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ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
情
念
論
・
宗
教
論
・
趣
味
論
の
意
義

︱
︱
﹃
四
論
考
集
﹄
を
手
が
か
り
に
︱
︱

鎌

田

厚

志

は
じ
め
に

第
一
節

﹃
四
論
考
集
﹄
に
お
け
る
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
の
位
置

第
二
節

宗
教
論
に
お
け
る
人
間
の
資
質

第
三
節

雄
弁
と
趣
味
と
良
識

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
︑
哲
学
・
宗
教
論
・
趣
味
論
・
レ
ト
リ
ッ
ク
な
ど
多
岐
に
渡
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
を
﹁
情
念
の
穏
和
化
﹂
を
中
心
に
読
み

解
き
︑
か
つ
そ
れ
が
党
派
の
共
存
お
よ
び
相
互
牽
制
の
重
視
と
い
う
政
治
思
想
上
の
構
想
に
お
い
て
重
要
な
要
素
を
成
し
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
﹃
四
論
考
集
﹄︵
Four
D
issertations︶
の

内
的
な
連
関
性
に
特
に
着
目
し
︑
情
念
の
穏
和
化
を
宗
教
論
や
趣
味
論
お
よ
び
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
に
よ
っ
て
推
進
す
る
と
い
う
企
図
が
︑

ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
を
貫
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
作
業
を
通
じ
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
法
の
支
配
や
秩
序
の
安
定
と

い
っ
た
静
態
的
な
基
盤
の
上
に
︑
レ
ト
リ
ッ
ク
や
言
論
の
自
由
を
活
発
に
行
使
す
る
動
態
的
な
政
治
構
想
を
持
っ
て
い
た
が
た
め
に
︑
そ
の

前
提
と
し
て
人
間
の
資
質
の
穏
和
化
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
観
点
を
提
起
し
た
い
︒
つ
ま
り
︑
宗
教
論
・
趣
味
論
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論

に
依
拠
し
た
情
念
の
穏
和
化
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
の
中
で
不
可
欠
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

な
お
︑
本
稿
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
や
趣
味
論
を
政
治
思
想
︵
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉
で
言
え
ば
﹁
政
治
学
﹂
︶
と
の
関
連
に
お
い
て
位
置
づ

け
る
試
み
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
宗
教
論
や
趣
味
論
の
そ
れ
自
体
と
し
て
の
意
義
や
領
域
を
否
定
し
︑
政
治
的
価
値
に
従
属
す
る
も

の
と
し
て
見
る
こ
と
で
は
な
い
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
政
治
学
﹂
を
﹁
結
合
し
て
社
会
を
形
成
し
相
互
に
依
存
し
合
う
限
り
で
の
人
間
を
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
﹂
と
定
義
し
て
い
(１
)
る
︒
こ
の
定
義
は
︑
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ク
リ
ッ
ク
の
﹁
政
治
学
と
は
︑
社
会
全
体
に
影
響
を
あ
た
え
る
よ
う

な
利
害
と
価
値
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
紛
争
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
り
︑
ま
た
︑
ど
う
す
れ
ば
こ
の
紛
争
を
調
停
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ

い
て
の
研
究
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
知
識
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
(２
)
る
︒
筆
者
は
政
治
思
想
・
政
治
学
に

つ
い
て
上
記
の
定
義
に
依
拠
し
︑
宗
教
論
や
趣
味
論
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
に
つ
い
て
の
思
索
の
上
で
欠
か
せ
な
い
位
置
を
占
め
る
知
識
だ
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
︑
宗
教
や
趣
味
が
政
治
と
は
独
立
し
た
非
政
治
的
な
別
個
の
価
値
を
そ
れ
自
体
有
し
て
い
た
こ
と
を
な
ん
ら
否

定
す
る
つ
も
り
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
政
治
的
領
域
の
安
定
化
お
よ
び
活
性
化
の
た
め
に
非
政
治
的
領
域
に
お
け
る
一
定
の
人
間

の
資
質
の
涵
養
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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上
記
の
問
題
関
心
と
の
関
連
か
ら
︑
先
行
研
究
を
概
観
し
た
い
︒
ま
ず
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
全
体
を
情
念
の
穏
和
化
を
中
心
に
読
み
解
い

た
も
の
と
し
て
︑
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
の
先
行
研
究
が
あ
(３
)
る
︒
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
論
文
﹁
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
情
念
の
鎮
静
化
に
つ
い
て
﹂

の
中
で
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
を
主
に
分
析
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
・
宗
教
・
政
治
な
ど
の
多
分
野
に
渡
る
思
想
を
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
を
中
心
と

し
た
も
の
と
し
て
読
み
解
い
て
い
る
︒
こ
の
主
張
に
筆
者
も
賛
成
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
︑﹁
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
派
閥

︵
factions︶
に
つ
い
て
︑
そ
れ
が
も
し
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
︑
必
然
的
に
﹁
無
秩
序
﹂
と
﹁
専
制
﹂
を
も
た
ら
す
と
し
て
︑
軽
蔑
の
み
を
抱
い

て
い
た
﹂
と
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
党
派
・
派
閥
の
議
論
は
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
分
析
し
て
い
(４
)

る
︒
筆
者
は
こ

れ
に
対
し
︑
情
念
の
穏
和
化
の
議
論
は
︑
む
し
ろ
党
派
の
共
存
と
相
互
牽
制
を
実
現
す
る
前
提
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
る
︒
す
な
わ

ち
︑
情
念
の
穏
和
化
は
党
派
の
共
存
と
相
互
牽
制
の
前
提
と
し
て
重
視
さ
れ
︑
そ
の
意
味
で
党
派
の
議
論
は
哲
学
・
宗
教
・
趣
味
・
レ
ト
リ
ッ

ク
の
議
論
と
相
ま
っ
て
政
治
的
に
積
極
的
な
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
︒

次
に
︑
政
治
思
想
の
観
点
か
ら
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
と
趣
味
論
に
対
す
る
先
行
研
究
を
概
観
し
た
い
︒
ま
ず
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
政

治
思
想
と
宗
教
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
比
較
的
最
近
解
明
が
進
ん
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
そ
れ
自
体
の
重
要
性

に
つ
い
て
は
︑
以
前
か
ら
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
が
︑
か
つ
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
本
人
の
信
仰
の
有
無
や
そ

の
宗
教
論
の
性
質
の
解
明
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
(５
)
た
︒
政
治
や
社
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
︑
た
と
え
ば
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
は

キ
リ
ス
ト
教
の
束
縛
か
ら
の
解
放
や
世
俗
化
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
基
調
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
た
(６
)
が
︑
具
体
的
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
が
ど
の
よ

う
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
の
構
造
の
中
に
位
置
し
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
か
を
分
析
す
る
作
業
は
比
較
的
最
近
ま
で
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
の
中
で
︑
犬
塚
元
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
の
中
心
課
題
を
宗
教
批
判
だ
と
と
ら
え
︑
そ
れ
を
全
体
と
し
て
宗
教
対
立
と
宗
教
内
乱
の

克
服
を
め
ざ
す
﹁
ポ
ス
ト
・
コ
ン
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
把
握
し
た
点
で
画
期
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
犬
塚

は
こ
の
観
点
か
ら
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
宗
教
か
ら
の
世
俗
社
会
の
独
立
と
宗
教
の
統
制
を
論
じ
た
こ
と
を
彼
の
著
作
か
ら
明
晰
に
示
し
た
︒
さ
ら

に
秩
序
と
自
由
の
関
係
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
ど
ち
ら
か
の
二
者
択
一
で
は
な
く
﹁
人
類
が
経
験
と
知
恵
を
積
み
重
ね
た
の
ち
﹂︑
歴
史
の
発

展
の
中
で
そ
の
両
立
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
視
点
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
犬
塚
は
結
論
に
お
い
て
︑
秩
序
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の
安
定
の
た
め
に
自
由
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
指
摘
し
た
と
し
︑
社
会
の
秩
序
と
安
定
と
い
う
目
的
か
ら
寛
容
と
宗
教
的
自

由
の
必
要
を
導
き
出
し
た
と
し
て
い
(７
)
る
︒

犬
塚
の
研
究
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
と
宗
教
論
の
関
係
を
的
確
に
と
ら
え
た
点
で
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
犬
塚
の
研
究
に

お
い
て
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
秩
序
の
擁
護
と
い
う
静
態
的
な
側
面
が
主
に
解
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム

の
政
治
思
想
を
道
徳
論
的
・
習
俗
論
的
な
政
治
思
想
と
は
区
別
さ
れ
る
︑
政
治
機
構
論
の
政
治
思
想
の
伝
統
の
継
承
者
と
し
て
犬
塚
は
分
析

し
て
お
(８
)

り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
に
つ
い
て
も
主
と
し
て
秩
序
の
安
定
と
政
治
制
度
の
撹
乱
要
因
の
除
去
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
把
握
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

他
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
︑
基
本
的
に
は
法
の
支
配
や
秩
序
の
安
定
と
い
っ
た
静
態
的
な
側
面
に
主
に
着
目
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
た
と
え
ば
坂
本
達
哉
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
特
に
そ
の
理
想
共
和
国
論
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
︑
そ
の
理
想
共
和
国
論

が
単
に
機
構
論
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
市
場
経
済
の
シ
ス
テ
ム
に
対
応
し
た
巨
大
な
統
治
機
構
の
運
営
を
意
識
し
た
︑
近
代
的
共
和
政
の

理
念
と
制
度
の
構
築
を
目
指
し
た
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
(９
)
る
︒
的
確
な
解
釈
で
あ
り
筆
者
も
全
く
異
論
は
な
い
が
︑
坂
本
の
研
究
に
お

い
て
も
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
自
由
と
は
﹁
法
の
支
配
﹂
の
実
現
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
お
(10
)
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
の
静
態
的
側
面
を

主
と
し
て
照
射
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

筆
者
は
︑
上
記
の
解
釈
に
つ
い
て
的
確
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
し
賛
成
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
上
で
︑
秩
序
や
法
の
支
配
と
い
う
静
態

的
な
議
論
と
は
別
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
宗
教
論
や
趣
味
論
お
よ
び
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
を
通
じ
て
論
じ
て
い
る
人
間
の
資
質
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
︑
別
個
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄
以
来
人
間
の
情
念
や
資
質
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
が
︑
こ
の
人
間
の
資
質
の
議
論
が
政
治
論
お
よ
び
宗
教
論
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
先
行
研
究
は
十
分
に

注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
倫
理
学
に
お
い
て
は
徳
論
型
倫
理
学
に
分
類
さ
れ
な
が
ら
(11
)

も
︑
政
治
思
想
に
お
い

て
は
共
和
主
義
的
徳
の
政
治
思
想
の
拒
否
者
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
︑
薄
め
ら
れ
た
形
で
は
あ
る
が
︑
政
治
に
お

け
る
参
加
や
徳
が
一
定
程
度
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
穏
和
な
情
念
を
持
つ
人
々
が
︑
党
派
共
存
の
も
と
で
言

論
の
自
由
を
活
発
に
行
使
し
つ
つ
相
互
に
権
力
を
監
視
し
牽
制
し
合
う
と
い
う
点
で
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
政
治
空
間
へ
の
あ
る
種
の
参
加
と
そ
の
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前
提
条
件
と
し
て
の
人
間
の
資
質
を
強
く
意
識
し
た
議
論
を
展
開
し
て
お
り
︑
こ
の
前
提
条
件
と
し
て
の
人
間
の
資
質
の
議
論
と
し
て
︑
宗

教
論
・
趣
味
論
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
十
分
に
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
考

え
る
︒

特
に
趣
味
論
に
つ
い
て
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
が
政
治
思
想
と
の
関
連
で
近
年
研
究
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
比
べ
て
︑
政
治
思
想
と
の
関

連
か
ら
は
ほ
ぼ
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
中
で
半
沢
孝
麿
は
︑
日
本
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味
論
に
関
連
す
る

エ
ッ
セ
イ
が
長
い
間
翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
︑
そ
の
た
め
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
解
が
偏
っ
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム

思
想
の
美
学
的
要
素
へ
の
注
意
を
促
し
て
い
(12
)

た
︒
そ
の
後
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味
論
の
翻
訳
は
進
み
︑
そ
の
点
で
は
日
本
に
お
け
る
研
究
は
大

い
に
進
ん
で
き
た
と
言
え
る
が
︑
趣
味
論
と
政
治
学
と
の
関
連
︑
あ
る
い
は
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
全
体
に
お
け
る
趣
味
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

の
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
海
外
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
ベ
ビ
ッ
チ
ら
に
よ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味
論
に
つ
い
て
の
論
集

が
近
年
刊
行
さ
れ
て
お
り
︑
西
洋
の
趣
味
論
の
歴
史
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
位
置
づ
け
や
ヒ
ュ
ー
ム
趣
味
論
そ
れ
自
体
の
精
緻
な
分
析
は
な

さ
れ
て
い
る
が
︑
政
治
思
想
と
の
関
連
が
考
察
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
(13
)
い
︒

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
多
く
を
学
び
つ
つ
︑
本
稿
で
は
作
業
仮
説
と
し
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
は
い
わ
ば
二
重
の
構
造
に
な
っ
て
お

り
︑
法
の
支
配
や
善
く
組
織
さ
れ
た
政
治
機
構
や
秩
序
と
い
う
静
態
的
な
基
礎
部
分
と
︑
そ
の
上
に
利
害
対
立
を
め
ぐ
る
党
派
が
活
発
に
レ

ト
リ
ッ
ク
や
言
論
の
自
由
を
行
使
し
て
切
磋
琢
磨
す
る
動
態
的
な
上
層
部
分
と
が
あ
っ
た
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
い
︒
前
者
は
機
構
論
や

法
学
的
な
内
容
を
主
と
し
︑
後
者
は
人
間
の
徳
や
資
質
が
問
題
と
な
る
部
分
と
な
(14
)
る
︒
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
の
静
態
的
な
側
面
と
動
態

的
な
側
面
の
両
方
に
ま
た
が
り
︑
そ
れ
ら
を
架
橋
し
て
い
た
の
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
を
め
ぐ
る

議
論
で
あ
り
︑穏
和
な
情
念
を
守
り
育
む
た
め
に
宗
教
論
と
趣
味
論
と
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
と
考
え
る
︒
そ
し
て
︑

こ
の
つ
な
が
り
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
次
節
以
下
で
分
析
す
る
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
﹃
四
論
考
集
﹄
だ
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑

﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
で
は
︑
秩
序
の
安
定
の
問
題
と
言
論
の
自
由
の
活
発
な
行
使
の
議
論
や
宗
教
論
・
趣
味
論
は
つ
な
が
り
が
な
く

並
列
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
こ
れ
ら
の
要
素
を
つ
な
ぐ
議
論
を
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹃
四
論
考
集
﹄
で
行
っ
て
い
る
と
考
察

す
る
︒
ゆ
え
に
︑
本
稿
で
は
﹃
四
論
考
集
﹄
を
検
討
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
哲
学
・
宗
教
・
趣
味
さ
ら
に
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
が
︑
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実
は
政
治
思
想
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
い
︒

そ
の
た
め
︑
第
一
節
で
は
﹃
四
論
考
集
﹄
の
成
立
の
背
景
を
確
認
し
た
上
で
︑﹁
情
念
論
﹂
の
中
で
展
開
さ
れ
る
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
の
概
念

を
中
心
に
﹃
四
論
考
集
﹄
内
部
の
哲
学
・
宗
教
・
雄
弁
の
議
論
が
実
は
相
互
の
関
連
を
強
く
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
検
証
す
る
︒
第

二
節
で
は
︑﹃
四
論
考
集
﹄
の
中
の
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
に
お
け
る
人
間
の
資
質
の
問
題
を
と
り
あ
げ
︑
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
人
間
の
資
質
の

議
論
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
や
文
明
社
会
を
め
ぐ
る
構
想
に
お
い
て
も
重
要
な
要
素
を
成
し
て
い
た
こ
と
を
考
察
す
る
︒
第
三
節
で
は
︑

ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味
論
と
レ
ト
リ
ッ
ク
・
雄
弁
の
議
論
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
し
︑
穏
和
化
さ
れ
良
識
を
持
っ
た
人
々
が
適
切
な
レ
ト
リ
ッ
ク

を
身
に
つ
け
︑
言
論
の
自
由
の
活
発
な
行
使
を
行
う
︑
動
態
的
な
政
治
構
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
い
︒

第
一
節

﹃
四
論
考
集
﹄
に
お
け
る
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
の
位
置

本
節
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
哲
学
・
政
治
・
宗
教
・
趣
味
に
関
す
る
議
論
の
関
連
を
﹃
四
論
考
集
﹄
を
手
が
か
り
に
明
ら
か
に
し
た

い
︒
﹃
四
論
考
集
﹄
と
は
︑
一
七
五
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
で
あ
り
︑﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂︵
T
he
N
aturalH
istory
of

R
eligi(15
)
on
︶︑﹁
情
念
論
﹂︵
A
D
issertation
on
the
Passions︶︑﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂︵
O
fT
ragedy
︶︑﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂︵
O
fthe

Standard
ofT
aste︶
の
四
つ
の
論
考
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
︒

﹃
四
論
考
集
﹄
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
︑
モ
ス
ナ
ー
が
詳
し
く
明
ら
か
に
し
て
い
(16
)
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
一
七
五
五
年
の
時
点
で
︑
ヒ
ュ
ー

ム
は
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂︑﹁
情
念
論
﹂︑﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂︑﹁
幾
何
学
お
よ
び
自
然
哲
学
以
前
の
諸
論
考
﹂
の
四
つ
を
一
冊
に
ま
と
め
て
公

刊
す
る
予
定
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
出
版
社
側
の
事
情
で
︑
い
っ
た
ん
出
版
が
断
念
さ
れ
︑
四
番
目
の
論
考
は
削
除
さ
れ
た
︒
そ
の
後
ヒ
ュ
ー

ム
は
︑﹁
自
殺
に
つ
い
て
﹂
と
﹁
霊
魂
の
不
死
に
つ
い
て
﹂
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
足
し
︑
五
つ
の
論
考
を
一
冊
に
ま
と
め
て
出
版
す
る

予
定
だ
っ
た
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
を
無
神
論
だ
と
非
難
す
る
ウ
ォ
ー
バ
ー
ト
ン
ら
に
よ
る
圧
力
が
あ
っ
た
た
め
︑
こ
の
新
し
い
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ

の
公
表
を
断
念
し
た
︒
そ
の
後
︑
エ
ッ
セ
イ
﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂
を
加
え
て
︑
よ
う
や
く
一
七
五
七
年
に
﹃
四
論
考
集
﹄
と
し
て
出

版
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
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﹃
四
論
考
集
﹄
が
出
版
さ
れ
た
一
七
五
七
年
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
四
十
六
歳
で
あ
り
︑
そ
の
生
涯
の
中
期
と
言
え
る
︒
す
で
に
一
七
三
九
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
﹃
人
間
本
性
論
﹄
を
出
版
し
︑
一
七
四
一
年
に
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
を
︑
一
七
五
二
年
に
﹃
政
治
論
集
﹄
を
出
版

し
て
お
り
︑
一
七
五
四
年
か
ら
は
の
ち
に
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
と
改
題
さ
れ
る
﹃
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
史
﹄
の
刊
行
も
始
め
ら
れ
て
い

た
︒
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
の
全
六
巻
が
完
成
す
る
の
は
一
七
六
二
年
で
は
あ
る
も
の
の
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
要
著
作
の
多
く
は
す
で
に
刊
行
さ

れ
て
い
た
時
期
と
言
え
る
︒
そ
の
た
め
か
︑
従
来
は
﹃
四
論
考
集
﹄
は
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
す
で
に

主
要
な
哲
学
・
政
治
学
の
著
作
が
世
に
出
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
が
執
筆
さ
れ
る
中
で
の
︑
追
加
的
・
補
足
的
な
小
品
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
の
理
由
と
し
て
︑﹃
四
論
考
集
﹄
所
収
の
四
つ
の
論
考
は
︑
一
七
五
八
年
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
諸
著
作
を
収
録
し
た
も
の
と
し
て
出
版
さ
れ
た

﹃
諸
主
題
論
集
﹄
に
入
れ
ら
れ
る
際
に
順
序
が
解
体
さ
れ
︑﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
と
﹁
情
念
論
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
﹃
人
間
知
性
研
究
﹄
と
﹃
道
徳

原
理
の
研
究
﹄
に
付
随
す
る
形
で
配
置
さ
れ
︑﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂
と
﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂
は
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
に
組
み

込
ま
れ
た
た
め
︑
四
つ
の
論
考
が
一
体
性
を
持
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
覆
い
隠
さ
れ
見
え
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
(17
)
る
︒
こ
の

こ
と
は
﹃
四
論
考
集
﹄
が
す
で
に
出
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
の
補
足
的
な
小
品
で
あ
り
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
の
部
分
的
な
書
き
直
し
や
︑﹃
人

間
本
性
論
﹄
で
予
告
さ
れ
な
が
ら
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
宗
教
論
を
書
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
と

受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
︒
実
際
︑
従
来
ほ
と
ん
ど
そ
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
︒

こ
う
し
た
従
来
の
見
方
に
対
し
て
︑
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
﹃
四
論
考
集
﹄
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
の
序
文
で
詳
細
な
分
析
を
行
い
︑﹃
四
論
考
集
﹄

は
統
一
性
を
持
っ
た
一
つ
の
作
品
だ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
(18
)

る
︒
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
の
先
行
研
究
を
除
き
︑﹃
四
論
考
集
﹄
を
一
体
の
も
の
と
し

て
考
察
す
る
研
究
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
(19
)
い
︒
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
︑
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
︵
John
H
om
e︶
が
執
筆
し
た
悲
劇
﹃
ダ
グ
ラ

ス
﹄
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
手
に
よ
る
長
文
の
献
辞
が
﹃
四
論
考
集
﹄
の
冒
頭
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
︑﹃
ダ
グ
ラ
ス
﹄
と
い
う
作

品
を
分
析
・
評
価
す
る
た
め
に
宗
教
・
情
念
・
悲
劇
・
趣
味
に
関
す
る
議
論
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
展
開
し
た
と
い
う
観
点
か
ら
﹃
四
論
考
集
﹄
の

統
一
性
を
考
察
し
て
い
(20
)
る
︒
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
と
こ
に
あ
た
る
︒﹃
四
論
考
集
﹄出
版
に
先
立
つ
時
期
に
お
い
て
︑ヒ
ュ
ー

ム
自
身
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
か
ら
の
破
門
の
討
議
の
対
象
と
さ
れ
︑
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
も
ま
た
牧
師
な
の
に
劇
を
書
い
た
と
い
う
こ
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と
自
体
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
保
守
派
か
ら
攻
撃
さ
れ
て
い
た
︒
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
︑
﹃
ダ
グ
ラ
ス
﹄
を
評
価
し
支
援
す
る
た
め
に
︑

宗
教
や
レ
ト
リ
ッ
ク
を
考
察
し
た
の
が
﹃
四
論
考
集
﹄
だ
と
指
摘
し
︑
ウ
ォ
ー
バ
ー
ト
ン
ら
の
宗
教
的
迷
信
に
裏
付
け
ら
れ
た
激
し
い
情
念

と
︑
教
養
あ
る
人
々
の
穏
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
情
念
を
一
貫
し
て
対
照
的
に
描
き
出
し
て
い
る
と
す
(21
)
る
︒

上
記
の
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
の
指
摘
は
的
確
で
あ
り
︑
筆
者
も
賛
成
で
あ
る
︒
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
リ
ス
も
ま
た
﹃
ダ
グ
ラ
ス
﹄
の
上
演
の
背

景
と
し
て
︑
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
に
お
け
る
﹁
穏
健
派
﹂︵
M
oderate︶
と
伝
統
的
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
﹁
民
衆
派
﹂︵
Popular︶
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
や
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
思
想
の
自
由
や
討
論
の
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
﹃
四
論
考
集
﹄
を
執
筆

し
︑
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
﹃
ダ
グ
ラ
ス
﹄
を
擁
護
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
民
衆
派
と
対
抗
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
や
︑
そ
の
背
景
が
色
濃
く
﹃
四
論
考
集
﹄
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
て
い
(22
)

る
︒

し
か
し
︑
筆
者
は
︑
上
記
の
歴
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
︑﹃
四
論
考
集
﹄
に
お
い
て
穏
和
な
情
念
の
議
論
や
宗
教
・
趣
味
に
関
す
る
議

論
が
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
を
介
し
て
政
治
と
関
連
す
る
射
程
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
﹃
四
論
考

集
﹄
を
一
体
の
も
の
と
し
て
考
察
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
主
に
﹃
ダ
グ
ラ
ス
﹄
と
の
関
連
か
ら
そ
の
統
一
性
を
考
察
し
て
お
り
︑
そ
の
議
論

は
レ
ト
リ
ッ
ク
や
政
治
の
関
連
を
そ
も
そ
も
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
︒
本
節
で
は
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
で
は
必
ず
し
も
具
体
的
で
は
な

か
っ
た
穏
和
な
情
念
の
議
論
と
政
治
・
経
済
と
の
関
連
や
︑
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
穏
和
な
情
念
と
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
と

の
関
連
が
︑﹃
四
論
考
集
﹄
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
い
︒

さ
て
︑
本
節
の
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
︑﹃
四
論
考
集
﹄
は
︑﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
と
﹁
情
念
論
﹂
と
﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂
と
﹁
趣
味
の
標
準

に
つ
い
て
﹂
か
ら
構
成
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
内
的
な
関
連
に
お
い
て
重
要
だ
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
︑
こ
の
四
論
考
の
中
で
注
目
さ
れ
る
こ

と
の
少
な
い
﹁
情
念
論
﹂
で
あ
る
︒﹃
四
論
考
集
﹄
の
中
の
﹁
情
念
論
﹂
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
一
七
三
九
年
に
出
版
し
た
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二

巻
﹁
情
念
に
つ
い
て
﹂
を
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
情
念
論
﹂
の
基
本
的
な
内
容
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
︑
ビ
ー
チ
ャ
ム
は
︑﹁
情
念
論
﹂
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄

第
二
巻
の
材
料
で
八
十
五
～
八
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
書
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
ビ
ー
チ
ャ
ム
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
﹃
人
間
本
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性
論
﹄
の
失
敗
を
も
っ
ぱ
ら
文
章
表
現
の
問
題
と
考
え
︑
叙
述
の
仕
方
を
工
夫
し
︑﹁
情
念
論
﹂
と
し
て
発
表
し
た
と
論
じ
て
い
(23
)

る
︒
こ
う
し

た
理
由
か
ら
︑﹁
情
念
論
﹂
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
の
焼
き
直
し
に
過
ぎ
ず
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
さ
ほ
ど
注
目
に
値
し
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑﹃
四
論
考
集
﹄
の
出
版
実
現
ま
で
の
経
緯
に
お
い
て
︑﹁
情
念
論
﹂
は
当
初
よ
り
一
貫
し
て
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
と
と
も
に
出
版

さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
以
下
に
見
る
よ
う
に
︑﹃
四
論
考
集
﹄
全
体
の
内
容
︑
特
に
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
と
﹁
情
念
論
﹂
が
問

題
意
識
の
上
で
密
接
に
関
連
し
て
お
り
︑
単
に
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
の
書
き
直
し
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑﹃
四
論
考
集
﹄
の
な
か
で
不
可

欠
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

先
行
研
究
で
は
︑
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
が
﹁
情
念
論
﹂
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
直
接
情
念
を
中
心
に
叙
述
し
て
い
る
点
と
︑

優
勢
な
情
念
︵
predom
inant
passion
︶
の
議
論
を
重
視
し
て
い
る
点
が
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
︒

ま
た
︑
直
接
情
念
の
中
で
も
︑﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
で
見
ら
れ
る
﹁
希
望
と
恐
怖
﹂
が
特
に
着
目
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
(24
)
る
︒
筆
者
も
イ

ン
マ
ー
ワ
ー
ル
に
賛
成
で
あ
る
︒
加
え
て
︑﹁
情
念
論
﹂
に
お
い
て
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
に
つ
い
て
の
議
論
が
﹃
人
間
本
性
論
﹄
よ
り
も
具
体
化

し
て
い
る
点
と
︑
雄
弁
の
議
論
と
の
関
連
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
筆
者
は
着
目
し
た
い
︒

﹁
情
念
論
﹂
の
第
一
節
に
お
い
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
の
内
容
と
同
じ
く
︑
快
苦
が
善
悪
を
生
じ
︑
善
が
確
実
な
時

は
喜
び
が
生
じ
︑
悪
が
確
実
な
時
は
苦
悩
や
悲
嘆
が
生
じ
る
と
論
じ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
善
悪
が
不
確
実
な
時
は
︑
希
望
と
恐
怖
が

生
じ
る
︒
ま
た
︑
善
か
ら
は
欲
望
が
︑
悪
か
ら
は
嫌
悪
が
生
じ
る
︒
こ
れ
ら
の
情
念
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
で
は
︑
直
接
情
念
に
分
類

さ
れ
て
い
る
︒﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
で
は
愛
や
憎
し
み
や
誇
り
や
卑
下
な
ど
の
間
接
情
念
が
主
な
分
析
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
情
念

論
﹂
で
は
こ
れ
ら
の
直
接
情
念
︑
特
に
希
望
と
恐
怖
が
中
心
と
な
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

希
望
と
恐
怖
は
蓋
然
性
︑
つ
ま
り
複
数
の
相
反
す
る
原
因
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
︑
言
い
換
え
れ
ば
希
望
と
恐
怖
が
混
じ
り
合
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
︑﹁
混
合
的
情
念
﹂
と
も
ヒ
ュ
ー
ム
は
呼
ん
で
い
る
︒
以
下
の
箇
所
は
︑﹁
情
念
論
﹂
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
希
望
と
恐
怖

に
特
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
の
情
念
の
い
ず
れ
も
︑
希﹅

望﹅

と
恐﹅

怖﹅

︹
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
︒
以
下
同
じ
︒︺
と
を
除
け
ば
︑
好
奇
心
を
そ
そ
っ
た
り
驚
く
べ
き
も

の
は
何
も
含
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
希
望
と
恐
怖
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
善
ま
た
は
悪
の
蓋
然
性
か
ら
も
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
︑
我
々
の
注
目
に
値
す
る
混
合
的
情
念
で
あ
(25
)
る
︒

こ
の
箇
所
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
さ
ま
ざ
ま
な
情
念
の
中
で
﹁
希
望
と
恐
怖
﹂
に
特
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒﹁
希
望
と
恐
怖
﹂

は
次
節
で
見
る
よ
う
に
︑
多
神
教
お
よ
び
宗
教
全
般
の
発
生
源
だ
と
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
で
指
摘
さ
れ
る
︒﹁
希
望
と
恐
怖
﹂
を
宗
教
と
関
連

し
て
強
く
意
識
す
る
態
度
は
︑
一
七
四
三
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ュ
ア
︵
W
illiam
M
ure
ofC
aldw
ell︶
宛
の
手
紙
の
中
に
も
見
ら
れ
(26
)

る
︒

し
た
が
っ
て
︑
単
に
同
時
に
出
版
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
︑﹁
情
念
論
﹂
は
希
望
と
恐
怖
と
い
う
情
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
と
い
う
点
で
︑﹁
宗

教
の
自
然
史
﹂
の
テ
ー
マ
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹁
情
念
論
﹂
の
中
で
︑
希
望
と
恐
怖
の
情
念
が
ど
の
よ
う
に
搔
き
立
て
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑

以
下
の
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
不
確
実
性
が
増
す
ほ
ど
希
望
と
恐
怖
は
強
化
さ
れ
る
と
論
じ
る
︒

恐
怖
と
希
望
の
情
念
は
︑
偶
然
が
両
者
の
側
に
平
等
で
あ
り
︑
他
方
よ
り
一
方
に
お
い
て
︑
優
越
性
が
何
一
つ
発
見
さ
れ
え
な
い
場
合

に
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
︒
い
や
︑
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
︑
情
念
は
む
し
ろ
最
も
強
烈
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
そ
の
際
︑
心
は
頼
る
べ

き
最
も
小
さ
な
基
礎
を
も
持
た
ず
︑
最
大
の
不
確
実
性
に
翻
弄
さ
れ
る
か
ら
で
あ
(27
)
る
︒

宗
教
が
不
確
実
な
希
望
や
恐
怖
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
(28
)
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
情
念
論
﹂
の

中
で
︑
不
確
実
性
に
お
い
て
希
望
や
恐
怖
の
情
念
が
烈
し
く
な
る
と
分
析
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
宗
教
に
お
い
て
人
間
に
働
く
心
理
の
分
析

と
も
言
え
る
︒

さ
ら
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹁
情
念
論
﹂
第
五
節
に
お
い
て
﹃
人
間
本
性
論
﹄
と
は
若
干
異
な
る
表
現
で
︑
情
念
の
激
し
さ
と
穏
や
か
さ
に
つ

い
て
論
じ
︑
そ
の
中
で
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
に
つ
い
て
の
議
論
を
﹃
人
間
本
性
論
﹄
よ
り
も
具
体
的
に
展
開
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
に
お
い
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て
は
︑
理
性
は
意
志
に
対
す
る
い
か
な
る
動
機
に
も
な
り
え
な
い
と
さ
れ
る
︒﹃
人
間
本
性
論
﹄
に
お
け
る
﹁
理
性
は
情
念
の
奴
隷
﹂
と
い
う

表
現
は
有
名
で
あ
(
29
)
る
︒﹁
情
念
論
﹂
に
お
い
て
も
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
の
内
容
は
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
理
性
は

そ
れ
自
体
で
は
人
間
を
突
き
動
か
す
原
因
と
な
り
え
な
い
︒﹁
真
理
と
虚
偽
の
判
断
を
意
味
す
る
よ
う
な
︑
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
理
性
は
︑

そ
れ
自
体
で
は
意
志
に
対
す
る
い
か
な
る
動
機
に
も
決
し
て
な
り
え
な
い
し
︑
ま
た
何
ら
か
の
情
念
や
情
緒
に
触
れ
な
い
限
り
︑
何
の
影
響

も
持
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
(30
)
る
﹂︒

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
一
般
的
に
理
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
実
は
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
で
あ
る
︒﹃
人
間
本
性
論
﹄
の
第
二
巻
第
三
部
第
三
節

や
第
八
節
に
お
け
る
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
の
議
論
と
︑﹁
情
念
論
﹂
の
内
容
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
情
念
論
﹂
第
五
節
の
中
の

以
下
の
文
章
の
前
半
部
分
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
と
同
じ
内
容
だ
が
︑
後
半
の
例
示
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
︒
こ

れ
は
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
に
お
い
て
は
抽
象
的
だ
っ
た
議
論
を
︑
よ
り
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
︒

通
俗
的
な
意
味
で
︵
in
a
popular
sense︶︑
一
般
的
に
理
性
と
呼
ば
れ
︑
道
徳
的
な
言
説
に
お
い
て
大
い
に
推
薦
さ
れ
る
も
の
は
︑
対

象
を
包
括
的
︑
ま
た
離
れ
た
位
置
か
ら
考
察
し
︑
な
ん
ら
感
知
し
う
る
ほ
ど
の
情
動
を
も
喚
起
せ
ず
に
意
志
を
作
動
さ
せ
る
︑
一
般
的
な
︑

そ
し
て
穏
和
な
情
念
︵
a
generaland
a
calm
passion
︶
以
外
の
何
物
で
も
な
い
︒
あ
る
人
物
が
彼
の
職
業
に
お
い
て
︑
理
性
と
い
う
理

由
か
ら
︵
from
reason
︶
勤
勉
で
あ
る
と
我
々
が
言
う
の
は
︑
言
い
換
え
る
と
富
と
財
産
に
対
す
る
穏
和
な
欲
望
と
い
う
理
由
か
ら
︑
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
あ
る
人
物
が
理
性
と
い
う
理
由
か
ら
正
義
を
か
た
く
守
る
と
い
う
こ
と
は
︑
言
い
換
え
る
と
公
共
の
善
に
対
す
る
︑

あ
る
い
は
彼
自
身
の
持
つ
人
格
及
び
他
の
人
々
の
持
つ
人
格
に
対
す
る
︑
穏
和
な
心
遣
い
︵
a
calm
regard
︶
か
ら
︑
と
い
う
こ
と
で
あ

(
31
)
る
︒

こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
で
は
抽
象
的
で
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
を
︑
富
と
財
産
に
対

す
る
﹁
穏
和
な
欲
望
﹂
お
よ
び
公
共
の
善
と
自
他
の
人
格
へ
の
﹁
穏
和
な
心
遣
い
﹂
と
い
う
具
体
的
で
日
常
的
な
事
例
に
言
い
換
え
︑
理
解
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し
や
す
い
も
の
に
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹁
穏
和
な
情
念
﹂
が
単
に
抽
象
的
な
哲
学
上
の
概
念
で
は
な
く
︑
日
常
的
な
経
済
お
よ
び
政
治

の
世
界
と
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
の
時
よ
り
も
︑
穏
和
な
情
念
と
政
治
・
経
済
と
の
関
連

を
ヒ
ュ
ー
ム
が
さ
ら
に
具
体
的
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
穏
和
な
欲
望
﹂
や
﹁
穏
和
な
心
遣
い
﹂
を
含
む
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
を
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
世
間
一
般
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
理
性
﹂

と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
激
し
い
情
念
﹂︵
a
violent
passion
︶
の
存
在
を
指
摘
す

る
︒
﹁
激
し
い
情
念
﹂
と
は
︑
一
般
的
に
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
情
念
﹂
で
あ
り
︑
我
々
の
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
荒
々
し
く
感
知

さ
れ
る
情
動
︑﹁
身
近
な
悪
﹂
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
﹁
嫌
悪
︑
戦
慄
︑
恐
怖
﹂
で
あ
(32
)

る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
人
間
が
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の

﹁
激
し
い
情
念
﹂
に
逆
ら
っ
て
遠
い
先
の
利
益
や
計
画
を
遂
行
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
遠
い
先
の
利
益
や
現
在
の
不

安
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
影
響
し
︑
し
か
も
相
反
す
る
場
合
︑
そ
の
人
物
の
一
般
的
性
格
や
現
在
の
気
質
に
よ
っ
て
︑
一
方
が
優
勢
と

な
る
︒﹁
我
々
が
精﹅

神﹅

の﹅

強﹅

さ﹅

と
呼
ぶ
も
の
は
︑
激
し
い
情
念
よ
り
も
穏
和
な
情
念
が
優
勢
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
示
し
て
い
(33
)
る
﹂︒

こ
の
よ
う
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
精
神
の
強
さ
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
︑
激
し
い
情
念
に
対
し
て
︑
穏
和
な
情
念
が
優
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
論

じ
る
︒
さ
ら
に
︑
い
か
な
る
時
に
も
激
し
い
情
念
や
欲
望
に
屈
し
な
い
ほ
ど
強
い
人
間
は
い
な
い
と
し
た
上
で
︑
続
く
第
六
節
で
︑
情
念
を

穏
和
に
︑
あ
る
い
は
激
し
く
す
る
も
の
は
何
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
第
六
節
に
お
い
て
︑
優
勢
な
情
念
が
劣
勢
な
情
念

を
呑
み
こ
み
︑
さ
ら
に
勢
い
を
増
す
と
論
じ
る
︒
こ
の
﹁
優
勢
な
情
念
﹂
の
議
論
は
︑
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑﹁
情
念
論
﹂

が
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
よ
り
も
は
っ
き
り
と
主
張
し
て
い
る
事
柄
で
あ
(34
)
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
不
確
実
性
は
情
念
の
対
立
と
同
様

の
効
果
を
生
じ
︑
優
勢
な
情
念
を
強
め
る
︒
ま
た
︑
想
像
力
と
情
緒
は
密
接
な
関
連
を
有
し
︑
想
像
力
の
活
気
は
情
緒
に
勢
い
を
与
え
る
と

い
う
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
第
六
節
つ
ま
り
﹁
情
念
論
﹂
全
体
の
末
尾
に
近
い
と
こ
ろ
で
︑﹁
雄
弁
﹂︵
eloquence
︶
に
言
及
す
る
︒

対
象
を
最
も
強
烈
で
︑
最
も
生
気
あ
る
色
彩
を
以
て
描
写
す
る
雄
弁
以
上
に
︑
心
の
中
に
何
ら
か
の
情
念
を
注
ぐ
こ
と
の
で
き
る
も
の

は
何
も
な
い
︒
他
人
の
飾
ら
ぬ
意
見
が
︑
情
念
を
以
っ
て
強
調
さ
れ
る
と
き
に
は
特
に
︑
さ
も
な
い
場
合
に
全
く
無
視
さ
れ
た
か
も
知
れ
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な
い
よ
う
な
あ
る
観
念
に
︑
我
々
に
対
す
る
影
響
力
を
持
た
せ
る
で
あ
ろ
う
︒
／
生
気
あ
る
情
念
が
︑
通
常
生
気
あ
る
想
像
力
に
伴
う
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
他
の
点
に
お
け
る
と
同
様
に
︑
こ
の
点
に
お
い
て
も
︑
情
念
の
勢
力
は
︑
対
象
の
性
質
や
状
況
に
依
存
す
る

の
と
同
様
に
︑
そ
の
人
物
の
気
性
に
依
存
す
る
の
で
あ
(35
)
る
︒

も
と
も
と
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
第
三
部
第
六
節
で
も
︑
上
記
引
用
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
︑
雄
弁
が
影
響
を
与
え
る

ま
で
は
事
物
の
観
念
が
微
弱
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
に
お
い
て
は
︑
雄
弁
以
外
に
一
般
的
な
意
見
も
共
感

の
原
理
に
よ
っ
て
影
響
力
が
あ
る
こ
と
も
と
も
に
言
及
さ
れ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
情
念
論
﹂
で
は
そ
の
箇
所
が
除
去
さ
れ
︑
雄
弁
の
影
響

に
つ
い
て
の
議
論
を
際
立
た
せ
る
形
で
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

雄
弁
や
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
は
︑
第
三
節
で
見
る
よ
う
に
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
の
中
の
﹁
雄
弁
に
つ
い
て
﹂
な
ど
で
も
触
れ
ら

れ
︑
そ
こ
で
は
政
治
と
の
関
連
で
雄
弁
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒﹃
人
間
本
性
論
﹄
と
﹁
情
念
論
﹂
の
執
筆
の
間
に
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄

や
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
執
筆
し
た
が
︑
そ
れ
ら
の
過
程
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
を
政
治
と
の
関
連
で

強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
諸
々
の
エ
ッ
セ
イ
や
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
を
通
じ
て
︑
宗
教
と
レ
ト
リ
ッ
ク
が
結

び
つ
く
と
破
滅
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
強
く
警
戒
し
(36
)
た
︒﹁
情
念
論
﹂
の
上
記
箇
所
が
﹃
人
間
本
性
論
﹄
と
比
較
し
た
時

に
︑
雄
弁
の
影
響
に
つ
い
て
の
議
論
を
際
立
た
せ
る
形
に
変
化
し
て
い
る
の
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
明
確
化
を
反
映
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

上
記
の
議
論
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑﹁
情
念
論
﹂
は
﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
二
巻
と
比
較
し
た
場
合
︑﹁
希
望
と
恐
怖
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
と

い
う
点
で
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
な
ど
の
宗
教
論
と
の
関
わ
り
が
よ
り
鮮
明
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑﹁
穏
和
な
情
念
﹂
に
つ
い

て
は
︑
よ
り
わ
か
り
や
す
い
具
体
的
な
説
明
が
経
済
や
政
治
と
も
関
わ
る
文
脈
の
中
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
雄
弁
と
情
念
と
の
関
わ

り
も
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
情
念
論
﹂
の
冒
頭
の
第
一
節
は
﹁
希
望
と
恐
怖
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
を
中
心
と
し
︑
末
尾
の
第
六
節
は
﹁
雄

弁
﹂
に
つ
い
て
の
言
及
で
終
わ
っ
て
お
り
︑﹁
情
念
論
﹂
は
宗
教
と
レ
ト
リ
ッ
ク
を
強
く
意
識
し
て
い
る
︒
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第
二
節

宗
教
論
に
お
け
る
人
間
の
資
質

前
節
で
は
﹃
四
論
考
集
﹄
に
お
い
て
﹁
情
念
論
﹂
が
情
念
の
穏
和
化
と
い
う
企
図
に
お
い
て
宗
教
論
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
と
を
接
合
し

て
い
る
点
を
確
認
し
た
が
︑
本
節
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
に
お
い
て
︑
人
間
の
資
質
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
い
︒
従
来
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
と
宗
教
論
の
関
連
が
考
察
さ
れ
る
場
合
︑
政
治
制
度
の
安
定
や
撹
乱
要
因
の
除
去
と
い
う

観
点
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
は
一
面
に
お
い
て
は
適
切
な
解
釈
で
あ
る
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
に
は
他
方
で
自
己
卑
下
か
ら
解
放

さ
れ
た
活
気
あ
る
人
間
像
が
展
望
さ
れ
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
活
発
な
政
治
社
会
の
構
想
や
文
明
社
会
論
と
︑
こ
の
人
間
像
が
関
連

し
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
た
い
︒

﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
は
﹃
自
然
宗
教
を
め
ぐ
る
対
話
﹄︵
D
ialoguesconcerning
N
aturalR
eligion
︶
と
と
も
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
に
つ

い
て
の
著
作
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
︑﹁
迷
信
と
熱
狂
に
つ
い
て
﹂
な
ど
の
い
く
つ
か
の
宗
教
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
は

あ
る
も
の
の
︑
比
較
的
分
量
の
多
い
宗
教
を
テ
ー
マ
と
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
作
品
と
し
て
は
︑
こ
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
二
つ
の
文
章

の
う
ち
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
遺
言
で
そ
の
出
版
を
望
み
死
後
に
出
版
さ
れ
た
﹃
自
然
宗
教
を
め
ぐ
る
対
話
﹄
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
遺
作
で
も
あ
り
︑

そ
の
重
要
性
は
も
ち
ろ
ん
否
定
で
き
な
い
が
︑
三
人
の
架
空
の
人
物
の
対
話
篇
で
あ
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
思
想
が
ど
の
人
物
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
い
る
の
か
が
確
定
し
に
く
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
は
﹃
四
論
考
集
﹄
の
一
つ
と
し
て
生
前
に
出

版
さ
れ
て
い
る
︒
す
で
に
前
節
で
指
摘
し
た
と
お
り
︑
そ
の
収
録
内
容
に
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
﹃
四
論
考
集
﹄
の
中
で
︑
一
貫
し
て
﹁
情
念

論
﹂
と
共
に
出
版
が
企
図
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
七
四
三
年
と
い
う
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
希
望
と
恐
怖
の

情
念
と
宗
教
の
関
連
を
考
察
し
て
い
た
こ
と
は
︑
前
節
で
ミ
ュ
ア
の
書
簡
を
参
照
し
て
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
本
節
で
は
﹁
宗

教
の
自
然
史
﹂
を
主
に
検
討
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
に
お
け
る
人
間
の
資
質
に
つ
い
て
の
議
論
を
析
出
し
た
い
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
一
七
五
一
年
の
﹃
道
徳
原
理
の
研
究
﹄
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
﹁
対
話
一
篇
﹂
の
中
で
︑﹁
古
代
に
お
い
て
︑
宗
教
は
普
通
の

生
活
の
上
に
ご
く
わ
ず
か
な
影
響
し
か
持
た
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
た
上
で
︑﹁
哲
学
の
地
位
は
︑
今
で
は
近
代
の
宗
教
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
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い
る
︒
そ
れ
は
︑
我
々
の
行
動
全
体
を
点
検
し
︑
我
々
の
行
為
︑
我
々
の
言
葉
︑
我
々
の
思
想
や
傾
向
に
対
し
て
す
ら
普
遍
的
規
則
を
規
定

す
る
﹂
と
述
べ
て
い
(37
)
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
﹁
近
代
﹂
と
は
︑
古
典
古
代
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
︑
主
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
同
時
代
を
指
す
言

葉
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
近
代
﹂
に
お
い
て
宗
教
が
人
々
の
行
動
を
規
制
し
て
い
る
と
い
う
強
い
問
題
意
識
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
持
っ
て
い
(38
)
た
︒
こ

う
し
た
宗
教
に
対
す
る
強
い
問
題
意
識
か
ら
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
情
念
論
﹂
と
一
緒
に
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
を
刊
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

は
︑
前
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
︒

﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂は
︑全
部
で
十
五
節
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
節
か
ら
第
八
節
で
は
多
神
教
か
ら
一
神
教
が
生
じ
た
と
論
じ
ら
れ
︑

第
九
節
か
ら
第
十
五
節
で
は
多
神
教
と
一
神
教
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
多
岐
に
渡
る
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
希
望
と
恐

怖
の
情
念
を
宗
教
の
原
因
と
み
て
い
る
こ
と
と
︑
そ
の
う
え
で
恐
怖
の
情
念
を
掻
き
立
て
る
民
衆
的
宗
教
に
対
し
人
間
性
を
腐
敗
さ
せ
る
も

の
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
︑
本
稿
の
問
題
意
識
に
関
連
し
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
ず
︑
人
生
に
お
け
る
﹁
不
断
の
希
望
と
恐
怖
﹂
か
ら
多
神
教
が
発
生
し
た
と
論
じ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
幸
福
へ
の

願
い
や
未
来
へ
の
恐
れ
や
死
の
恐
怖
な
ど
か
ら
︑
人
間
の
目
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
運
命
を
形
成
す
る
何
ら
か
の
原
因
を
探
し

求
め
る
よ
う
に
な
り
︑
多
神
教
が
生
じ
(39
)
た
︒
こ
の
う
ち
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
特
に
恐
怖
の
情
念
の
影
響
に
着
目
し
︑
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

し
か
し
︑
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
と
わ
が
心
を
検
討
し
た
り
︑
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
お
き
る
事
柄
を
観
察
す
る
場
合
︑
わ
れ
わ
れ

は
人
々
が
快
適
な
情
念
に
よ
っ
て
よ
り
も
憂
鬱
さ
︵
the
m
elancholy
︶
に
よ
っ
て
︑
は
る
か
に
し
ば
し
ば
跪
い
て
祈
り
た
い
気
持
ち
に

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
︒︵
中
略
︶
す
べ
て
の
不
吉
な
出
来
事
は
︑
わ
れ
わ
れ
に
警
告
を
与
え
︑
そ
し
て
そ
れ
が
起
こ
っ
た
根

本
諸
原
因
に
関
し
て
探
究
す
る
気
持
を
わ
れ
わ
れ
に
植
え
つ
け
る
︒
憂
慮
が
将
来
に
関
し
て
わ
き
お
こ
る
︒
す
る
と
心
は
自
己
不
信

︵
diffidence︶︑
恐
怖
お
よ
び
憂
鬱
に
落
ち
こ
ん
で
︑
わ
れ
わ
れ
の
運
命
を
完
全
に
左
右
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
︑
人
間
の
目
に
は
見
え

な
い
知
性
を
持
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
な
だ
め
静
め
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
助
け
を
求
め
よ
う
と
す
る
︒

人
び
と
に
し
か
る
べ
き
宗
教
観
を
い
だ
か
せ
る
に
際
し
て
︑
苦
悩
の
有
効
さ
を
強
調
す
る
こ
と
は
︑
い
か
な
る
話
題
に
も
ま
し
て
あ
ら

ゆ
る
民
衆
的
宗
教
家
の
間
で
︑
つ
ね
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
(40
)
る
︒
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つ
ま
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
憂
鬱
や
自
己
不
信
が
宗
教
と
深
く
関
連
し
︑
宗
教
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
多
神
教
に
お
け
る
恐

怖
や
憂
鬱
と
い
う
基
調
は
︑
一
神
教
に
も
見
ら
れ
る
と
い
(41
)
う
︒﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
一
神
教
を
た
ま
た
ま
理
性
と
一

致
し
て
い
る
と
し
つ
つ
も
︑
一
般
的
に
そ
の
起
源
は
自
然
の
法
則
性
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
目
に
見
え
な
い
原
因
へ
の
不

安
や
阿
諛
追
従
だ
と
指
摘
す
(42
)

る
︒
つ
ま
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
一
神
教
も
多
神
教
同
様
︑
恐
怖
や
卑
屈
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
が
一
般

的
だ
と
い
う
の
で
あ
(43
)
る
︒

一
般
的
に
多
神
教
も
一
神
教
も
恐
怖
や
卑
屈
に
基
づ
い
て
い
る
と
論
じ
た
上
で
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
第
九
節
か
ら
多
神
教
と
一
神
教
を
比
較
す

る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
多
神
教
は
他
の
宗
派
や
神
の
一
部
を
認
め
た
り
相
互
に
適
合
さ
せ
比
較
的
寛
容
に
な
り
や
す
い
の
に
対
し
︑
一

神
教
は
他
の
宗
派
と
敵
対
し
猛
烈
な
激
情
を
ぶ
つ
け
あ
う
傾
向
が
あ
る
︒
一
神
教
の
排
他
性
の
も
と
で
は
︑
世
俗
主
義
の
権
力
に
よ
っ
て
し

か
寛
容
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
(44
)
い
︒
自
由
へ
の
愛
や
知
識
や
美
徳
は
宗
教
の
権
力
と
相
い
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
(45
)
る
︒

上
記
の
議
論
か
ら
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
一
神
教
の
排
他
性
や
激
情
に
危
惧
の
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
警
戒
す
る

の
は
そ
れ
ら
の
要
素
が
世
俗
の
秩
序
を
不
安
定
化
さ
せ
た
り
撹
乱
す
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
も
大
き
な
懸
念
で
は
あ
る

が
︑
人
間
の
資
質
が
恐
怖
や
卑
屈
の
悪
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
大
き
な
問
題
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
︑﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂

の
第
十
節
﹁
勇
気
な
い
し
は
卑
下
に
関
し
て
﹂︵
W
ith
regard
to
C
ourage
or
A
basem
ent︶
で
あ
る
︒
こ
の
第
十
節
に
お
い
て
︑
ヒ
ュ
ー

ム
は
︑
一
神
教
が
人
間
の
資
質
を
劣
化
さ
せ
る
と
指
摘
す
る
︒
一
神
教
が
迷
信
的
な
恐
怖
と
結
び
つ
い
た
場
合
は
︑
人
間
の
心
が
最
低
の
服

従
と
卑
下
へ
と
ひ
き
お
ろ
さ
れ
︑﹁
難
行
︑
苦
行
︑
謙
遜
お
よ
び
受
苦
﹂
と
い
う
修
道
僧
的
な
美
徳
ば
か
り
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

う
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
多
神
教
に
お
い
て
は
活
発
さ
や
勇
気
が
重
視
さ
れ
た
の
に
︑
一
神
教
で
は
そ
れ
ら
に
代
わ
り
︑
鞭
打
ち
や
断
食
︑

臆
病
や
謙
遜
︑
み
じ
め
な
屈
従
や
奴
隷
的
な
服
従
が
名
誉
獲
得
の
手
段
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
(46
)
る
︒

キ
リ
ス
ト
教
が
人
間
を
目
立
た
な
い
行
動
的
で
は
な
い
人
間
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
議
論
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
﹃
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
﹄

に
お
け
る
宗
教
論
と
相
通
じ
る
︒
し
か
し
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
政
治
的
自
由
の
維
持
と
宗
教
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
も
の
の
︑
も
っ
ぱ

ら
祖
国
の
士
気
高
揚
と
防
衛
と
い
う
観
点
か
ら
古
代
宗
教
を
称
揚
し
て
い
(47
)
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
恐
怖
の
情
念
が
人
間
の
道
徳
を

腐
敗
さ
せ
る
点
に
着
目
し
て
い
る
︒
宗
教
に
よ
る
恐
怖
の
情
念
の
鼓
吹
が
人
間
の
資
質
を
劣
化
さ
せ
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
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の
で
あ
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
に
お
い
て
︑
一
般
的
な
人
々
の
宗
教
を
﹁
民
衆
的
宗
教
﹂︵
popular
religion
︶
と
呼
ぶ
︒
民
衆
的
宗
教

に
お
い
て
︑
人
々
の
恐
怖
心
は
﹁
悪
魔
的
で
悪
意
に
あ
ふ
れ
た
神
﹂
の
概
念
を
生
じ
さ
せ
︑﹁
一
種
の
魔
神
信
仰
﹂
と
な
る
︒
そ
こ
で
は
︑
神

に
対
す
る
恐
怖
が
増
し
︑
神
に
つ
い
て
の
野
蛮
な
概
念
も
増
大
す
る
と
い
う
︒﹁
社
会
の
存
在
に
と
っ
て
絶
対
的
に
必
要
な
諸
原
理
で
あ
る
︑

人
間
行
為
に
つ
い
て
の
我
々
の
判
断
に
お
け
る
汚
さ
れ
な
い
純
粋
な
道
徳
の
諸
原
理
は
︑
何
も
の
に
よ
っ
て
も
保
存
さ
れ
え
な
く
な
(48
)
る
﹂︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
民
衆
的
宗
教
の
大
多
数
は
︑
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
努
力
を
︑
美
徳
で
は
な
く
︑
つ
ま
ら
な
い
規
則
遵
守
や
度
外

れ
の
熱
意
や
忘
我
の
陶
酔
や
不
条
理
な
見
解
の
信
仰
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
と
指
摘
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
理
由
と
し
て
︑
親
孝
行
な

ど
は
人
間
が
自
然
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
あ
り
ふ
れ
た
行
為
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
た
め
︑
迷
信
的
な
人
間
は
神
に
直
接
奉
仕
す
る
た
め
に

人
生
で
何
の
役
に
も
た
た
な
い
特
異
な
こ
と
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
︒﹁
迷
信
的
人
間
は
神
に
仕
え
る
も
っ
と
も

純
粋
な
方
法
が
神
の
被
創
造
者
た
ち
の
幸
福
を
増
進
す
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
と
み
と
め
な
(49
)
い
﹂
︒

上
記
の
議
論
に
お
い
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
︑
宗
教
が
人
間
の
資
質
を
歪
め
︑
道
徳
を
腐
敗
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
強
く
問

題
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
批
判
が
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
や
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
に
通
底
し
て
い
る
こ
と

は
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
主
に
政
治
制
度
の
撹
乱
の
除
去
や
秩
序
の
安
定
化
に
言
及
し
て
き
た
︒
し
か

し
︑
上
記
の
人
間
の
資
質
に
つ
い
て
の
議
論
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
以
下
で
示
す
よ
う
に
卑
屈
や
恐
怖
に
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
道
徳
を

持
ち
︑
他
の
人
間
の
幸
福
の
増
進
を
幸
福
に
つ
な
が
る
道
と
し
て
実
践
す
る
︑
文
明
社
会
に
お
け
る
活
発
で
快
活
な
人
間
像
を
ヒ
ュ
ー
ム
が

重
視
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
︒

こ
の
人
間
像
は
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
や
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
に
お
け
る
以
下
の
箇
所
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
と

え
ば
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
第
三
巻
第
三
部
第
二
節
に
お
い
て
は
︑﹁
自
尊
心
﹂︵
self-esteem
︶
が
卑
下
と
対
照
さ
れ
な
が
ら
言
及
さ
れ
︑﹁
名
誉

あ
る
人
の
性
格
に
不
可
欠
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
︑
さ
ら
に
は
﹁
人
間
一
般
の
賛
美
の
的
と
な
っ
た
大
い
な
る
行
為
と
心
情
の
す
べ
て
の
も
と
に

な
っ
て
い
る
の
が
︑
誇
り
と
自
尊
心
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
﹂
こ
と
が
指
摘
さ
れ
(50
)
る
︒
ま
た
︑﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
で
は
︑
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
文
明
社
会
に
お
け
る
洗
練
さ
れ
た
技
芸
の
発
達
が
人
間
の
幸
福
に
適
っ
て
お
り
︑
人
々
は
そ
こ
に
お
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い
て
よ
り
社
交
的
に
な
り
︑﹁
勤
労
・
知
識
・
人
間
性
﹂
が
連
鎖
的
に
発
展
し
て
い
く
と
指
摘
し
て
い
(51
)

る
︒

こ
う
し
た
あ
り
方
は
︑﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
批
判
す
る
修
道
僧
的
な
あ
り
方
︑
つ
ま
り
恐
怖
や
卑
屈
か
ら
ひ
き
こ
も
る
と
い

う
生
き
方
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
の
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
は
︑
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
一
神
教
と
多
神
教
を
比
較

し
て
多
神
教
の
美
点
を
認
め
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
︑
恐
怖
と
い
う
情
念
が
宗
教
を
形
成
し
︑
そ
し
て
ま
た
宗
教
が
恐
怖
の
情
念
を
強
化
し

て
き
た
こ
と
を
分
析
し
︑
恐
怖
の
情
念
に
基
づ
く
宗
教
に
歪
め
ら
れ
な
い
人
間
の
資
質
を
い
か
に
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
に
よ
っ
て

執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

実
際
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
の
結
論
と
し
て
︑
知
性
あ
る
者
は
一
神
教
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
一
方
で
︑
善
と
悪

が
相
伴
う
こ
と
が
常
で
あ
る
よ
う
に
一
神
教
に
弊
害
が
伴
う
こ
と
も
指
摘
し
︑﹁
節
制
と
中
庸
﹂
を
勧
め
︑
人
間
理
性
の
脆
弱
さ
と
判
断
停
止

が
安
全
だ
と
論
じ
て
︑
同
書
を
結
ん
で
い
る
︒
つ
ま
り
︑
一
神
教
を
理
性
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
承
認
し
た
上
で
︑
そ
の
弊
害
と
人
間
理

性
の
脆
弱
さ
の
認
識
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
︒
理
性
が
脆
弱
で
あ
る
ゆ
え
に
︑
恐
怖
の
情
念
の
支
配
を
批
判
し
穏
和
な
情

念
を
い
か
に
鼓
吹
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
問
題
関
心
だ
っ
た
︒
要
す
る
に
︑﹃
四
論
考
集
﹄
の
中
の
﹁
情
念
論
﹂
と
﹁
宗
教
の
自

然
史
﹂
は
︑
恐
怖
の
情
念
の
害
悪
を
避
け
︑
穏
和
な
情
念
を
鼓
吹
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
穏
和
な
情
念
や
自
尊
心
と
い
う
人
間
の
資
質
は
︑﹃
道

徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
︑
活
発
で
社
交
的
な
人
間
の
資
質
を
文
明
社
会
に
適
合
的
な
も
の
と
し
て
評
価
し
擁
護
す

る
議
論
と
も
密
接
に
関
連
す
る
も
の
だ
っ
た
︒

第
三
節

雄
弁
と
趣
味
と
良
識

第
一
節
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
﹃
四
論
考
集
﹄
の
﹁
情
念
論
﹂
に
お
い
て
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
を
中
心
に
︑
宗
教
と
レ
ト
リ
ッ
ク
を
批
判
的
に

考
察
す
る
姿
勢
を
明
確
化
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
続
く
第
二
節
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
宗
教
論
に
お
い
て
人
間
の
資
質
を
重
視
し
︑
恐

怖
の
情
念
が
人
間
の
資
質
を
歪
め
る
危
険
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
本
節
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
趣
味
論
に
つ

い
て
考
察
し
︑
趣
味
論
が
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
と
一
緒
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
政
治
的
含
意
を
探
り
た
い
︒
そ
の
た
め
︑
﹃
四
論
考
集
﹄
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の
中
の
﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂
と
﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂
と
い
う
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
を
考
察
す
る
︒
こ
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
は
︑
一
見
す

る
と
政
治
と
無
関
係
に
見
え
る
内
容
で
あ
る
が
︑
以
下
に
見
る
よ
う
に
雄
弁
に
言
及
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
の
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
議
論
が
政
治
論
と
密
接
な
関
わ
り
を
有
す
る
こ
と
は
︑
近
年
の
先
行
研
究
に
お
い
て
着
目

さ
れ
て
い
る
︒
特
に
ハ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
一
貫
し
て
把
握
す
る
解
釈
を
示
し
︑
エ
ッ
セ
イ﹁
雄

弁
に
つ
い
て
﹂
を
中
心
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
と
宗
教
と
歴
史
の
議
論
を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
き
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
図
が
低

次
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
排
し
︑
高
次
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
確
立
に
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
(52
)

る
︒
筆
者
も
︑
ハ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
の
解
釈
に
基
本
的
に
賛

成
で
あ
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
の
中
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
言
論
・
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
二
つ
の
党
派
が
共
存
し
つ

つ
︑
言
論
の
自
由
を
活
発
に
行
使
し
︑
相
互
に
切
磋
琢
磨
す
る
政
治
構
想
を
描
い
た
︒
こ
の
言
論
の
自
由
の
行
使
に
お
い
て
︑
適
切
な
レ
ト

リ
ッ
ク
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
た
︒
た
だ
し
︑
レ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
恐
怖
の
情
念
の
鼓
吹
に
使
わ
れ
る
な
ど
︑
乱
用
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
︑
雄
弁
は
基
本
的
に
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
︑
レ
ト
リ
ッ
ク
は
善
用
も
悪
用
も
で

き
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
覚
的
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
に
取
り
組
み
︑
以
下
に
見
る
通
り
︑
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
に
対

す
る
判
断
を
含
ん
だ
趣
味
論
を
展
開
し
︑
そ
こ
で
良
識
の
重
要
性
に
つ
い
て
指
摘
し
︑
狂
信
や
激
情
と
良
識
が
相
い
れ
な
い
と
主
張
し
て
い

る
︒
そ
の
こ
と
を
﹃
四
論
考
集
﹄
の
中
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂
と
﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂
を
辿
っ
て
確
認
し
︑
そ
の

う
え
で
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
の
中
の
﹁
雄
弁
に
つ
い
て
﹂
や
﹁
言
論
・
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
﹂
を
参
照
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味

論
が
宗
教
論
と
と
も
に
健
全
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
言
論
の
自
由
の
活
発
な
行
使
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

ま
ず
︑
エ
ッ
セ
イ
﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂
は
︑
悲
劇
が
な
ぜ
人
間
の
心
理
に
満
足
や
喜
び
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
が
︑
そ

の
中
で
雄
弁
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
悲
し
み
・
恐
怖
・
不
安
な
ど
の
不
愉
快
で
不
安
な
情
念
を
悲
劇
の
観
客
が
喜
ん

で
受
け
取
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
分
析
す
る
中
で
︑
雄
弁
を
引
き
合
い
に
出
す
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
雄
弁
の
中
で
描
写

さ
れ
る
悲
惨
は
︑
虚
構
で
は
な
く
て
事
実
の
場
合
も
人
々
の
心
に
満
足
を
与
え
る
︒
雄
弁
の
中
に
含
ま
れ
る
才
能
・
技
術
・
判
断
が
感
動
を
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引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
︒
悲
劇
に
お
い
て
は
こ
の
雄
弁
の
効
果
と
同
じ
こ
と
が
生
じ
︑
精
神
を
高
揚
さ
せ
︑
大
量
の
活
力
と
熱
情
を
か
き

た
て
︑
精
神
に
快
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
(53
)
る
︒

ま
た
︑
同
エ
ッ
セ
イ
の
末
尾
で
は
︑
宗
教
的
絵
画
が
不
安
を
つ
の
ら
せ
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
(54
)
る
︒
エ
ッ
セ
イ
﹁
悲
劇
に
つ
い
て
﹂
が
︑

雄
弁
に
加
え
︑
宗
教
と
の
関
わ
り
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
同
エ
ッ
セ
イ
は
極
め
て

短
い
も
の
で
あ
り
︑﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂
の
方
が
雄
弁
と
の
関
連
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
︒﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂
は
︑
雄
弁

と
密
接
に
関
わ
り
︑
か
つ
そ
の
末
尾
に
お
い
て
宗
教
批
判
を
行
っ
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
︒
趣
味
と
は
美
醜
の
判
断
に
関
わ
る
事
柄
で
あ

り
︑
政
治
と
は
一
見
無
関
係
で
あ
る
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
同
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
雄
弁
を
趣
味
と
同
じ
仕
組
み
で
判
断
さ
れ
る
も
の
と
し
て
以
下

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
同
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
︑
人
間
の
趣
味
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
人
々
の
所

感
︵
sentim
ents︶
を
一
致
さ
せ
る
規
則
︑
つ
ま
り
︑
あ
る
一
つ
の
所
感
を
是
認
し
︑
他
の
所
感
を
非
難
す
る
こ
と
を
決
定
づ
け
る
規
則
を
探

究
し
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
美
は
物
自
体
の
う
ち
に
存
在
す
る
性
質
で
は
な
く
︑
眺
め
る
人
の
心
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る

が
︑
全
く
主
観
的
な
事
柄
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
一
流
の
作
家
や
詩
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
作
品
に
対
し
て
人
々
は
一
般
的
に
前
者
を
高

く
評
価
し
後
者
を
低
く
評
価
す
る
の
で
あ
り
︑
一
定
の
規
則
性
が
そ
こ
に
見
い
だ
せ
る
︒
文
学
や
技
芸
は
繊
細
な
性
質
の
も
の
な
の
で
︑
必

ず
し
も
幾
何
学
的
に
法
則
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
歴
史
に
よ
る
淘
汰
で
そ
の
影
響
力
を
確
定
で
き
︑
良
い
作
品
は
歴
史
の
中
で
一
般

的
に
評
価
を
得
る
に
至
(55
)
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
多
様
に
見
え
る
趣
味
の
中
に
も
称
讃
や
非
難
を
定
め
る
一
般
原
理
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
趣
味
に
お
い
て

人
々
が
一
致
せ
ず
多
様
で
あ
る
事
態
が
起
こ
る
理
由
は
︑
多
く
の
人
が
適
切
な
美
の
感
情
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
多
く

の
人
が
適
切
な
美
の
感
情
を
感
じ
な
く
な
る
変
動
の
原
因
は
︑
偏
見
か
︑
熟
練
の
欠
如
か
︑
繊
細
の
欠
如
で
あ
る
︒
繊
細
さ
︑
す
な
わ
ち
趣

味
の
繊
細
さ
と
は
︑
作
品
の
細
か
な
部
分
ま
で
見
逃
さ
ず
正
確
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
熟
練
︑
す
な
わ
ち
特
定

の
技
芸
に
お
け
る
実
践
や
美
の
熟
視
が
︑
趣
味
の
繊
細
さ
を
高
め
改
善
を
も
た
ら
し
︑
洗
練
や
精
密
さ
を
も
た
ら
(56
)
す
︒

こ
の
よ
う
な
繊
細
さ
と
熟
練
の
欠
如
に
加
え
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
偏
見
が
趣
味
に
関
し
て
適
切
な
判
断
の
妨
げ
と
な
る
と
し
︑
以
下
の
よ
う
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に
述
べ
る
︒﹁
批
評
家
が
よ
り
十
分
に
こ
の
仕
事
を
実
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
す
べ
て
の
偏﹅

見﹅

︵
prejudice︶
か
ら
心
を

自
由
に
保
ち
︑
吟
味
に
あ
た
っ
て
い
る
そ
の
も
の
ご
と
以
外
は
何
も
の
も
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
以
外
に
は
な
(57
)
い
﹂︒
こ
う
述
べ
た
後
︑
す
ぐ

に
続
く
箇
所
で
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
雄
弁
家
を
引
き
合
い
に
出
す
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
雄
弁
家
は
特
定
の
聴
衆
に
語
り
か
け
る
た
め
に
︑
聴

衆
の
関
心
や
情
念
や
偏
見
を
配
慮
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
後
世
の
人
間
が
そ
の
雄
弁
を
真
に
判
断
す
る
た
め
に
は
︑
聴
衆
と
同
じ
状
況
に
身
を
置

か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
と
同
様
に
︑
あ
る
作
品
を
判
断
す
る
場
合
は
︑
そ
の
著
者
に
友
情
や
敵
意
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
の
状
況

か
ら
脱
却
し
︑
自
ら
を
一
般
の
人
と
み
な
し
︑
自
分
の
特
有
な
状
況
を
忘
れ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
︑
偏
見
に
影
響

さ
れ
た
人
は
︑
他
の
時
代
や
地
域
の
人
々
を
念
頭
に
つ
く
ら
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
と
も
︑
そ
の
独
特
の
見
解
を
許
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
自
分

自
身
の
時
代
や
習
慣
に
従
っ
て
無
分
別
に
非
難
す
る
と
し
︑﹁
そ
の
点
で
︑
彼
の
趣
味
は
明
ら
か
に
真
の
基
準
か
ら
離
れ
︑
そ
の
結
果
す
べ
て

の
信
用
と
権
威
を
失
(58
)
う
﹂︒

要
す
る
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
趣
味
に
お
け
る
判
断
は
雄
弁
に
対
す
る
判
断
と
同
様
に
︑
ど
の
よ
う
な
状
況
で
何
を
意
図
し
て
語
ら

れ
た
か
︑
つ
く
ら
れ
た
か
を
考
慮
し
た
上
で
︑
偏
見
を
離
れ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

る
︒
﹁
雄
弁
の
目
的
は
説
得
で
あ
り
︑歴
史
の
目
的
は
教
示
で
あ
り
︑詩
の
目
的
は
情
念
や
想
像
力
に
よ
っ
て
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒

私
た
ち
は
い
か
な
る
上
演
を
精
査
す
る
時
も
︑
こ
れ
ら
の
目
的
を
常
に
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
(59
)
い
﹂︒
こ
の
よ
う
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
雄
弁
に

対
す
る
判
断
と
さ
ま
ざ
ま
な
趣
味
の
判
断
を
同
列
に
論
じ
て
お
り
︑
趣
味
の
判
断
と
雄
弁
に
対
す
る
判
断
は
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
偏
見
を
離
れ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
上
記
の
議
論
に
関
連
し
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
︒

知
性
に
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
問
題
に
お
い
て
︑
偏
見
が
健
全
な
判
断
を
破
壊
し
︑
知
的
力
能
の
す
べ
て
の
働
き
を
誤
ら
せ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
洗
練
さ
れ
た
趣
味
に
反
す
る
ば
か
り
か
︑
美
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
所
感
を
堕
落
さ
せ
る
に
違
い

な
い
︒
い
ず
れ
の
場
合
で
も
そ
の
影
響
力
を
抑
え
る
の
は
良﹅

識﹅

︵
good
sense︶
に
属
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
点
で
は
︑
他
の
多
く
の
点
に
お

け
る
の
と
同
様
に
︑
理
性
は
︑
趣
味
の
本
質
的
な
要
素
で
は
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
こ
の
後
者
の
力
能
の
作
用
に
と
っ
て
必
要
で
あ
(60
)
る
︒
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つ
ま
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
偏
見
は
健
全
な
判
断
を
破
壊
し
︑
所
感
を
堕
落
さ
せ
る
︒
偏
見
の
影
響
を
免
れ
さ
せ
る
の
は
良
識
で
あ

る
︒
エ
ッ
セ
イ
﹁
雄
弁
に
つ
い
て
﹂
に
お
い
て
も
ヒ
ュ
ー
ム
は
良
識
に
言
及
し
て
い
る
︒
同
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
古
代
の
誇

張
的
な
表
現
が
﹁
近
代
﹂
の
人
間
の
良
識
に
合
致
し
な
い
と
論
じ
た
う
え
で
︑﹁
近
代
﹂
の
人
々
の
良
識
と
両
立
し
た
簡
素
で
適
切
な
形
で
の

﹁
近
代
﹂
に
お
け
る
雄
弁
の
復
活
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
︒

わ
れ
わ
れ
の
現
代
的
慣
習
︑
あ
る
い
は
よ
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
よ
り
優
れ
た
良
識
が
︑
情
念
を
あ
お
り
立
て
た
り
聴
衆
の
想
像
力
を
刺

激
し
た
り
す
る
上
で
︑
現
代
の
雄
弁
家
を
古
代
人
よ
り
も
慎
重
か
つ
︑
控
え
目
に
さ
せ
る
こ
と
が
お
そ
ら
く
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
な
ぜ
彼
ら
が
そ
の
企
て
の
成
功
を
ま
っ
た
く
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︑
そ
の
理
由
が
私
に
は
分
か
ら

な
い
︒︵
中
略
︶
私
は
次
の
こ
と
を
述
べ
て
︑
こ
の
主
題
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
た
と
え
わ
が
国
の
現
代
の
雄
弁
家
が
文

体
を
高
尚
な
も
の
に
変
え
た
り
︑
古
代
の
雄
弁
家
と
競
お
う
と
熱
望
し
た
り
し
な
く
と
も
︑
彼
ら
の
た
い
て
い
の
演
説
に
あ
る
本
質
的
な

欠
点
は
︑
議
論
と
推
論
に
お
け
る
冷
静
な
態
度
︱
彼
ら
が
自
ら
の
野
心
を
そ
の
範
囲
に
限
定
し
た
も
の
︱
に
反
す
る
こ
と
な
く
︑
修
正
す

る
こ
と
が
で
き
(
61
)
る
︒

こ
こ
で
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
洗
練
さ
れ
た
趣
味
と
関
連
し
て
良
識
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
︑
か
つ
﹁
近
代
﹂
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
良
識
と
両
立

で
き
る
し
両
立
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
良
識
は
︑
人
間
の
美
徳
と
し
て
も
重
視
さ
れ
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
一
七

五
一
年
出
版
の
﹃
道
徳
原
理
の
研
究
﹄
の
中
で
︑
複
数
の
美
徳
を
列
挙
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
は
良
識
が
含
ま
れ
て
い
(62
)
る
︒
一
方
︑
一
七

四
〇
年
出
版
の
﹃
人
間
本
性
論
﹄
の
第
三
巻
第
三
部
第
一
節
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
複
数
の
美
徳
に
は
︑
良
識
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
(63
)
い
︒

﹃
人
間
本
性
論
﹄
の
他
の
箇
所
に
は
良
識
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
︑
一
概
に
は
言
え
な
い
(64
)

が
︑
﹃
人
間
本
性
論
﹄
執
筆
の

後
に
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
の
出
版
と
改
訂
な
ど
を
経
て
︑
思
索
が
深
ま
る
中
で
︑
良
識
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
︒

﹁
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
偏
見
を
免
れ
る
た
め
の
も
の
と
し
て
良
識
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
が
︑
さ
ら
に
同
エ
ッ

― 22 ―



セ
イ
の
中
で
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
良
識
と
過
度
の
宗
教
的
な
狂
信
が
相
い
れ
な
い
と
論
じ
て
い
く
︒
同
エ
ッ
セ
イ
の
末
尾
に
お
い
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム

は
宗
教
に
言
及
し
︑
良
識
は
宗
教
と
は
別
個
に
機
能
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
︑
作
品
の
評
価
や
共
感
を
下
げ
る
誤
り
の
う
ち
︑
宗
教
に
関
す

る
誤
り
は
許
容
で
き
る
と
し
︑
個
人
の
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
︵
civility
︑
礼
節
︶
や
知
恵
に
対
す
る
判
断
を
︑
そ
の
宗
教
上
の
理
論
の
粗
野
や
洗

練
の
度
合
い
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
(65
)

る
︒

す
べ
て
の
思
弁
的
誤
り
の
中
で
︑
宗
教
に
関
す
る
誤
り
は
天
才
た
ち
の
作
品
に
お
い
て
最
も
許
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
い

か
な
る
人
々
︑
あ
る
い
は
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
で
さ
え
も
︑
そ
の
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
や
知
恵
を
︑
そ
の
神
学
的
原
理
の
粗
野
や
洗
練
に
よ
っ

て
判
断
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
人
生
の
通
常
の
出
来
事
に
お
い
て
は
人
間
を
導
く
も
の
で
あ
る
良
識
は
︑
人
間
の
理
性
の
認
識
の

ま
っ
た
く
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
宗
教
的
な
事
柄
に
は
耳
を
傾
け
な
(66
)
い
︒

つ
ま
り
︑
良
識
は
日
常
の
事
柄
に
つ
い
て
は
人
を
指
示
す
る
が
︑
宗
教
上
の
事
柄
に
は
無
力
で
あ
り
︑
両
者
は
別
個
の
事
柄
だ
と
い
う
わ

け
で
あ
る
︒
す
ぐ
続
く
箇
所
に
お
い
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
宗
教
が
単
な
る
体
系
や
原
理
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
狂
信
や
迷
信
が
そ
の
人
の
心
を
支
配

す
る
場
合
に
は
︑
悪
徳
と
美
徳
の
境
界
が
変
更
さ
れ
て
し
ま
い
︑
大
変
な
欠
点
と
な
る
と
論
じ
て
い
る
︒

宗
教
的
原
理
は
︑
そ
れ
が
単
な
る
原
理
に
と
ど
ま
り
︑
狂﹅

信﹅

︵
bigotry︶
や
迷﹅

信﹅

︵
superstition
︶
の
過
失
を
負
わ
せ
る
ほ
ど
詩
人
の

心
を
強
く
占
領
し
な
い
限
り
︑
詩
人
の
欠
点
の
原
因
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
う
し
た
こ
と
が
起
き
る
場
合
︑
宗
教
的
原
理

は
道
徳
に
つ
い
て
の
所
感
を
混
乱
さ
せ
︑
悪
徳
と
美
徳
の
本
来
の
境
界
を
変
更
す
る
︒︵
中
略
︶
宗
教
的
原
理
は
ま
た
︑
そ
れ
が
迷
信
に
ま

で
高
ま
り
︑
あ
ら
ゆ
る
所
感
︱
い
か
に
宗
教
と
か
け
離
れ
た
関
係
に
あ
っ
て
も
︱
に
そ
の
原
理
を
強
い
る
場
合
︑
ど
の
よ
う
な
洗
練
さ
れ

た
作
品
に
お
い
て
も
欠
点
と
な
(67
)
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
宗
教
が
狂
信
や
迷
信
の
域
に
達
す
る
と
︑
洗
練
さ
れ
た
趣
味
や
道
徳
や
良
識
を
破
壊
す
る
︒
狂
信
や
迷
信
が
除
去
・
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鎮
静
化
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
︑
良
識
は
は
じ
め
て
機
能
し
︑
偏
見
が
抑
え
ら
れ
︑
良
い
趣
味
が
実
現
す
る
︒
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
点

は
他
の
著
作
に
も
一
貫
し
て
お
り
︑
た
と
え
ば
以
下
の
﹃
人
間
知
性
研
究
﹄
の
一
節
に
も
︑
宗
教
と
雄
弁
が
結
び
つ
く
と
人
間
の
知
性
に
と
っ

て
破
壊
的
な
作
用
を
も
た
ら
す
と
い
う
認
識
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
宗
教
の
精
神
が
驚
異
へ
の
愛
と
結
び
つ
く
と
常
識
︵
com
m
on
sense︶
は
終
わ
り
を
告
げ
る
︒︵
中
略
︶
雄
弁
は
︑
そ
の
最

高
度
に
お
い
て
は
︑
理
性
な
い
し
反
省
に
ほ
と
ん
ど
余
地
を
残
さ
な
い
︒
そ
し
て
空
想
や
情
動
に
も
っ
ぱ
ら
呼
び
か
け
て
迎
合
的
聴
衆
の

心
を
捉
え
︑
彼
ら
の
知
性
を
屈
服
さ
せ
(68
)

る
︒

同
様
の
認
識
は
︑
以
下
に
見
る
よ
う
に
︑﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
に
も
一
貫
し
て
い
る
︒

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
殺
害
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
覆
っ
た
混
乱
は
︑
そ
れ
ま
で
そ
れ
に
よ
っ
て
国
が
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
き
た

世
俗
お
よ
び
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
権
威
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
支
配
的
な
党
派
を
煽
っ
て
い
た
改
善
や
革
新
の
精
神
か
ら

も
促
進
さ
れ
た
︒
あ
ら
ゆ
る
人
が
共
和
国
の
範
型
を
形
作
っ
た
︒
そ
れ
が
ど
ん
な
に
新
し
く
︑
空
想
的
で
あ
っ
て
も
︑
人
は
仲
間
に
そ
れ

を
熱
心
に
進
め
︑
あ
る
い
は
他
人
に
強
制
的
に
押
し
付
け
さ
え
し
た
の
だ
っ
た
︒
あ
ら
ゆ
る
人
が
︑
な
ん
ら
の
伝
統
的
な
権
威
か
ら
得
ら

れ
た
わ
け
で
も
な
く
︑
そ
の
人
固
有
の
も
の
で
︑
想
像
上
の
霊
感
に
基
づ
き
︑
な
ん
ら
の
人
間
の
理
性
の
原
則
に
も
と
づ
か
ず
︑
手
段
を

持
た
な
い
宗
教
の
体
系
に
自
ら
を
適
応
さ
せ
て
い
た
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
く
だ
ら
な
い
御
託
と
低
次
の
レ
ト
リ
ッ
ク
︵
cant
and
low

rhetoric︶
に
よ
っ
て
︑
そ
の
宗
教
は
自
ら
を
他
に
推
薦
し
(69
)
た
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
民
衆
的
宗
教
と
雄
弁
の
結
び
つ
き
が
﹁
低
次
の
レ
ト
リ
ッ
ク
﹂
を
も
た
ら
し
︑
良
識
を
破
壊
し
道
徳
を
歪
め
る
こ
と
を
何

よ
り
も
警
戒
し
た
︒
趣
味
の
繊
細
さ
や
良
識
の
確
保
は
︑
低
次
の
レ
ト
リ
ッ
ク
や
激
し
い
情
念
の
影
響
を
防
ぎ
克
服
す
る
も
の
と
し
て
︑
文

明
社
会
の
重
要
な
前
提
だ
と
考
え
て
い
た
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹃
道
徳
原
理
の
研
究
﹄
の
中
に
お
い
て
︑
慎
み
︵
m
odesty
︶
は
良
識
の
印
で
あ
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り
︑
謙
虚
に
新
た
な
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
で
良
識
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
︒
宗
教
的
な
狂
信
を
避
け
︑
幅
広
い
知

識
に
触
れ
て
い
く
こ
と
で
︑
人
間
は
良
識
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
︑
偏
見
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
良
識
を
確
保
す
る
こ
と
で
︑
人

間
は
洗
練
さ
れ
た
趣
味
と
健
全
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
文
明
社
会
の
中
で
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
(70
)
る
︒

上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味
論
は
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
非
政
治
的
な
領
域
に
お
け
る
重
要
な
価
値
で
あ
る
と
同
時
に
︑

政
治
や
文
明
社
会
が
健
全
で
あ
る
た
め
に
も
重
要
な
要
素
を
構
成
し
て
い
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
﹃
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
言
論
・
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
が
当

時
の
世
界
に
お
い
て
極
め
て
広
範
な
言
論
の
自
由
を
確
立
し
て
い
る
理
由
を
考
察
し
︑
そ
の
理
由
を
共
和
政
的
要
素
が
優
位
で
か
つ
少
量
の

君
主
制
的
要
素
も
混
じ
っ
て
い
る
混
合
政
体
だ
と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
混
合
政
体
に
お
い
て
は
︑
権
力
に
対
す
る
適
切
な
警
戒
心
が
生

じ
る
た
め
︑
自
由
が
維
持
さ
れ
る
と
し
︑
そ
の
う
え
で
︑
自
由
全
般
の
維
持
の
た
め
に
言
論
の
自
由
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
︒

宮
廷
の
野
心
を
抑
制
す
る
た
め
に
︑
国
民
の
精
神
は
た
び
た
び
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
そ
の
野
心
を
防
ぐ
た
め

に
は
︑
こ
の
精
神
の
目
覚
め
に
対
す
る
恐
れ
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
目
的
の
た
め
に
言
論
・
出
版
の
自
由
ほ
ど
効
果
的

な
も
の
は
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
︑
そ
の
国
の
学
識
︑
知
力
︑
才
能
は
自
由
の
側
に
用
い
ら
れ
︑
人
び
と
は
皆
自
由

の
擁
護
に
向
け
て
鼓
吹
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
(71
)
る
︒

こ
こ
に
は
︑言
論
の
自
由
の
活
発
な
行
使
が
自
由
の
維
持
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
(72
)

る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
エ
ッ
セ
イ
﹃
完
全
な
共
和
国
に
つ
い
て
の
設
計
案
﹄
の
中
で
も
﹁
対
抗
者
会
議
﹂
と
い
う
議
員
選
挙
に
落
選
し
た
人
々
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
行
政
へ
の
監
視
機
能
を
果
た
す
役
職
を
構
想
し
て
い
(73
)
た
︒
権
力
は
適
切
な
監
視
や
牽
制
が
な
け
れ
ば
腐
敗
す
る
と
い
う
観
点

が
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
存
在
し
て
お
り
︑
権
力
の
腐
敗
を
防
ぐ
た
め
に
権
力
者
以
外
の
広
範
な
人
々
が
言
論
の
自
由
を
活
発
に
行
使
す
る
こ
と
に

期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
エ
ッ
セ
イ
﹁
雄
弁
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
が
雄
弁
つ
ま
り
レ
ト
リ
ッ
ク
の
支
配
下
に
あ
る
議
会
に
よ
っ
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て
政
治
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
︒

礼
節
や
学
識
の
あ
る
す
べ
て
の
国
家
の
う
ち
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
け
が
人
民
に
よ
る
統
治
︵
popular
governm
ent︶
を
行
っ
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
立
法
府
の
う
ち
に
雄
弁
の
支
配
下
に
あ
る
と
思
え
る
よ
う
な
多
数
の
集
会
を
認
め
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
点
に
お
い
て
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
は
何
か
誇
る
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
(74
)
か
︒

ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
近
代
﹂
に
お
け
る
雄
弁
に
つ
い
て
考
察
し
︑
良
識
と
両
立
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
だ
け
で
な

く
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
議
会
政
治
と
の
関
連
を
意
識
し
な
が
ら
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
を
考
察
し
て
い
た
︒
ヒ
ュ
ー
ム
が
﹃
道
徳
・
政
治
・
文

学
論
集
﹄
で
展
開
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
党
派
対
立
の
穏
和
化
と
共
存
の
議
論
は
︑
議
会
の
内
部
お
よ
び
そ
の
外
側
の
空
間
に
お
け
る
政

治
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
く
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
︒
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
︑﹃
四
論
考
集
﹄
の
中
で
展
開

さ
れ
た
情
念
論
・
宗
教
論
・
趣
味
論
は
︑
党
派
の
共
存
と
相
互
牽
制
の
た
め
の
前
提
条
件
の
整
備
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
穏
和
な
情
念
と
良

識
を
確
保
し
︑
恐
怖
や
狂
信
に
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
人
々
こ
そ
が
︑
活
発
な
言
論
の
自
由
の
行
使
に
よ
っ
て
政
治
的
な
自
由
を
維
持
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
政
治
的
な
自
由
の
前
提
条
件
と
し
て
の
人
間
の
資
質
を
︑
い
わ
ば
非
政
治
の
領
域
か
ら
考
察

す
る
こ
と
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
に
お
い
て
重
要
な
要
素
を
成
し
て
い
た
︒

こ
れ
ま
で
︑
穏
和
な
情
念
や
中
庸
を
中
心
に
ヒ
ュ
ー
ム
を
論
じ
た
先
行
研
究
は
︑
た
と
え
ば
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
や
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ

ズ
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
︑
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
き
た
も
の
の
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
党
派
の
共
存
と
相
互
牽
制
の
議
論
︑

お
よ
び
そ
の
た
め
の
言
論
の
自
由
の
活
発
な
行
使
や
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
に
光
を
あ
て
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
先
に
示
し
た
よ

う
に
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
﹁
穏
和
な
情
念
﹂
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
を
一
貫
し
た
テ
ー
マ
だ
と
し
つ
つ
も
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
党
派
に

対
し
て
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
だ
っ
た
と
し
て
い
(75
)
る
︒
ま
た
︑
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
﹁
中
庸
﹂︵
m
oderation
︶
を
重
視
し
た

こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
法
の
支
配
の
確
立
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
﹁
自
由
﹂
の
中
心
的
内
容
だ
と
し
て
い
(76
)
る
︒
つ
ま
り
︑
穏
健
化
し
た
人
々

が
政
治
に
は
関
わ
ら
ず
に
自
足
的
に
経
済
に
専
念
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
を
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描
き
出
し
て
い
る
︒
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
も
フ
ォ
ー
ブ
ズ
も
︑
穏
和
化
さ
れ
た
人
々
が
脱
政
治
化
し
て
い
く
方
向
を
描
い
て
い
る
︒

し
か
し
︑
す
で
に
見
た
と
お
り
︑﹃
四
論
考
集
﹄
所
収
の
ど
の
論
考
に
お
い
て
も
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
雄
弁
に
言
及
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
雄
弁
・

レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
政
治
と
の
関
わ
り
が
意
識
さ
れ
て
い
た
事
柄
だ
っ
た
︒
富
と
財
産
に
対
す
る
﹁
穏
和
な
欲
望
﹂

や
︑
公
共
の
善
と
自
他
の
人
格
へ
の
﹁
穏
和
な
心
遣
い
﹂
を
持
っ
て
い
る
人
々
が
︑
恐
怖
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
良
識
を
維
持

し
︑
適
切
な
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
を
身
に
つ
け
る
こ
と
︒
こ
う
し
た
非
政
治
的
領
域
に
お
い
て
涵
養
さ
れ
る
人
間
の
資
質
は
︑﹃
道
徳
・
政
治
・

文
学
論
集
﹄に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
︑党
派
が
共
存
し
つ
つ
活
発
な
言
論
の
自
由
を
行
使
し
相
互
に
牽
制
し
合
う
政
治
社
会
の
前
提
条
件
だ
っ

た
︒
情
念
論
お
よ
び
宗
教
論
・
趣
味
論
は
︑
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
︑
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
全
体
の
中
で
不
可
欠
の
要
素
を
な
し
て
い
た
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
﹃
四
論
考
集
﹄
を
手
が
か
り
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
宗
教
論
と
趣
味
論
が
非
政
治
的
領
域
に
お
い
て
穏
和
な
情
念
を
保
ち
恐

怖
に
ゆ
が
め
ら
れ
な
い
人
間
の
資
質
を
守
り
育
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
さ
ら
に
そ
の
こ
と
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
議
論
を
媒
介
と
し
て
︑

党
派
の
共
存
と
相
互
牽
制
と
い
う
政
治
思
想
上
の
構
想
の
前
提
条
件
を
成
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
た
︒
恐
怖
の
情
念
が
過
度

に
激
化
す
る
こ
と
を
宗
教
批
判
に
よ
っ
て
防
ぎ
︑
穏
和
な
情
念
を
守
り
育
み
︑
趣
味
論
を
通
じ
て
良
識
を
確
保
す
る
こ
と
は
︑
レ
ト
リ
ッ
ク

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
政
治
に
関
連
す
る
射
程
を
持
っ
て
お
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
党
派
の
共
存
と
相
互
牽
制
と
い
う
政
治
構
想
に
お
い
て
重
要

な
前
提
条
件
を
準
備
し
涵
養
し
て
い
た
と
い
う
の
が
︑
本
稿
の
結
論
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑﹃
四
論
考
集
﹄
は
翌
年
の
﹃
諸
主
題
論
集
﹄
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
分
解
さ
れ
た
形
で
収
録
さ
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑﹃
四

論
考
集
﹄
の
成
立
の
背
景
や
︑
そ
れ
ら
四
つ
の
論
考
の
内
的
な
関
連
は
著
し
く
見
え
に
く
い
形
で
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
人
間
の
共
存
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
﹁
激
し
い
情
念
﹂
や
そ
れ
を
惹
き
起
こ
す
宗
教
お
よ
び
誤
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
あ
り
方
を

批
判
的
に
吟
味
し
︑
人
間
の
独
善
や
激
情
を
回
避
す
る
形
で
政
治
思
想
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
試
み
は
︑﹃
四
論
考
集
﹄
を
手

が
か
り
と
し
た
時
に
︑
最
も
鮮
や
か
に
姿
を
現
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
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異
な
る
党
派
が
共
存
し
つ
つ
相
互
に
牽
制
し
合
う
状
態
を
い
か
に
安
定
的
に
実
現
す
る
か
︑
過
度
の
恐
怖
の
情
念
が
人
間
を
歪
め
る
悪
影

響
を
与
え
る
こ
と
を
い
か
に
防
ぐ
か
︑
良
識
や
穏
和
な
情
念
に
基
づ
く
活
発
な
言
論
や
社
交
を
い
か
に
実
現
す
る
か
等
々
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
取

り
組
ん
だ
事
柄
は
︑
今
日
に
お
い
て
も
な
お
人
類
に
と
っ
て
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

︵
本
稿
は
︑
二
〇
二
一
年
七
月
十
七
日
に
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
第
六
十
四
回
関
西
部
会
例
会
に
お
い
て
筆
者
が
行
っ
た
研
究
報
告
﹁
情
念

の
穏
和
化
の
政
治
学

│
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
宗
教
論
と
趣
味
論
│
﹂に
対
し
て
な
さ
れ
た
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
批
判
を
踏
ま
え
︑

書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
︒
研
究
会
に
お
い
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
方
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
︶︒

︵
本
稿
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
は
︑
E
ssays,M
oral,P
olitical,and
L
iterary,ed.by
E
ugene
F
.M
iller,R
evised

E
dition,Liberty
C
lassics,1985
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
︑﹁
Ｅ
﹂
と
省
略
し
て
表
示
し
頁
数
を
示
し
た
︒
訳
文
は
田
中
敏
弘
訳
﹃
道

徳
・
政
治
・
文
学
論
集
﹄︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︶
を
用
い
た
が
︑
必
要
に
応
じ
て
変
更
し
て
い
る
︒﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
と

﹁
情
念
論
﹂
に
つ
い
て
は
︑
A
D
issertation
on
the
P
assions:
T
he
N
atural
H
istory
of
R
eligion,ed.by
T
om
L.B
eaucham
p,

O
xford
U
niversity
Press,2007
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
︑﹁
Ｎ
Ｈ
﹂
と
省
略
し
て
表
示
し
頁
数
を
示
し
た
︒﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
の
訳

文
は
福
鎌
忠
恕
・
斎
藤
繁
雄
訳
﹃
宗
教
の
自
然
史
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
七
二
年
︶
を
︑﹁
情
念
論
﹂
の
訳
文
は
渡
辺
峻
明
訳
﹃
人
間

知
性
の
研
究
・
情
念
論
﹄︵
皙
書
房
︑
一
九
九
〇
年
︶
を
用
い
た
が
︑
必
要
に
応
じ
て
変
更
し
て
い
る
︒﹃
人
間
本
性
論
﹄
は
A
T
reatise
of

H
um
an
N
ature,ed.Selby-B
igge,Second
E
dition,
O
xford
U
niversity
Press,1978
を
使
用
し
︑﹁
Ｔ
﹂
と
省
略
し
て
頁
数
を
示
し

た
︒
訳
文
は
︑
木
曾
好
能
訳
﹃
人
間
本
性
論

第
一
巻

知
性
に
つ
い
て
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
五
年
︶︑
石
川
徹
ほ
か
訳
﹃
人
間

本
性
論

第
二
巻

情
念
に
つ
い
て
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
伊
勢
俊
彦
ほ
か
訳
﹃
人
間
本
性
論

第
三
巻

道
徳
に
つ
い

て
﹄
︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
二
年
︶
を
用
い
た
が
︑
必
要
に
応
じ
て
変
更
し
て
い
る
︶
︒
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１
︶
T
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︶
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︑
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塚
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﹁
ポ
ス
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コ
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ェ
ッ
シ
ョ
ナ
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し
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の
ヒ
ュ
ー
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︱
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
﹄
に
お
け
る
政
治
・
宗
教
・
歴
史
﹂︑﹃
思
想
﹄
第
一
〇

五
二
号
︑
二
〇
一
一
年
︑
六
二
︱
六
五
︑
七
八
頁
︒
な
お
犬
塚
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
歴
史
叙
述
を
﹁
規
範
と
社
会
秩
序
の
非
宗
教
的
基
礎
を
経
験
的
に
示
し
た

言
説
﹂
だ
と
指
摘
し
︑
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
な
ど
同
時
代
の
思
想
家
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
︑
啓
蒙
の
歴
史
叙
述
が
宗
教
的
熱
狂
の
克
服
と
い
う
課
題
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
犬
塚
元
﹁
歴
史
叙
述
の
政
治
思
想

︱
啓
蒙
の
文
明
化
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
﹂︑﹃
岩
波
講
座

政
治
哲
学
二

啓
蒙
・
改
革
・

革
命
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
二
七
︱
四
九
頁
︒

︵
８
︶
犬
塚
元
﹃
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
一
五
頁
︒

︵
９
︶
坂
本
達
哉
﹃
ヒ
ュ
ー
ム

希
望
の
懐
疑
主
義
﹄︵
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
三
〇
八
頁
︒

︵
10
︶
同
上
︑
三
一
九
頁
︒

︵
11
︶
神
野
慧
一
郎
﹃
我
々
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ぜ
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的
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﹄︵
勁
草
書
房
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〇
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五
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二
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頁
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︵
12
︶
半
沢
孝
麿
﹃
ヨ
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ロ
ッ
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思
想
史
の
な
か
の
自
由
﹄︵
創
文
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
二
九
一
頁
︒

︵
13
︶
B
abich,B
abette,R
eading
D
avid
H
um
e’s
“O
fthe
Standard
ofT
aste”,D
e
G
ruyter,2019.

︵
14
︶
関
口
正
司
は
︑
法
律
の
制
定
や
政
策
の
決
定
に
お
け
る
二
つ
の
側
面
の
区
別
に
注
意
を
促
し
︑
既
存
の
利
益
の
保
護
と
い
う
消
極
的
・
保
守
的
な
側
面

と
︑
利
益
の
創
出
や
増
進
と
い
う
積
極
的
な
側
面
と
を
区
別
す
る
視
点
を
提
起
し
て
い
る
︒
な
お
︑
関
口
は
︑
各
人
の
利
益
や
自
由
の
保
護
と
い
う
消
極
的

発
想
で
は
︑
政
府
に
よ
る
各
人
の
利
益
の
増
進
や
創
出
を
め
ざ
し
た
積
極
的
政
策
に
つ
い
て
評
価
し
批
判
す
る
原
則
を
立
て
に
く
い
と
し
た
う
え
で
︑
一

八
世
紀
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
公
債
政
策
に
対
す
る
警
告
を
﹁
先
駆
的
企
て
﹂
だ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
関
口
正
司
編
﹃
政
治
リ
テ
ラ
シ
ー
を
考
え
る

市
民
教
育
の
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政
治
思
想
﹄︵
風
行
社
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
四
三
︑
四
五
頁
︒
な
お
︑
公
債
政
策
に
限
ら
ず
︑
利
益
に
基
づ
く
党
派
対
立
の
容
認
や
言
論
の
自
由
の
重
視
と
い

う
点
で
︑
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
の
中
に
こ
の
二
分
法
が
内
在
し
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
る
︒

︵
15
︶﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂︵
T
he
N
aturalH
istory
ofR
eligion
︶
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
最
も
主
要
な
宗
教
に
つ
い
て
の
論
考
で
は
あ
る
が
︑
生
前
に
お
い

て
は
一
度
も
独
立
し
た
著
作
と
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
︑﹃
四
論
考
集
﹄︵
Four
D
issertations︶
お
よ
び
﹃
諸
主
題
論
集
﹄︵
E
ssaysand
T
reaties

on
SeveralSubjects︶
の
一
部
と
し
て
の
み
出
版
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
︑
文
中
で
は
二
重
鉤
括
弧
で
は
な
く
一
重
鉤
括
弧
で
表
記
し
て
い
る
︒

︵
16
︶
E
.C
.M
ossner,T
he
L
ife
ofD
avid
H
um
e,T
hom
as
N
elson
&
Sons,1954,pp.319-325.

︵
17
︶
D
avid
H
um
e,Four
D
issertations,w
ith
a
new
introduction
by
John
Im
m
erw
ahr,T
hoem
m
es
Press,1995,p.xi.

︵
18
︶
Ibid.pp.v-xix.

︵
19
︶
な
お
︑
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
は
近
年
の
共
著
論
文
に
お
い
て
も
︑﹃
四
論
考
集
﹄
を
一
体
の
も
の
と
し
て
注
目
す
る
先
行
研
究
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ

と
に
つ
い
て
指
摘
し
た
上
で
︑
宗
教
批
判
と
多
様
性
へ
の
寛
容
と
い
う
テ
ー
マ
が
﹃
四
論
考
集
﹄
全
体
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
︒
Jacob

Sider
Jost
&
John
Im
m
erw
ahr,“
H
um
e
the
Sociable
Iconoclast:T
he
C
ase
of
the
F
our
D
issertations
”
in
T
he
E
uropean
L
egacy,

V
olum
e
18
(5),2013,pp.603-618.

︵
20
︶
D
avid
H
um
e,Four
D
issertations,w
ith
a
new
introduction
by
John
Im
m
erw
ahr,1995,pp.x-ix.

︵
21
︶
ibid.p.xix.

︵
22
︶
Jam
es
A
.H
arris,H
um
e,C
am
bridge
U
niversity
Press,2015,p.353.

︵
23
︶
N
H
.xiii-xv.

︵
24
︶
H
um
e,Four
D
issertations,pp.xiv-xv.
お
よ
び
︑

Im
m
erw
ahr,“H
um
e’s
D
issertation
on
the
P
assions”,in
Journalofthe
H
istory
of

P
hilosophy,V
olum
e
32
(2),pp.225-240.
な
お
︑
ラ
ド
ク
リ
フ
は
イ
ン
マ
ー
ワ
ー
ル
の
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
︑﹁
情
念
論
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
︑
情

念
が
人
間
の
行
動
の
動
機
で
あ
る
こ
と
を
直
接
情
念
の
強
調
に
よ
っ
て
﹃
人
間
本
性
論
﹄
よ
り
も
鮮
明
に
し
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
︒
E
lizabeth
S.

R
adcliffe,H
um
e,P
asshion,and
A
ction,O
xford
U
niversity
Press,2018,pp.191-194.

︵
25
︶
N
H
.3
/
邦
訳
二
四
〇
頁
︒

︵
26
︶
ヒ
ュ
ー
ム
は
ミ
ュ
ア
宛
の
書
簡
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
論
じ
︑﹁
希
望
と
恐
怖
﹂
が
人
間
を
撹
乱
す
る
こ
と
と
﹁
穏
和
な
感
情
﹂
を
肯
定
す
る
と
い
う
︑

後
年
の
﹁
宗
教
の
自
然
史
﹂
や
﹁
情
念
論
﹂
と
相
通
じ
る
見
解
を
示
し
て
い
る
︒﹁
そ
し
て
実
際
私
は
す
べ
て
の
熱
狂
家
は
大
変
自
分
自
身
を
欺
い
て
い
る

と
思
う
の
で
す
︒
希
望
と
恐
怖
が
お
そ
ら
く
彼
ら
が
神
の
こ
と
を
考
え
る
時
に
彼
ら
の
胸
を
撹
乱
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒︵
中
略
︶
ど
う
ぞ
ご
覧
に
な
っ

て
く
だ
さ
い
︑
私
は
単
に
騒
然
と
し
た
情
念
を
排
除
し
て
い
る
だ
け
で
︑
穏
和
な
感
情
は
除
外
し
て
い
な
い
こ
と
を
︒﹂
T
he
L
etters
ofD
avid
H
um
e,
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vol.1,ed.J.Y
.T
.G
reig
,O
xford
U
niversity
Press,1932,pp.50-52.

︵
27
︶
N
H
.4
/
邦
訳
二
四
一
頁
︒

︵
28
︶
N
H
.37-39
/
邦
訳
一
四
︱
一
六
頁
︒

︵
29
︶
T
.415
/
邦
訳

第
二
巻

一
六
三
頁
︒

︵
30
︶
N
H
.24
/
邦
訳
二
七
三
頁
︒

︵
31
︶
N
H
.24
/
邦
訳
二
七
三
頁
︒

︵
32
︶
N
H
.24
/
邦
訳
二
七
四
頁
︒

︵
33
︶
N
H
.24
/
邦
訳
二
七
四
頁
︒

︵
34
︶
H
um
e,Four
D
issertations,pp.xiv-xv.

︵
35
︶
N
H
.28
/
邦
訳
二
八
〇
頁
︒

︵
36
︶
雄
弁
と
政
治
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
鎌
田
厚
志
﹁
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
陶
冶
に
つ
い
て
﹂﹃
法
政
研
究
﹄︵
九
州
大
学
法
政
学
会
︶
第
八
五
巻

第
三
・
四
合
併
号
︑
二
〇
一
九
年
三
月
︑
一
一
六
〇
︱
一
一
六
二
頁
を
参
照
︒

︵
37
︶
H
um
e,A
n
E
nquiry
concerning
the
P
rinciplesofM
orals,ed.T
om
L.B
eaucham
p,O
xford
U
niversity
Press,1998,p.122.
渡
辺
峻
明
訳

﹃
道
徳
原
理
の
研
究
﹄︵
皙
書
房
︑
一
九
九
三
年
︶︑
二
三
一
頁
︒

︵
38
︶
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹁
近
代
﹂︵
m
odern
︶
を
世
俗
化
の
時
代
と
は
考
え
て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
宗
教
の
支
配
が
古
代
に
比
べ
て
強
い
時
代
と
考
え
て
い
た
︒
ヒ
ュ
ー

ム
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
古
代
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
﹁
近
代
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
う
が
︑
必
ず
し
も
そ
の
範
囲
を
明
確
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
︒
ロ
ー
マ
帝
国
滅
亡
後
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
生
き
る
一
八
世
紀
ま
で
を
含
め
た
か
な
り
広
い
範
囲
の
時
代
を
﹁
近
代
﹂
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

今
日
お
け
る
近
代
の
意
味
と
か
な
り
異
な
る
の
で
︑
ヒ
ュ
ー
ム
が
使
う
﹁
近
代
﹂
に
は
文
中
に
鍵
括
弧
を
付
し
て
い
る
︒

︵
39
︶
N
H
.38
/
邦
訳
一
六
頁
︒

︵
40
︶
N
H
.42
/
邦
訳
二
二
︱
二
三
頁
︒

︵
41
︶
ヒ
ュ
ー
ム
は
﹃
自
然
宗
教
を
め
ぐ
る
対
話
﹄
に
お
い
て
も
宗
教
は
恐
怖
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
︒
H
um
e,W
ritings
on
R
eligion,ed.by
A
ntony

F
lew
,O
pen
C
ourtPublishing
C
om
pany,1992,p.290.︵
邦
訳

犬
塚
元
訳
﹃
自
然
宗
教
を
め
ぐ
る
対
話
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
二
〇
年
︶
二
一
〇
頁
︶︒

︵
42
︶
N
H
.54
/
邦
訳
四
五
頁
︒

︵
43
︶
こ
の
宗
教
の
起
源
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
︑
ホ
ッ
ブ
ズ
の
﹃
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
﹄
第
十
二
章
の
議
論
と
︑
運
命
を
形
成
す
る
目
に
見
え
な
い
原
因

を
探
究
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
心
か
ら
宗
教
が
生
じ
た
と
指
摘
す
る
点
が
共
通
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ホ
ッ
ブ
ズ
は
多
神
教
に
つ
い
て
は
恐
怖
が
起
源
で
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あ
る
と
論
じ
な
が
ら
︑
一
神
教
は
第
一
原
因
の
探
究
か
ら
生
じ
て
い
る
と
し
て
お
り
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
一
神
教
も
一
般
的
に
恐
怖
の
情
念
か
ら
生
じ
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る
点
が
ホ
ッ
ブ
ズ
と
異
な
っ
て
い
る
︒
ホ
ッ
ブ
ズ
著
︑
水
田
洋
訳
﹃
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
︵
一
︶﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
︶︑
一
八
三
頁
︒

︵
44
︶
N
H
.61
/
邦
訳
五
八
頁
︒

︵
45
︶
N
H
.62
/
邦
訳
六
〇
頁
︒

︵
46
︶
N
H
.63
/
邦
訳
六
二
︱
六
三
頁
︒

︵
47
︶
ニ
ッ
コ
ロ
・
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
著
︑
永
井
三
明
訳
﹃
デ
ィ
ス
コ
ル
シ

﹁
ロ
ー
マ
史
﹂
論
﹄︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
一
年
︶
︑
二
八
七
︱
二
八
八
頁
︒

︵
48
︶
N
H
.77-80
/
邦
訳

八
八
︱
九
二
頁
︒

︵
49
︶
N
H
.82-83
/
邦
訳

九
六
︱
九
七
頁
︒

︵
50
︶
T
.598
/
邦
訳

第
三
巻

一
六
〇
︱
一
六
一
頁
︒

︵
51
︶
E
.271
/
邦
訳
二
二
三
頁
︒

︵
52
︶
M
arc
H
anvelt,T
he
P
olitics
ofE
loquence,U
niversity
ofT
oronto
Press,2012.

︵
53
︶
E
.222
/
邦
訳
一
八
九
頁
︒

︵
54
︶
E
.224-225
/
邦
訳
一
九
〇
︱
一
九
一
頁
︒

︵
55
︶
E
.229-232
/
邦
訳
一
九
四
︱
一
九
五
頁
︒

︵
56
︶
E
.235
/
邦
訳

一
九
八
頁
︒
お
よ
び
︑
E
.237
/
邦
訳
一
九
九
頁
︒
な
お
︑
こ
こ
に
出
て
く
る
﹁
趣
味
の
繊
細
さ
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
実
は
﹃
道
徳
・
政
治
・

文
学
論
集
﹄
の
冒
頭
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
﹁
趣
味
お
よ
び
情
念
の
繊
細
さ
に
つ
い
て
﹂︵
O
fthe
D
elicacy
ofT
aste
and
Passion
︶
の
中
に
登
場
す
る
概

念
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹁
情
念
の
繊
細
さ
﹂
は
人
生
の
出
来
事
に
強
く
情
念
を
か
き
た
て
ら
れ
過
剰
反
応
を
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
︑
こ

れ
に
よ
っ
て
人
間
は
不
幸
に
陥
り
や
す
い
と
論
じ
る
一
方
︑﹁
趣
味
の
繊
細
さ
﹂
は
︑
自
由
学
芸
な
ど
に
よ
っ
て
養
わ
れ
︑﹁
情
念
の
繊
細
さ
﹂
の
欠
点
を
克

服
で
き
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹁
趣
味
の
繊
細
さ
﹂
に
つ
い
て
自
由
学
芸
を
自
覚
的
に
学
ぶ
﹁
陶
冶
﹂︵
cultivation
︶
を
通
じ
て
意
識
的

に
身
に
着
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い
た
︒
鎌
田
﹁
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
陶
冶
に
つ
い
て
﹂︑
一
一
五
七
︱
一
一
六
〇
頁
︒

︵
57
︶
E
.239
/
邦
訳
二
〇
〇
頁
︒

︵
58
︶
E
.240
/
邦
訳
二
〇
一
頁
︒

︵
59
︶
E
.240
/
邦
訳
二
〇
一
頁
︒

︵
60
︶
E
.240
/
邦
訳
二
〇
一
頁
︒

︵
61
︶
E
.103-110
/
邦
訳
九
〇
︱
九
四
頁
︒
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︵
62
︶﹃
道
徳
原
理
の
研
究
﹄
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
以
下
の
美
徳
を
列
挙
し
て
い
る
︒
判
断
力
︵
discretion
︶︑
注
意
深
さ
︵
caution
︶︑
進
取
︵
enterprise︶
︑

勤
勉
︵
industry
︶︑
精
進
︵
assiduity
︶︑
倹
約
︵
frugality
︶︑
節
約
︵
econom
y
︶︑
良
識
︵
good-sense︶︑
慎
慮
︵
prudence︶︑
識
別
力
︵
discernm
ent︶
︒

節
制
︵
tem
perance︶︑
醒
め
て
い
る
こ
と
︵
sobriety
︶︑
忍
耐
︵
patience︶︑
一
貫
性
︵
constancy
︶︑
粘
り
強
さ
︵
perseverance︶︑
先
見
の
明

︵
forethought︶︑
熟
慮
︵
considerateness︶︑
機
密
遵
守
︵
secrecy
︶︑
整
序
︵
order︶︑
婉
曲
さ
︵
insinuation
︶︑
対
応
︵
address︶︑
沈
着
︵
presence

of
m
ind
︶︑
思
考
の
機
敏
さ
︵
quickness
of
conception
︶︑
表
現
の
流
暢
さ
︵
facility
of
expression
︶︒
H
um
e,A
n
E
nquiry
concerning
the

P
rinciples
ofM
orals,p.53.
邦
訳
︑
九
六
︱
九
七
頁
︒

︵
63
︶
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹃
人
間
本
性
論
﹄
の
第
三
巻
第
三
部
第
一
節
に
お
い
て
︑
慎
慮
︵
prudence︶︑
節
制
︵
tem
perance︶︑
倹
約
︵
frugality
︶︑
勤
勉
︵
industry
︶
︑

精
進
︵
assiduity
︶︑
進
取
︵
enterprize︶︑
器
用
︵
dexterity
︶︑
寛
大
︵
generosity
︶︑
人
間
味
︵
hum
anity
︶
は
︑
人
間
に
と
っ
て
称
讃
に
値
す
る

性
質
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
﹁
良
識
﹂︵
good
sense︶
は
入
っ
て
い
な
い
︒

︵
64
︶﹃
人
間
本
性
論
﹄
に
お
い
て
は
︑
誇
り
や
愛
や
尊
敬
の
源
泉
と
し
て
﹁
良
識
﹂
が
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
T
.279,330,606-7
/
邦
訳

第
二
巻
九
︑
六
六
頁
︑

第
三
巻
一
六
九
頁
︒

︵
65
︶
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
︒
鎌
田
﹁
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
陶
冶
に
つ
い
て
﹂︑
一
一
六

三
︱
一
一
七
一
頁
︒

︵
66
︶
E
.247
/
邦
訳
二
〇
五
︱
二
〇
六
頁
︒

︵
67
︶
E
.247-248
/
邦
訳
二
〇
六
頁
︒

︵
68
︶
H
um
e,A
n
E
nquiry
concerning
H
um
an
U
nderstanding,ed.T
om
L.B
eaucham
p,O
xford
U
niversity
Press,2000,p.89.
斎
藤
繁
雄
・
一

ノ
瀬
正
樹
訳
﹃
人
間
知
性
研
究
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
一
〇
四
︱
一
〇
五
頁
︒
た
だ
し
︑
一
部
訳
文
を
変
更
し
て
い
る
︒

︵
69
︶
D
avid
H
um
e,T
he
H
istory
ofE
ngland,V
olum
e
V
I,Liberty
C
lassics,1983,p.3.

︵
70
︶
H
um
e,A
n
E
nquiry
concerning
the
P
rinciples
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