す
る
こ
と
を
、
最
も
よ
く
忘
れ

る
だ
ろ
う
」(71
)。

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
隣
人
愛
や
同
情
を
批
判
す

る
時
、

ニ
ー
チ

ェ
が
真
の
人
間
性
と
し
て
念
頭
に
置

い
て
い
る
の
は
、
自
他
共

の
自
尊
心
や
人
格
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
バ
ル
ト
の
よ
う
な
、
共
に
生

き
る
他
者
を
欠
く
こ
と
な
ど
で
は
な

い
。

ニ
ー
チ

ェ
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
相

手
の
気
持
ち
を
判
り
も
し
な
い
で
無
闇
に
誰
で
も
助
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
苦

し
む
他
人
を
無
視
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
真
の
友
情
や
大

い
な
る
愛
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
友
人
が
自
分
で
苦
難
を
克
服
す
る
力
を
持

つ
こ
と
を
信

じ
て
、
い
わ
ば
友
人
の
自
助
を
援
助
す
る
態
度
で
あ
ろ
う
。

二
ー
チ

ェ
の
道
徳

は
、
こ
う
告
げ
て
い
る
。
「
お
前
に
し
て
も
、
人
を
助
け
よ
う
と
す
る
が

い
い
。

た
だ
し
、
お
前
と
同

一
の
苦
悩
と
希
望
を
持

つ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
人
の
困
窮
を

お
前
が
す

っ
か
り
理
解
で
き
る
人
々
i

つ
ま
り
お
前
の
友
人

の
み
を
助

け

よ

。

し

か

も

、

お

前

が

自

分

自

身

を

助

け

る

よ

う

な

仕

方

で

」
(詈

。

こ

の
言
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葉
を
受
け
て
、

二
i
チ

ェ
は
自
分

の
希
望
を
語
る
。
「私
は
自
分

の
友
人
を
、

も

っ
と
勇
敢
で
、
も

っ
と
忍
耐
強
く
、
も

っ
と
単
純
で
、
も
っ
と
楽
し
く
し
て

や
り
た
い
。
私
が
友
人
に
教
え
た

い
の
は
、..今

の
と
こ
ろ
き
わ
め
て
少
数
の
人

し
か
理
解
せ
ず
、
あ
の
苦
し
み
を
共

に
す
る
同
情
の
説
教
師
が
最
も
理
解
し
が

た

い
こ
と
、

つ
ま
り
喜
び
を
共
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」(珀
)。

二
i
チ

ェ
に
と

っ

て
は
、
空
虚
な
博
愛
を
越
え
て
、
真

に
共
に
生
き
う
る
人
と
、
共
に
喜
ば
し
く

生
き
る
こ
と
こ
そ
肝
要
な
の
で
あ
る
。n

人
間
観
に
関
す
る
ニ
ー
チ

ェ
と
キ

リ
ス
ト
教
と
の
対
立
は
、
人
間
が
他
の
人

間
と
の
共
同
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
か
否
か
と

い
っ
た
点
よ
り
も
、
む

し
ろ
い
か
な
る
人
間
を
望
ま
し
い
と

み
な
す
か
と
い
う
、
人
間
の
価
値

の
問
題

に
お
い
て
、
よ
り
明
瞭
に
な
る
。

ニ
ー
チ

ェ
は
し
ば
し
ば
人
間
に
位
階
の
差
が

存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
て
、
「
神
の
前
の
平
等
」を
否
定
す
る
が
、
そ
こ
で
彼
が

反
対
し
て
い
る
の
は
、
単
に
高
貴
な
人
々
も
卑
俗
な
連
中
も

一
律
に
扱
わ
れ
る

こ
と
で
は
な
く
、
平
等

の
名

の
も
と
に
、
結
局
、
卑
俗
な
人
間
が
支
配
的
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

二
i
チ

ェ
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は

コ

切

の
価
値
評
価
を
逆
立
ち
さ
せ
・・…
・強
き
者
を
挫
き
、
大
い
な
る
希
望
を
軟
弱
に

し
、
美
に
お
け
る
幸
福
を
怪
し
み
、
す
べ
て
の
自
負
、
男
ら
し
さ
、
征
服
、
支

配
欲
を
、
こ
れ
ら
最
も
出
来
の
よ
い
最
高
の
タ
イ
プ
の

『人
間
』
に
固
有
の
あ

ら
ゆ
る
本
能
を
、
不
安
定
、
良
心

の
懊
悩
、
自
己
破
壊

へ
と
祈
り
曲
げ

て
し

ま

っ
た
」(・。
)。
そ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
育
成
し
た
の
は
、
「
矮
小
化
さ
れ
、
ほ

と
ん
ど
滑
稽
な
ほ
ど

の
種
族
、
畜
群
動
物
、
何
か
温
順
で
病
弱

で
凡
庸
な
も

の
」(乙
な
の
で
あ
る
。

通

常

ニ
ー

チ

ェ
は

、

「
キ

リ

ス
ト

が

否

定

し

た

の

は
何

か

。
1

今

日

、

キ

リ

ス
ト
教
的
と
呼
ば
れ

て
い
る
す

べ
て
の
も
の
」
(磐
と

い
う
言
葉

が
示
す
よ
う

に
、
ナ
ザ
レ
の
イ

エ
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
区
別
し
て
い
る
。
パ
ウ

ロ
が
礎
と

な

っ
た
キ
リ
ス
ト
教
会
と
は
異
な
り
、
イ

エ
ス
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
免
れ
、
・

罪
と
罰
を
超
越
し
、
「信
仰
」
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
「生
の
実
行
」
に
よ

っ
て
神

の
子
と
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(翆
。
し
か
し

こ
ー
チ

ェ
は
、
.矮
小
な
も

の

を
蔓
延
さ
せ
た
責
任
は
、
イ

エ
ス
に
も
キ
リ
ス
ト
教
会
と
同
様
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
「
私
が
あ

の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
や
そ
の
使
徒
パ
ウ
ロ
で
あ
く
ま
で
好

き
に
な
れ
な

い
の
は
、
彼
等
が
卑
小
な
連
中
に
、
ま
る
で
そ
の
つ
つ
ま
し
や
か

な
徳
に
何
か
意
義
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ず

い
ぶ
ん
と
思
い
こ
ま
せ
て
し
ま

っ

た
こ
と
で
あ
る
」
(乙
。

一
切
の
抵
抗
を
放
棄
し
た
イ

エ
ス
の
生
き
方
は
、
デ
カ

ダ
ン
ス
の
産
物
で
あ
り
、
他
と
対
立
し
闘
争
す
る
こ
と
を
不
快
と
感
じ
る
生
の

憔
悴

に
帰
西
し
て
い
る
。
た
と
え

ル
サ
ン
チ

マ
ン
か
ら
脱
し
て
い
た
と
し
て

も
、
挑
戦

や
創
造
を
放
棄
し
て

「幼

な
子
」

の
ご
と
べ
な
る
こ
と
は
、

ニ
ー

チ

ェ
に
と

っ
て
、
や
は
り
貧
弱
で
卑
小
な
生
で
し
か
な
い
。

二
L
チ

ェ
の
独
特

の
イ

エ
ス
像
を
重
視
し
て
、
教
会
改
革

の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
さ
え
す
る
ベ

ン
ツ
も
、
こ
の
点
を
認
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「結
局
の
と
こ
ろ
、

ニ
ー
チ

ェ
に
と

っ
て
イ

エ
ス
は
あ
く
ま
で
も

『
大
い
な
る
誘
惑
者
』、
衰
弱
と
デ

カ
ダ
ン
ス
の
現
象
で
あ
る
。
…
…
イ

エ
ス
と
い
う
タ
イ
プ
そ
れ
自
身
は
、

ニ
ー

チ

ェ
に
よ

っ
て
肯
定
的
に
は
評
価
さ
れ
ず
、
反
対
の
タ
イ
プ
と
し
て
感
じ
ら

れ
、
拒
否
さ
れ
て
い
る
」(葱
。
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ニ
ー
チ

ェ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
賛
美
し
育
成
し
て
き
た
人
間
倣
、
虚
弱
で
卑

小
で
頽
廃
し
て
い
る
と
非
難
し
、
不
自
然
で
現
世
を
憎
ん
で
い
る
と
決
め
つ
け

る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
強
力
で
偉
大
で
精
力
的
な
人
間
の
タ
イ
プ
を

掲
げ
、
自
然
で

「
大
地
」
を
愛
す
る

こ
と
を
切
望
す
る
。
し
か
し
、

ニ
ー
チ

ェ

自
身
が
・語

っ
て
い
る
よ
う
に
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
運
命
を
二
千
年
に
渡

っ
て
支
配

し
て
き
た
の
は
、
こ
の
虚
弱
で
大
地
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
い
る
と
酷
評
さ
れ
る

人
間
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
縁
遠
い
高

い
タ
イ
プ
の
人
間
は
生
命

力
に
溢
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
「
あ
る
人
間
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
人
間
の
タ
イ

プ
の
性
質
が
高
け
れ
ば
高

い
ほ
ど
、

そ
れ
が
自
己
を
全
う
す
る
確
率
は
、
ま
す

ま
す
低
く
な
る
」
(釜
と
し

て
、

ニ
ー
チ

ェ
は
強
力
な
人
間
の

「
ひ
弱
さ
」
を

認
め
て
い
る
。
「
最
も
強
く
、
最
も
幸
福
な
者
も
、
組
織

さ
れ
た
畜
群
本
能

を
、
ま
た
弱
者

の
、
多
勢

の
恐
怖
心
を
相
手
に
す
る
時
は
、
弱
い
も
の
で
あ

る
」
壅
。

ニ
ー
チ

ェ
が
強
力
で
高
貴
だ
と
考
え
た

「
ブ
ロ
ン
ド
の
野
獣
」
の
よ
う
な
人

間
は
、
現
実
に
は
、
二
千
年
来
、
抑

圧
さ
れ
制
御
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

二

i
チ

ェ
が
強
大
で
生
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
と
み
な
し
た
人
間
は
、
あ
く
ま
で

彼
の
理
想
を
基
準
と
し
て
の
み
、
そ
う
み
な
さ
れ
う
る
の
で
あ

っ
て
、
別
の
観

点
に
立
て
ば
、
全
く
別

の
評
価
が
下
さ
れ
る
こ
と
も

十
分
可
能
で
あ
る
。
実

際
、
自
ら
の
強
さ
に
著
る
弱
さ
も
あ
れ
ば
、
自
ら
の
弱
さ
を
直
視
す
る
強
さ
も

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
は
、
弱
者

の
ル
サ
ン
チ

マ
ン
に
由
来
す
る
と

ニ
ー

チ

ェ
は
喝
破
し
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
転
換
し
よ
う

と
す
る
彼
自
身
の
試
み
も
、
長

い
歴
史
の
中
で
許
容
さ
れ
な
か

っ
た
強
者
の
ル

サ
ン
チ

マ
ン
に
基
づ
く
、
と
逆
手
を
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、

二
i
チ

ェ
が
高
唱
す
る
よ
う
な
、
強
力
で
支
配
欲
の
旺
盛
な
高
い
タ
イ

プ
の
人
間
は
、
決
し
て
実
際
に
支
配
権
を
握

っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

は
ど
こ
ま
で
も
、
現
実
に
反
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
彼
の
理
想
な
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
が
、
「
自
然
」
や
「
大
地
」
に
も
あ

て
は
ま
る
。

ニ
ー
チ

ェ
に
よ

る
と
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
と
は
、
自
然
的
な
も
の
に
対
し
て
否
と
言
う
こ
と
、

自
然
的
な
も
の
で
は
品
位
が
汚
れ
る
と

い
う
感
情
、
反
自
然
性
の
こ
と
で
あ

る
」
(馨
。
彼
が
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
我
欲

や
性
欲
と

い
っ
た

「
自
然
」
な
欲
求
が

キ
リ
ス
ト
教

で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う

こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
何
が

「
自
然
」
な
の
か
、
な
ぜ

「
反
自
然
性
」
が

よ
く
な
い
の
か
、
と
問
い
返
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
ニ
ー
チ

ェ
の
判
断
は
、
彼
自

身
が
理
想
と
す
る

「
自
然
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ツ
ァ
ラ
ト

ゥ
ス
ト
ラ
は
、
「
あ
く
ま
で
大
地
に
忠
実
で
あ
れ
、
そ
し
て
君
た

ち
に
こ
の
世

の
も
の
で
は
な
い
希
望
に
つ
い
て
話
す
者
の
い
う
こ
と
を
信
ず
る

な
」(册
)、
と
懇
願
す
る
。
だ
が
、
「
大
地
」
と

「
こ
の
世
の
も
の
で
は
な

い
」
世

界
と
は
、
明
確
に
区
切
ら
れ
た
二
つ
の
領
域
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
、

二
i

チ
ェ
が

「
背
後
世
界
」
と
揶
揄
す
る

「神

の
国
」
は
、
イ

エ
ス
に
従
う
者
に
と

っ

て
は
自
ら
の
内
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
神
の
国
」
は
、
虚
空
を
漂

っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
現
に
生
き
て

い
る
こ
の
場
に
滲
透

し
、
彼
ら
の

「大
地
」
を
司

っ
て
い
る
。

ニ
ー
チ

ェ
も
、
逆
の
視
点
か
ら
で
は

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
も

「
大
地
」
に
生
き

る
自
分
の

「身
体
」
を
最
も
信
じ

て
ば
い
る
の
だ
が
、
そ
の
身
体
自
身
が
病
ん

で
い
る
た
め
に
、
背
後
世
界
を
考
案
し
た
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
h
天
界
的
な

も

の
や
救
済
し
て
く
れ
る
血
の
し
ず
く
」
と

い
っ
た

「
甘
く
陰
鬱
な
毒
さ
え
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も
、
彼
ら
は
身
体
と
大
地
か
ら
手

に
入
れ
た
の
だ
」
3̂。
)。

つ
ま
り

ニ
ー
チ

ェ

は
、
背
後
世
界
論
者
も
彼
ら
な
り
に
身
体
と
大
地
に
忠
実
な
こ
と
を
容
認
す
る

の
だ
が
、
そ

の
彼
ら
な
り
の
仕
方
を
、

二
i
チ

ェ
は
自
分
の
価
値
観
か
ら

「
不

.

自
然
」
、
「不
健
全
」
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「背
後
世
界
」
な
ど
に
か
ま
わ
ず
、
「
大
地
」
を
、
「自
然
」
を
尊
重
せ
よ
と

語

る
二
ー
チ

ェ
は
、
一
見
、
宗
教
は
阿
片
だ
と

い
う
よ
う
な
批
判
に
同
調
し
て
、

宗
教
が

「
現
実
」
か
ら
の
逃
避
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
彼
は
、
社
会
主
義

や
唯
物
論
を
論
拠
に
し
て
は
い
な
い
し
、

ま
た
そ
れ
を
目
ざ
し
て
も
い
な
い
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
合
理
主
義
を
標

榜
し
て
、
宗
教
を

一
笑
に
付
し
て
し
ま
う
よ
う
な

「
現
実
主
義
者
」
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
感
性
を
欠
い
た
勤
勉
な
学
者
を

「
賤
民
」

呼
ば
わ
り
し
て
い
る
〔掣
。

ツ
ァ
ラ
ト

ゥ
ス
ト
ラ
も
、
「
我
々
は
全
く
現
実
的
で

あ

っ
て
、
信
仰
や
迷
信
を
も
た
な
い
」
と
自
慢
す
る

「
教
養
の
国
」

の
住
民
を

嘲
笑
す
る
。
「
信
仰
を
も

つ
に
値
し
な

い
者
、
そ
う
私
は
君
た
ち
を
呼
ぼ
う
、
君

た
ち
現
実
主
義
的
な
者
よ
。
…
…
君
た
ち
は
生
産
不
能
者

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

君
た
ち

に
は
信
仰
が
な
い
の
だ
」
(磐
。

キ
リ
ス
ト
教
の
欺
瞞
性
を
衝
く
批
判
は
、
こ
の
宗
教
に
依
拠
し
て
多
く
の
人

が
生
き
て
き
た
と
い
う

「
現
実
」
に
反
し
て
な
さ
れ
る
以
上
、
必
ず
何
ほ
ど
か

の
理
想
を
含
ん
で
い
る
も
の
だ
が
、

ニ
ー
チ

ェ
の
場
合
、
そ
の
理
想
は
、
「万
人

が
安
心
し
て
食
べ
て
眠
れ
る
」
と

い

っ
た
よ
う
な
物
質
的
、
量
的
な
内
実
を
持

た
ず
、
高
貴
と
か
強
さ
と
い
っ
た
目
に
見
え
な

い
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
従

っ

て
、
彼
が
ど
れ
ほ
ど

「
大
地
」
を
繰
り
返
し
.て
も
、
そ
こ
に
や
は
り
日
常
的
世

界
を
越
え
た

「背
後
世
界
」
的
な
色
合
い
が
入
り
こ
む
こ
と
は
、
否
め
な

い
だ

ろ

う

。

皿

二
i
チ
ェ
は

「
神
は
死
ん
だ
」
と
宣
告
し
な
が
ら
も
、
近
代
的
合
理
主
義
に

依
拠
し
た
無
神
論
と
は

一
線
を
画
す
。
そ
れ
が
と
り
わ
け
際
立

つ
の
は
、
彼
が

意
識
的
自
我
を
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
さ
ず
、
「自
己
」
と
呼
ば
れ
る
無
意
識
的

な
生
の
営
み
に
自
我
を
従
属
さ
せ
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
感
覚
と
精
神
は
、

道
具
や
玩
具
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
背
後

に
は
、
さ
ら
に
自
己
が
横
た
わ

っ
て
い

る
。
君
の
思
想
や
感
情
の
背
後
に
、
私
の
兄
弟
よ
、

一
人
の
強
力
な
命
令
者
、

一

人
の
知
ら
れ
ざ

る
賢
者
が
立

っ
て
い
る
ー

そ
れ
を
自
己
と
い
う
。
君

の
身
体
の

内

に
彼
は
住
ん
で
い
る
。
彼
は
君
の
身
体
な

の
だ
」
(弩
。
神
と

い
う
外
な
る

.

権
威
者
の
存
在
を
承
認
し
な
い
以
上
、
当
然
、
人
間
が

一
切
の
中
心
に
な

っ
て
く

る
。
し
か
し
ニ
ー
チ

ェ
は
、
そ
の
人
間
の
内
部
で
自
己
と
い
う
、
い
わ
ば
意
識
的

自
我
に
と

っ
て
の
超
越
者
が
存
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
(き
。

も
ち
ろ
ん
、
「自
己
」
が
意
識
的
自
我
を
超
越
す
る
と
い
っ
て
も
、
「身
体
」
と

呼
び
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自

分
の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
に
内
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
特
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
は
、
超
越
性
と

い
え
ば
、

も

っ
ぱ
ら
人
間
に
対
す
る
唯

一
絶
対
の
神
の
超
越
性
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
神

と
の

「
神
秘
的
合

一
」
を
語
る
に
し
て
も
、
正
統
的
な
信
仰
の
枠
内
で
は
、
あ

く
ま
で
人
間
は
神
に
従
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
神

秘
思
想
の
師
と
仰
が
れ
て
い
る
ア
ヴ
ィ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
は
、
人
間
と
神
と
の
至
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高

の

「
霊
的
婚
姻
」
に
お
い
て
は
、
「
川
か
泉
に
天
か
ら
水
が
落
ち
た
よ
う
で
、

す
べ
て
は
同
じ
に
な

っ
て
し
ま
い
、
流
れ
の
水
と
天
か
ら
落
ち
た
水
と
を
分
け

る
こ
と
も
離
す
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
」
(聾
と
説
明
し
な
が
ら
も
、、
そ
う

し
た

経
験
を
何
年
も
続
け
た
と
し
て
も
、
人
間
は
や
は
り
畏
怖
を
も
ち
、
神
に
背
か

な

い
よ
う
に
気
を

つ
け
る
、
と
言

い
添
え
て
い
る
。

ニ
ー
チ

ェ
の
場
合
、
「自
己
」
は
人
間
が
畏
れ
従
う
対
象
で
は
な
く
、
意
識
的

自
我
を
意
識
さ
れ
ず
に
操
り
、
「
私

を
行
為
す
る
」
鍾̂
真
の
主
体
で
あ
る
。
彼

に
と

っ
て
、
こ
う
し
た
自
己
を
他
者
と
し
て
、
神
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、

人
間
の
低
劣
化
に
他
な
ら
な
い
。
「
人
間
の
す
べ
て
の
偉
大
さ
や
強
さ
が
超
人

間
的
な
も
の
と
し
て
、
自
分
以
外
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
限
り
、
人

間
は
卑
小
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

人
間
は
、
非
常
に
哀
れ
な
弱

い
面
と
、

非
常
に
強
い
驚
嘆
す
べ
き
面

の
二
面
を

一.一
つ
の
領
域
に
分
け
、
前
者
を

『
人

間
』
、後
者
を

『
神
』
と
呼

ん
だ
」
(琶
。

禅
者
の
久
松
真

一
は
、
仏
教
は
窮
極
的
に
は
、
人
間
中
心
主
義
的
な
単
な
る

自
律
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
他
者
的
な
神
に
依
存
せ
ず
に
本
来
的
な
絶
対
自
律

へ
と
蘇
る
宗
教
だ
と
解
説
し
て
い
る
が
(弩
、
そ
う
し
た
仏
教
に
だ
け
る
無
神

論
的
な
宗
教
性
を
ニ
ー
チ

ェ
か
ら
読

み
取
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
理
な
企
て

で
は
な
い
。
ひ
た
す
ら
神
の

「
汝
な
す

べ
し
」
に
従
う

「
駱
駝
」
で
も
な
く
、

我
欲
に
固
執
し
て

「我
欲
す
」
と
叫

ぶ

「
獅
子
」
で
も
な
く
、
「
新
し
い
始
ま

り
、
遊
戯
、
自
ず
か
ら
転
が
る
車
輪
、
第

一
運
動
、
神
聖
な
然
り
と
言
う
こ

と
」
(磐
で
あ
る

「
子
供
」
を
、

ニ
ー
チ

ェ
は
精
神
の
最
高
段
階
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

「
絶
対
自
律

」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、

西
谷
啓
治
は
、
こ
う
し
た

「
子
供
」

の
明
朗
で
無
垢
な

「
笑

い
」
を
、
「
ニ
ー

チ

ェ
の

『
宗
教
』、
に
於
け
る
最
も
顕
著
な
特
色
」
と
し
て
挙
げ
、
さ
ら
に
、
.

「
こ
の
よ
う
に
笑
い
得
る
境
地
の
宗
教
は
、
恐
ら
く
や
は
り
禅
仏
教
を
除

い
て

は
、
・外
に
な

い
」
(箜
と
述
べ
て
.い
る
。

ツ
ァ
ラ
ト

ゥ
ス
ト
ラ
の
説
く

「
超
人
」
は
無
邪
気
に
笑
う

「
子
供
」
で
あ

り
、
「永
遠
回
帰
」
は

一
瞬

一
瞬
が
か
け
が
え
の
な

い
世
界
遊
戯
で
あ
り
、
「子

供
」
は
そ
の
よ
う
な
世
界
遊
戯
の
う
ち
に
戯
れ
る
、
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
確

か
に
禅
仏
教
的
な
宗
教
性
が

ニ
ー
チ

ェ
か
ら
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
そ
れ

は
、
「あ
る
が
ま
ま
の
世
界
に
対
し
て
、
差
し
引
き
も
例
外
も
選
択
も
な
く
、

デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
的

に
然
り
と
言
う
」
(包
境
地
で
あ
り
、
原
罪
や
同
情

の
陰

鬱
さ
も
、
神
な
き

ニ
ビ
リ
ズ
ム
の
否
定
性
を
も
克
服
し
た
、
運
命
愛
の
立
場
で

あ
る
。
「
運
命
愛
。
今
か
ら
は
こ
れ
が
私

の
愛
で
あ
る
よ
う
に
。
私
は
醜

い
も

の
に
対
し
て
戦
い
を
行

い
た
く
な
い
。
私
は
告
発
し
た
く
な
い
。
告
発
者
を
も

告
発
し
た
く
な
い
。
目
を
そ
む
け
る
こ
と
だ
け
が
、
私
の
唯

一
否
定
す
る
こ
と

で
あ
る
よ
う
に
。
そ
し
て
要
す
る
に
、
私
は
い
つ
か
、
も
う
然
り
と
し
か
言
わ

な
い
人
に
な
り
た
い
」
(誓
。

し
か
し
な
が
ら
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
世
界
肯
定

の
思
想
を
書
き
と
め
た

の
と
同
じ
年
に
、
「弱
者
と
出
来
損
な
い
は
滅
び
る
べ
し
ー

こ
れ
が
我
々
の
人

間
愛

の
第

一
命
題
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
滅
び
る
の
を
手
助
け
す

べ
き
だ
」
(姶
)

と

ニ
ー
チ
ェ
が
宣
言
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ニ
ー
チ

ェ
が
高

く
評
価
す
る
高
貴
な
人
間
は
、

一
面
で
は

「
ブ

ロ
ン
ド
の
野
獣
」
で
あ
り
、
そ

の
快
活
な
笑

い
は
、
「殺
人
、
焼
き
討
ち
、
凌
辱
、
拷
問
と
続
け
ざ
ま
に
残
忍
な

こ
と
を
犯
し
な
が
ら
、
意
気
揚
々
と
平
気
で
引
き
上
げ
て
行
く
」
よ
う
な

「
猛

獣
的
良
心
の
無
邪
気
さ
」

に
よ
る
か
も
し
れ
な

い
〔巴
。

永
遠

回
帰
に
し
て
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も
、
無
限
の
戯
れ
な
ど
と

い
う
悠
長

な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
現
に
ニ
ー
チ
ェ

は
、
寸
分
違
わ
ぬ

一
定
の
出
来
事
の
連
鎖
が
無
際
限
に
く
り
返
す
こ
と
を
、
科

学
的
に
証
明
し
よ
う
と
試
み
て
も
い
る
。
そ
の
う
え
彼
は
、
こ
の
永
遠
回
帰
の

厳
し
さ
に
耐
え
う
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
強
い
人
間
を
選
別
で
き
る
と
も
考
え

て
い
る
(誓
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
お

よ
そ
禅
仏
教
と
は
無
縁
な

二
i
チ

ェ
自

身

の
理
想
の
展

開
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
支
配
的
だ

っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観
を
転
換
し
、
夫
来

へ
向

け
て
人
間
を
よ
り
強
大
に
、
よ
り
高
貴
に
陶
冶
し
よ
う
と
す
る

ニ
ー
チ

ェ
。
こ

の
世
界
に
お
け
る

一
切
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
是
認
し
よ
う
と
す
る
ニ
ー
チ

ェ
。

こ
の
矛
盾
は
「
彼

の
中
で
ど
こ
ま
で
も
統
合
さ
れ
ず
に
残
る
以
上
、
ミ

ュ
ラ
i

・
ラ
ウ
タ
ー
の
よ
う
に
、

ニ
ー
チ

ェ
哲
学
の
本
質
を
矛
盾
性
と
し
て
特
色
づ
け

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
整
合
性
を
尊
重
す
る
哲
学
の
体
系
な
ら
と
も

か
く
、
宗
教

の
教
説
で
は
、
こ
う

し
た

「
あ
る
が
ま
ま
」

の
絶
対
的
肯
定
と

「
あ
る
べ
き
」
姿
の
設
定
と

の
共
在

は
、
決
し
て
特
異
な
こ
と
で
は
な

い
(硲
)。

た
と
え
ば
イ
エ
ス
が
そ
う
で
あ
る
。
彼
は

一
方
で
、
将
来
、
神
の
国
に
入
り

う
る
よ
う
な
良

い
生
き
方
を
人

々
に
説
く
。
「だ
れ
で
も
幼
な
.子
の
よ
う
に
神

の
国
を
受
け
い
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は

い
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な

い
」
翆̂
。
他
方
で
、
善
悪
や
応
報
思
想
を
も
超
越
し
た
神
に
つ
い
て
も
イ
エ
ス

は
語
る
。
「
天
の
父
は
、
悪
い
者
の
上
に
も
良

い
者
の
上
に
も
、
太
陽
を

の
ぼ

ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な

い
者

に
も
雨
を
降
ら
せ
る
」
(軽
。
こ
う
し
た

イ
エ
ス
の
二
重
性
に

つ
い
て
八
木
誠

一
は
、
「
確
か
に
イ
エ
ス
も

『
神
の
支
配
』

を
語
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
救
済
も
終
末
も
あ
る
の
だ
が
、
レ
か
し
イ

エ
ス
は
同
時
に
神
を
語
る
。
そ
の
神

は
善
と
悪
、
生
と
死
と
の
両
方
を
包
む
よ

う
な
深

み
で
あ
る
」
と
述

べ
、
さ
ら
に
イ

エ
ス
に
お
け
る

「神

の
支
配
」
と

「神
」
と
の
関
係
が
、
仏
教
に
お
け
る

「方
便
仏
」
と

「
法
性
法
身
」
と
の
関

係
に
冠
応
す
る
と
論
じ
て
い
る
(〃
v。

神
が
救
済
.や
終
末
を
も
越
え
て
い
る
こ
と
を
認
め

つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
イ

エ

ス
は
、
己
れ
を
低
く
し
て
幼
な
子
の
よ
う
に
な
れ
、
と
教
え
る
。
同
様
に
二
ー

チ

ェ
も
、
デ
イ

ォ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
世
界
肯
定
を
踏
ま
え

つ
つ
、
や
は
り
よ
り
強

大
な
タ
イ
プ
の
人
間
の
育
成
を
企
て
る
。
両
者
と
も
、
人
間
の
存
在
の
根
底
、

善
悪
や
強
弱
、
さ
ら
に
は
生
死
を
も
超
脱
し
た
根
底
に
ま
で
沈
潜
し
な
が
ら
、

そ
こ
か
ら
再
び
人
間
が
現
に
生
き
て
ゆ
く
場
に
上

っ
て
く
る
と
、
正
反
対
の
方

向
の
人
間
観
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観

の
転
換
を
意
図
し
て

ニ
ー
チ

ェ
が
掲
げ
た
方
向
は
、
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
世

界
」
に
よ

っ
て
は
、
決
し
て
正
当
化
し
た
り
、
根
拠
づ
け
た
り
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神

に
お
い
て
は
、
心

の
貧
し
き
人
も
パ
リ
サ
イ
人
も
等
し
く
嘉
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。も

ち

ろ
ん
、
何
か
別
の
視
座
を
も
ち
出
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
と
ニ
ー

チ

ェ
の
人
間
観
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
よ
り

「
現
実
的
」
で
、
よ
り

「
人
間
ら
し

い
」
か
を
明
示
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
の

は
ハ
そ
の
よ
う
な
優
位
の
判
定
で
は
な
く
、

ニ
ー
チ
ェ
の
矛
盾
、
「あ
る
が
ま
ま

で
よ
し
」
と

「
か
く
あ
れ
」
の
二
重
性
の

一
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ

た
り
、
そ
の
よ
う
な
二
重
性
は
決
し
て
ニ
ー
チ

ェ
だ
け
に
属
す
る
特
異
な
こ
と

で
は
な
い
、
と

い
う
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
く
。
こ
の
二
重
性
そ
の
も
の

に

つ
い
て
は
、
人
憫
の
生
の
構
造
か
ら
i

生
死
そ
の
も

の
の
動
か
し
が
た
い
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必
然
性
の
中
で
、
自
ら

の
選
択
に
よ
る
活
動
を
く
り
広
げ
る
と

い
う
、
人
間
の

生
の
あ
り
方
か
ら
ー

あ
ら
た
め
て
考
察
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う

。
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分

の
理

想

を

容

赦
な

く

押

し

通
そ

う

と

す

る

強
者

」
で
あ

る
超

人

に
と

っ
て
は

、
「
回

帰

の
教
説

は
、
彼

自

身

の
生

の
力

と

同
時

に
、
.別
種

の
諸

理

想

を
支

持

す

る
人

々
の
生

の
力

の
試

金

石

に

ま
ず

な

る
」
(
=

二
四
頁

)

が

、
他

方

、
あ

ら

ゆ
る

者

の
見

方

を
受

け
入

れ

、
統

合

し

て

ゆ

く

「
賢

者

」
と

し

て
の

超

人

は
、

永
遠

回

帰

に

含

意

さ
れ

る

、

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

な
肯

定

に
辿
ヴ

つ
く

(
一
二

〇
頁

、

及

び

一
三

八

頁

以

下
)

と

い
う

の
で

あ

る
。

(
46
)
中

村

正

雄
著

、
『
ニ
ー

チ

ェ
と

キ

リ

ス
ト

教
倫

理

』
、
(
「
九

亠ハ
五

年

、

弘

文

堂

)

で

は
、

二
i

チ

ェ

の
思
想

全

体

が
来

た

る

べ
き

理
想

の
実

現

に
価

値

を

置

い

て
お

り

、

こ
う

し

た

終

末

論

的
性

格

に

よ

っ
て
、

二
i

チ

ェ
と

キ

リ

ス
ト

教

と

は
構

造

的

に

連

関
す

る

、

と

論

じ

ら

れ

て

い
る

が

、

二
i
チ

ェ
の
場

合

で
も

、
ま

た

以

下

の
本

文

で

述

べ
る

よ

う

に
、

キ

リ

ス
ト
教

の
場

合

で
も

、

終

末
論

を

止

揚

す

る
視

点

が
存

在

す

る

以
上

、

そ

れ

ほ
ど

単

純

に
結

論

づ

け

ら
れ

な

い
と

思
わ

れ

る
。

(
47

)
マ
ル

コ
に

よ

る
福

音

書

、
第

一
〇

章

一
五
節

。

(
48

)
マ
タ
イ

に

よ

る
福

音

書

、
第

五
章

四

五
節

。

(49

)
八
木

誠

一
、

『
パ
.ウ

ロ
、
新

鸞

、
イ

エ

ス
、
禅

』
、
一
九

八

六
年

、
法

蔵
館

、
二
二

二
頁

以

下
参

照

。
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