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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
化
さ
れ
た
歴
史
意
識 

 

曹 

堅 
 

  

【
要
旨
】
本
稿
は
、
科
研
費
研
究
「
現
代
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
の
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。
筆
者
が
読
ん
で
き
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
作
に
お
け
る

歴
史
に
関
す
る
論
説
、
お
よ
び
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ー
エ
ン
（R

ichard A. C
ohen

）
や
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
シ
ャ
リ
エ
（C

atherine C
halier

）
と
い
っ
た
学
者
の
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
研
究
を
も
と
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
帰
属
す
る
西
洋
思
想
や
ユ
ダ
ヤ
思
想
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
歴
史
を
倫
理
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
を
整

理
検
討
す
る
。
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
律
法
の
解
釈
行
為
が
、
彼
の
歴
史
理
解
の
中
心
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
歴
史
、
ユ
ダ
ヤ
律
法
解
釈 

   

一
、
前
言 

  

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
は
倫
理
学
で
あ
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
彼
の
歴
史

に
対
す
る
見
方
も
倫
理
的
な
次
元
に
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、

人
々
に
真
に
平
和
と
救
い
を
も
た
ら
す
歴
史
は
、
自
我
が
絶
対
的
な
他
者

に
対
す
る
責
任
に
お
い
て
打
ち
立
て
る
「
聖
な
る
歴
史
」
で
あ
る
。
本
稿

は
、
彼
の
こ
う
し
た
見
方
の
思
想
的
源
泉
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
は
西
洋
の

伝
統
的
な
歴
史
の
見
方
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
再
考
す
る
機
会
を
与
え
た
こ

と—

そ
の
中
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
の
観
点
が
彼
を
啓

発
し
た
こ
と
も
含
む—

を
紹
介
し
、
次
に
は
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
ら

の
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
の
生
命
に
関
す
る
体
験
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後
に
ユ

ダ
ヤ
律
法
の
精
読
と
解
釈
行
為
、
と
り
わ
け
「
タ
ル
ム
ー
ド
」
が
、
彼
に

例
証
と
最
終
的
な
回
答
を
用
意
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。 
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二
、
西
洋
の
伝
統
的
歴
史
観
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の 

応
答 

 

西
洋
に
お
け
る
存
在
論
の
伝
統
が
尊
ぶ
の
は
公
然
た
る
め
ざ
ま
し
い

歴
史
で
あ
り
、
こ
れ
は
西
洋
の
美
学
伝
統
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
つ
と
に
外
在
的
な
表
現
を
尊
重
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
め
ざ
ま
し
さ
と
文
武
の
功
績
の
ま
ば
ゆ
さ
は
、
人
々
の
美
に
対
す

る
感
性
に
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
が
規
範
と
す
る
歴
史
と
そ

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
理
性
的
で
、
実
在
的
で
、
記
録
さ
れ
流
通
す
る

こ
と
が
基
準
と
な
る
。
教
材
と
同
じ
よ
う
に
、
人
々
が
そ
れ
を
学
び
そ
こ

か
ら
経
験
や
教
訓
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
歴
史
に
対
す
る
理
解
は
、
西
洋
の
こ
う
し
た
美
学
伝
統
と
真
っ

向
か
ら
対
立
す
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
人
々
は
美
的
感
覚
に
つ
い
て
、

道
徳
的
責
任
を
感
じ
た
り
義
務
に
よ
る
制
約
を
受
け
た
り
し
な
く
て
よ

い
。
そ
れ
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
倫
理
が
歴
史
の
観
念
に
決
定
的
な

作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
を
強
調
す
る
。
倫
理
は
秘
匿
と
関
わ
る
た
め
、
そ
れ

を
開
く
こ
と
も
極
め
て
私
的
な
次
元
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
の

栄
光
も
〔
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
歴
史
と
〕
完
全
に
異
な
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
光—

創
世
の
初
日
の
光
、
太
陽
が
作
ら
れ
る
よ
り
も
前

の
光—

は
、
人
間
の
理
性
や
公
衆
の
視
線
と
は
全
く
異
な
る
も
の
に
よ

っ
て
輝
く(

1)

。 

こ
う
し
た
倫
理
化
さ
れ
た
歴
史
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
で
最
も

重
要
な
出
来
事
は
外
部
の
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
遭
遇
や
倫
理
的

関
係
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
聖
な

る
歴
史
」（sacred history

）
は
、
王
侯
将
相
た
ち
の
歴
史
よ
り
も
い
っ
そ

う
深
い
意
味
を
も
つ
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

寡
婦
が
大
事
に
さ
れ
、
孤
児
が
扶
養
さ
れ
、
よ
そ
者
が
受
け
入
れ
ら
れ
る

な
ら(

2)

、
そ
の
時
こ
そ
、
こ
の
世
界
の
深
く
、
重
大
で
、
真
な
る
歴
史
が

発
生
す
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
記
録
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
の
魂

や
核
心
と
な
る
道
徳
は
外
に
対
し
て
公
然
と
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
だ
。
こ
う
し
た
道
徳
や
公
義
の
ふ
る
ま
い
は
、
公
然
と
し
た
目
的
か
ら

出
て
く
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
対
す
る
自
己
の
責
任
か
ら
出
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
で
こ
そ
人
間
性
の
輝
き
、「
聖
な
る
歴
史
」
の
輝
き
と
な
る

の
で
あ
る
。
哲
学
の
任
務
は
、
公
然
た
る
歴
史
、
歴
史
書
に
記
さ
れ
た
歴

史
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
証
性
に
乏
し
い
が
よ
り
深
い
歴
史

や
人
間
性
の
実
現
に
向
け
て
い
っ
そ
う
傾
注
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
哲
学

を
倫
理
と
解
釈
し
て
こ
そ—

存
在
の
只
中
に
倫
理
を
現
し
、
人
類
学
に

よ
っ
て
で
は
な
く
倫
理
学
に
基
づ
い
て
人
間
を
理
解
し
て
こ
そ—

こ

の
深
く
、
重
大
で
、
真
な
る
歴
史
と
釣
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
単

純
な
生
き
物
で
も
理
性
の
範
疇
に
お
さ
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
道
徳
が
影

響
を
生
み
出
す
時
と
場
所
に
お
い
て
こ
そ
人
が
な
ぜ
人
な
の
か
が
示
さ

れ
、
真
の
人
間
の
歴
史
は
人
間
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

示
さ
れ
る
。人
間
性
は
既
に
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、成
就
す
る
も
の
、

貢
献
す
る
も
の
、
昇
華
す
る
も
の
で
あ
る(

3)

。 
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
い
わ
ゆ
る
真
の
人
間
の
歴
史
、
倫
理
道
徳
は
、
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実
在
と
し
て
姿
を
現
し
う
る
が
、
実
在
を
超
え
る
も
の
、
超
越
的
な
性
質

や
要
因
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
在
が
現
前
を
超
出
す
る
こ
と

で
あ
り
、
上
か
ら
降
り
て
く
る
呼
び
か
け
で
あ
り
、
自
己
の
利
益
を
超
え

た
選
択
の
要
求
に
従
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
非
理
性
的
で
非
論
理
的
な
も

の
で
あ
る
。
道
徳
の
次
元
に
お
け
る
こ
う
し
た
崇
高
、
昇
華
、
服
従
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
幾
何
学
や
対
数
の
よ
う
に
計
量
や
予
測
に
供
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。こ
れ
ら
が
示
す
の
は
、一
種
の
超
越
的
な「
痕
跡
」（trace

）

で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
隔
時
性
」（diachrony

）
で
あ
る(

4)

。

こ
う
し
た
隔
時
性
は
、「
歴
史
に
お
い
て
歴
史
を
超
え
出
る
こ
と
」

（beyond history in history

）
で
あ
り
、
道
徳
的
な
自
我
が
今
こ
こ
で
人

間
性
に
お
い
て
成
就
し
、
貢
献
し
、
昇
華
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

道
徳
的
な
自
我
も
本
質
的
に
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
で
あ
る—

こ

こ
か
ら
彼
方
へ
赴
く
と
と
も
に
、
こ
こ
が
既
に
し
て
彼
方
で
あ
る
。
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
聖
な
る
歴
史
」
が
超
越
的
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
質

を
も
つ
た
め
に
、
道
徳
的
自
我
の
実
現
は
必
ず
桎
梏
か
ら
の
解
脱
、
自
由

の
獲
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
れ
に
比
べ
て
、
西
洋
の
伝
統
的
な
歴
史
観
念
に
お
け
る
自
我
は
隷
属

化
さ
れ
て
い
る
。
権
力
政
治
に
よ
っ
て
隷
属
化
さ
れ
、
実
在
の
只
中
に
限

定
さ
れ
解
脱
で
き
な
い
。
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
自
我
の
本
来
的
な
独
立

性
、
す
な
わ
ち
個
体
性
と
特
殊
性
は
、
西
洋
の
伝
統
的
な
歴
史
観
念
の
同

一
性
と
全
体
性
の
文
脈
に
お
い
て
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

『
実
存
の
発
見
』
に
お
け
る
「
自
我
、
時
間
、
自
由
」
の
部
分
に
お
い
て
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
と
自
由
の
理
論
に
つ
い
て
の
あ

る
見
方
に
同
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
志
向
性
と
は
ま
さ
に
自
由
の
完
成

で
あ
り
、
思
考
と
は
自
己
が
自
由
を
公
然
化
す
る
場
所
で
あ
り
、
意
味
を

生
む
こ
と
が
ま
さ
に
自
由
を
体
現
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
意
識
が
一
時
的
に
自
己
を
構
成
す
る
場
面
に
お
い
て
、

自
由
と
意
味
と
の
交
差
が
と
り
わ
け
は
っ
き
り
し
、
さ
ら
に
時
間
と
歴
史

の
関
係
が
緊
密
に
な
る
と
考
え
た
。
彼
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
に

対
す
る
基
本
的
な
姿
勢
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
た
。「
精
神
は

意
味
と
思
惟
と
の
内
密
性
で
あ
り
、
知
的
活
動
の
自
由
で
あ
る
。
時
間
が

こ
の
自
由
を
成
就
す
る
。
時
間
は
精
神
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な

い
し
、
自
己
を
自
己
と
無
関
係
な
歴
史
に
関
わ
ら
せ
る
も
の
で
も
な
い

(

5) 

。」
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
歴
史
は
意
識
を
覆
い

尽
く
す
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
時
間
は
構
成
す
る
と
同
時
に
構
成
さ
れ
、

真
の
自
由
と
み
な
さ
れ
る
意
識
は
歴
史
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
同
時
に

そ
の
歴
史
を
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
人
間
の
自
由
は
、「
歴
史

を
審
判
す
る
」（judging history

）
こ
と
の
で
き
る
自
由
で
あ
る(

6)

。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
後
期
に
お
い
て
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
を
乗
り
越
え
、
道
徳
を

上
記
の
よ
う
な
思
想
に
入
れ
込
も
う
と
し
て
い
る
。「
我
々
は
、
道
徳
的

意
識
の
名
の
下
に
、
人
間
に
歴
史
を
裁
く
権
利
を
賦
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
匿
名
の
も
の
と
し
て
の
歴
史
に
裁
く
権
利
を
賦
与
し
て
は
な
ら
な
い

(

7)

。」
つ
ま
り
、
倫
理
的
な
視
点
に
立
っ
て
は
じ
め
て
、
道
徳
的
自
我
が

な
ぜ
意
味
を
生
む
精
神
活
動
に
お
い
て
自
由
を
獲
得
し
、
真
の
歴
史
を
作

り
出
し
う
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
な
視
点
か
ら
歴
史
を
分
析
す
る
こ
と
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が
優
先
さ
れ
必
然
的
で
も
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
他
者
の
概
念
に
関
わ
る
か

ら
で
あ
る
。「
た
と
え
私
が
歴
史
の
外
に
立
ち
え
な
い
と
し
て
も
、
私
は

確
か
に
他
者
の
う
ち
に
歴
史
に
関
す
る
絶
対
的
な
一
点
を
見
い
だ
す

—

他
者
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
他
者
と
語
り
合
い
つ

つ
、
こ
の
一
点
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
歴
史
は
歴
史
の
断
層
に
よ
っ
て

徹
底
的
に
変
形
さ
れ
、
裁
き
は
こ
の
時
に
か
ぎ
っ
て
発
生
す
る
。
一
人
の

人
間
が
真
に
他
者
と
接
す
る
と
き
、
人
間
は
歴
史
か
ら
逃
れ
出
て
い
る
の

だ (

8)

。」
つ
ま
り
隷
属
し
た
人
間
の
歴
史
か
ら
抜
け
出
て
、「
聖
な
る
歴

史
」
に
入
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
断
層
は
自
己
と
他
者
と
の
絶
対
的

な
異
質
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
真
に
他
者
を
認
識
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
断

層
は
上
述
し
た
道
徳
の
次
元
に
お
け
る
崇
高
、
昇
華
、
服
従
に
空
間
と
チ

ャ
ン
ス
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
他
者
の
形
而
上
学
、
倫
理
的
形
而
上

学
（
絶
対
的
な
他
者
に
関
わ
る
形
而
上
学
）
は
、
存
在
論
に
先
立
ち
、
こ

の
他
者
こ
そ
が
我
が
身
を
置
く
歴
史
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る(

9)

。 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
他
者
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想

か
ら
何
ら
か
の
啓
発
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
伝
統
的

な
認
識
論
的
な
意
味
で
の
自
己
の
現
前
、
自
身
の
確
実
性
を
否
定
し
、
別

の
場
所
、
す
な
わ
ち
大
文
字
の
存
在
（Being

）
か
ら
出
発
し
、
意
味
の
賦

与
や
実
現
に
つ
い
て
存
在
の
言
語
で
表
現
し
、「
真
理
の
本
質
」
を
探
し

求
め
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
真
の
現
前
は
、
存
在
を
い
っ
そ
う
具

え
た
存
在
（
真
の
存
在
、
あ
る
い
は
突
出
し
た
存
在
）
で
あ
り
、
存
在
が

そ
こ
か
ら
去
り
つ
つ
あ
る
表
出
（
表
象
）
で
は
な
い
。
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
存
在
は
こ
の
世
界
を
超
越
し
た
存
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
写
像
で
あ
り
、
哲

学
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
を
超
越
し
た
真
の
存
在
を
探
求
す
る
こ
と
で

あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
基
礎
と
し
て
、
世
界
を
あ
ら
た
め

て
思
惟
の
中
に
導
き
入
れ
た
が
、
そ
の
際
、
明
ら
か
に
人
か
ら
出
発
す
る

の
で
は
な
く
、
大
文
字
の
存
在
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
さ
ら
に
、
言
語
の
中
に
隠
さ
れ
た
形
而
上
学
を
通
し
て

理
解
し
思
考
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た(

10)

。思
惟
は
耳
を
そ
ば
だ
て
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
大
文
字
の
存
在
の
言
語
を
求
め
る
。
彼
は
こ
の
世
界
の
歴
史
の

来
し
方
行
く
末
か
ら
、
歴
史
が
言
葉
の
中
に
保
存
さ
れ
現
出
さ
れ
う
る
と

考
え
た
。
し
た
が
っ
て
存
在
論
も
、
静
か
に
耳
を
そ
ば
だ
て
妨
害
が
な
か

っ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
う
し
た
傾
聴
は
他
者
に
対

す
る
傾
聴
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
別
の
自
己
を
傾
聴
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
傾
聴
の
過
程
に
お
い
て
、
意
味
の
生

成
は
構
築
す
る
方
（
大
文
字
の
存
在
）
と
構
築
さ
れ
る
方
（
個
人
）
と
の

相
互
作
用
と
介
入
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
よ
り
具
体
的

な
文
脈
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
個
人
の
有
限
な
生
命
、
存
在
、
そ
れ
に
歴

史
的
時
代
に
即
し
て
、
こ
う
し
た
相
互
作
用
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
一
九
五
一
年
に
次
の
よ
う
に
応
答
し
て
い

る
。「
現
在
の
存
在
論
の
偉
大
な
変
化
は
、
偶
然
性
を
知
的
活
動
そ
の
も

の
と
し
て
捉
え
、
知
性
の
外
で
発
生
し
た
事
実
だ
と
し
な
い
こ
と
に
あ
る

(
11)

。」 
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
自
己
の
任
務
と
世
俗
の
道

徳
と
は
無
関
係
だ
と
述
べ
て
い
る
に
せ
よ
、
伝
統
的
哲
学
が
終
わ
り
を
迎
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え
、
真
の
思
考
に
向
き
合
う
べ
き
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
任
務
自
体
が
一

つ
の
倫
理
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
の
世
界
に
最
も
必
要
な
の
は
、

一
種
の
責
任
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
で
あ
り
、

放
牧
、
放
下
（G

elassenheit

）
で
あ
る(

12)

。
他
者
と
し
て
の
大
文
字
の
歴

史
は
、
人
と
の
関
係
に
お
い
て
実
際
す
で
に
倫
理
的
関
係
を
構
成
し
て
い

る
。
両
者
の
間
の
交
流
や
対
話
は
、
言
語
の
伝
達
や
傾
聴
に
反
映
さ
れ
、

内
心
の
独
白
の
よ
う
な
真
の
意
味
で
の
対
話
で
は
な
い
対
話
と
は
す
で

に
別
物
で
あ
る
。
独
白
の
よ
う
な
対
話
は
西
洋
の
伝
統
的
な
哲
学
の
特
徴

で
あ
っ
た
。
対
象
と
し
て
の
他
者
を
欠
い
た
傾
聴
に
対
し
て
、
ブ
ー
バ
ー

は
後
に
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
一
人
の
人
に
お
け
る
別
の
自
我
が
内
心

か
ら
の
声
に
応
答
す
る
と
、
独
白
は
み
ず
か
ら
を
対
話
と
み
せ
か
け
、
そ

の
都
度
新
し
い
発
見
が
あ
る
よ
う
に
仕
向
け
、『
呼
び
か
け
』
ら
れ
た
り

『
傾
聴
』
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
完
全
に
思
い
込
む
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
存
在
の
沈
黙
が
超
克
で
き
ず
、
存
在
論
の
範
疇
が
も
は
や
現

実
に
適
用
で
き
な
く
な
る
と
、
荒
涼
と
し
た
最
終
的
な
孤
独
の
み
が
残
る

(

13)

。」 

個
体
性
と
他
者
と
の
共
同
性
と
に
関
心
を
有
す
る
こ
と
で
、
必
然
的
に
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
歴
史
化
さ
れ
た
歴
史
観
念
は
、
個
人
と
社
会
の
両
方
に
配

慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た(

14)

。
西
洋
の
伝
統
的
な
歴
史
観
念
と
異
な
り
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
意
識
の
主
体
に
対
し
て
な
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
全
体
的
あ
る

い
は
同
一
的
な
歴
史
化
を
免
れ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
お
け
る

倫
理
的
な
次
元
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
道
徳
的
主
体
の
能
動
性
と

受
動
性
に
関
わ
る
、
主
体
本
来
の
独
立
性
で
あ
る
。
大
文
字
の
存
在
の
声

を
傾
聴
す
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
出
発
点
を
別
の
他
者
、
他
人
に
転
換
し
た
。
主
体
と
他
者
と
の
絶

対
的
な
異
質
さ
か
ら
世
俗
の
倫
理
道
徳
を
議
論
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
成

果
が
あ
が
る
の
で
あ
り
、
他
人
と
し
て
の
他
者
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
個
人
の
意
識
は
道
徳
意
識
に
位
相
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

道
徳
意
識
は
他
人
の
不
安
に
面
と
向
き
合
う
こ
と
、
意
識
に
潜
在
す
る
破

壊
力
や
他
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
対
し
て
恥
ず
か
し
さ
や
疚
し
さ
を
感

じ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
他
者
の
顔
に
対
し
て
こ
れ
は
意
識
の
外
で
応
答

す
る
よ
う
道
徳
が
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
汝
殺
す
な
か
れ
」

が
「
自
然
的
」
主
体
に
向
け
ら
れ
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味

す
る
の
は
、
道
徳
意
識
が
一
種
の
原
則
と
な
り
、
意
識
的
に
関
心
を
も
つ

こ
と
や
他
者
に
応
答
す
る
こ
と
の
一
つ
の
形
式
と
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
意
識
を
道
徳
的
側
面
か
ら
見
て
、
意
識
の
こ
う
し

た
責
任
感
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
れ
が
外
来
的
で
非
意
図
的
だ
か
ら
で

あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
的
意
識
に
特
徴
的
な
意
味
付
与
の
内
的
循
環

を
超
越
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
影
響
か
ら
、
最
も
深
み
に
降
り
た
関
心
は
、
あ
る
完
全
な
受
動
性

に
関
わ
る
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
他
者
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
か

ら
だ(

15)

。 

こ
の
よ
う
に
様
々
な
源
泉
を
も
っ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
道
徳
に
つ

い
て
の
理
解
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
「
歴
史
の
効
用
に
つ
い
て
の
意
識
」

（W
irkungegeschichtliches Bew

usstsein

）
や
「
歴
史
が
自
己
を
理
解
す

る
範
囲
内
で
の
効
果
」
と
い
っ
た
観
念
と
似
た
点
が
多
数
あ
る(

16)

。
ガ
ダ
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マ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
我
々
が
歴
史
意
識
を
歴
史
的
地
平
の
も
と

に
置
く
と
い
っ
て
も
、
歴
史
の
過
ぎ
去
り
を
我
々
自
身
と
何
の
関
係
も
な

い
見
知
ら
ぬ
世
界
に
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
見
知
ら

ぬ
世
界
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
、
内
か
ら
外
に
向
け
て
、
現
前
し
て
い
る
も

の
の
境
界
を
越
え
て
、
我
々
の
自
己
意
識
の
歴
史
的
深
み
を
包
み
込
む
大

き
な
地
平
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
は
、
歴
史
意
識
が

自
分
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
包
み
込
む
、
た
だ
ひ
と
つ
の

地
平
が
あ
る
だ
け
な
の
だ(

17)
。」こ
う
し
た「
た
だ
ひ
と
つ
の
地
平
」は
、

ま
さ
に
、
我
々
一
人
一
人
と
外
部
の
一
人
一
人
の
他
者
と
を
つ
な
ぐ
地
平

で
あ
る
。 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
絶
対
的
で
超
越
的
な
他
者
と
し
て
の
他
人
に

関
心
を
も
つ
こ
と
は
、
宗
教
や
神
に
対
す
る
否
定
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
彼
の
崇
敬
す
る
「
成
年
者
の
宗
教
」
で
は
、
自
己
と
神
と
の
関
係

は
、
他
人
と
の
道
徳
的
な
関
連
の
中
で
発
生
す
る
。
他
者
が
引
き
起
こ
す

善
な
る
欲
望
や
、
他
者
が
引
き
起
こ
す
正
義
の
欲
求
は
、
歴
史
の
中
に
お

け
る
神
の
現
前
を
示
し
て
い
る(

18)

。神
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る

こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
関
係
を
通
し
て
の
み
示
さ
れ
る
の
で
あ
る(

19)
。

「
人
か
ら
離
れ
れ
ば
、
神
の
〈
知
識
〉
が
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
。」
他

人
と
の
出
会
い
の
中
で
自
己
の
道
徳
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
が
、
全
人
類
を

救
済
す
る
と
い
う
正
義
の
要
求
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
リ
セ
ッ
ト
が
、

神
が
企
て
実
施
す
る
救
済
の
た
め
の
有
効
な
道
筋
と
な
る
。
こ
れ
は
神
を

人
ま
で
下
ろ
し
て
く
る
こ
と
で
は
な
い
。「
他
者
は
神
の
受
肉
で
は
な
く
、

他
者
の
顔
が
神
の
顕
現
が
な
さ
れ
る
高
み
を
現
出
す
る
の
だ(

20)

。」 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
人
間
の
意
識
が
人
間
の
社
会
性
に
よ
ら
ず
に
直
接
神

か
ら
道
徳
的
な
命
令
を
獲
得
す
る
と
い
っ
た
考
え
を
、
ま
っ
た
く
認
め
な

か
っ
た
。
西
洋
の
歴
史
上
で
、
と
り
わ
け
二
十
世
紀
に
、
直
接
的
に
た
だ

神
か
ら
得
た
指
図
の
み
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
い
か
な
る
思
想
も
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
偶
像
崇
拝
と
し
て
退
け
た(

21)

。彼
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で

の
神
と
の
分
か
ち
合
い
は
不
可
能
だ
と
考
え
た
。
そ
う
し
た
考
え
は
「
神

性
に
対
す
る
否
定
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
人
と
の
出
会
い
や
倫
理
的

関
係
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
言
う
「
逆
説
的
倫
理
」
の
よ
う
な
神
の
思
想
に
も
反
駁
し
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
「
縛
ら
れ
た
イ
サ
ク
」（Aqedah

）
の
話
の
分
析
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
応
答
し
て
い
る
。「
自
分
を
人
間
の
倫
理
的
秩
序
に
連
れ
戻
す
声

を
聞
く
た
め
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
耳
を
貸
す
こ
と
こ
そ
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
ハ

イ
ラ
イ
ト
で
あ
る(

22) 

。」
人
が
正
当
な
道
徳
的
主
体
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ

ち
人
が
自
分
の
主
体
と
は
他
者
の
す
み
か
で
あ
り
、「
人
は
存
在
の
中
の

突
破
か
ら
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
神
は
歴
史

の
只
中
に
参
与
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
人
々
は
神
と

そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
神
と
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
に
思

考
し
、
そ
の
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
意
志
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
な
お
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
神
を
考
え
て
こ
そ
、
同
時
に

神
や
そ
の
歴
史
に
関
す
る
そ
の
他
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
概
念
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が

神
の
選
民
で
あ
る
と
い
っ
た
考
え
も
、
正
し
く
理
解
し
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う(

23)

。 
し
か
し
過
去
に
お
い
て
も
現
在
で
も
、
学
界
で
主
流
な
の
は
依
然
と
し
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て
ス
ピ
ノ
ザ
を
継
承
す
る
聖
書
に
対
す
る
歴
史
的
な
研
究
方
法
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
聖
書
の
作
者
が
出
来
事
や
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考

え
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
彼
ら
が
神
や
そ
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
想
像
し

て
い
た
の
か
を
解
釈
し
よ
う
と
し
、
こ
う
し
た
歴
史
的
、
内
在
的
観
点
か

ら
聖
書
を
読
解
し
た
最
も
早
い
哲
学
者
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
は
、

言
葉
や
文
が
一
度
過
去
に
記
録
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
を
解
釈
す
る
に
は
、

過
去
の
時
代
背
景
（
私
た
ち
現
在
の
も
の
で
は
な
い
）
に
頼
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
モ
ー
セ
の
法
は

特
殊
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
性

を
帯
び
、実
証
性
を
帯
び
た
法
で
、永
遠
性
を
も
っ
た
法
で
は
な
い
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
思
想
は
理
性

と
宗
教
の
二
元
対
立
の
上
に
と
ど
ま
り
、
西
洋
の
伝
統
思
想
の
陣
容
に
加

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
科
学
と
理
性
こ
そ
が

倫
理
な
の
だ
。
宗
教
と
神
学
は
、
彼
の
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
一
種
の

権
力
政
治
で
あ
り
、
功
利
性
と
真
な
ら
ざ
る
も
の
が
は
び
こ
っ
て
い
る
が
、

理
性
と
異
な
る
こ
う
し
た
も
の
は
隷
属
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ピ
ノ

ザ
の
『
神
学
政
治
論
』
は
、
宗
教
を
一
種
の
政
治
に
、
力
関
係
に
降
格
さ

せ
、
意
味
の
付
与
と
真
理
の
探
求
と
を
分
離
す
る
人
為
的
な
操
作
に
お
と

し
め
た
の
だ
。
一
方
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
う
し
た
二
分
法
の
対
立
を
拒
否

し
た
。
理
性
と
啓
示
だ
け
で
な
く
、
理
性
と
想
像
、
理
性
と
感
情
、
さ
ら

に
は
理
性
と
意
志
と
の
対
立
を
も
拒
ん
だ
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
タ
ル
ム
ー

ド
』
の
読
解
か
ら
小
さ
な
道
を
切
り
開
き
、
理
性
と
あ
ら
ゆ
る
ユ
ダ
ヤ
律

法
の
解
釈
と
の
間
に
、
ま
た
理
性
と
こ
う
し
た
解
釈
の
倫
理
的
な
高
み
と

の
間
に
、
両
者
の
融
和
を
見
て
取
ろ
う
と
し
た
の
だ(

24)

。 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
解
釈
の
基
本
的
な
次
元
と
し
て
あ

る
の
は
「
審
判
の
歴
史
」
で
あ
り
、
ボ
ヤ
ー
リ
ン
が
、「
今
こ
こ
の
要
求

や
願
望
と
い
う
視
点
で
他
者
の
実
践
を
審
判
し
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
、

彼
の
時
の
彼
方
の
他
人
を
超
え
て
自
分
で
具
体
的
な
審
判
を
下
さ
な
い

よ
う
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
類
似
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
こ

こ
二
十
年
流
行
し
て
い
る
ア
ス
マ
ン
の
「
記
憶
史
」（m

nem
ohistory

）
理

論
で
は
な
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る(

25)

。記
憶
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
う

し
た
歴
史
研
究
法
が
着
目
す
る
の
は
、
何
ら
か
の
記
憶
さ
れ
た
過
去
で
あ

り
、
解
釈
の
権
利
は
勝
利
者
に
帰
属
す
る
。
真
理
は
権
力
政
治
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
ア
ス
マ
ン
は
、
歴
史
実
証
主
義
の
よ
う
に
神
話
と
歴
史
を

区
別
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
ア
ス
マ
ン
は
言
う
。「
記
憶
史
は
伝
統

の
神
話
素
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
に
秘
め
ら
れ
た
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
。」

ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
過
去
は
蓄
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
常
に
加
工
さ
れ
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
媒
介
は
、
あ

る
所
与
の
現
在
に
生
き
る
あ
る
所
与
の
個
人
や
集
団
が
置
か
れ
た
意
味

の
枠
組
や
要
求
に
左
右
さ
れ
る(

26)

。」
こ
こ
で
言
う
「
意
味
の
枠
組
や
要

求
」
に
よ
っ
て
、
真
偽
正
誤
を
区
別
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
的
で
あ
れ
、
神
話
的
で
あ
れ
、
ま
た
記
憶
に
よ
る
も

の
で
あ
れ
、
自
己
の
意
識
と
無
関
係
で
、
ま
さ
し
く
「
彼
の
時
の
彼
方
の

他
人
を
超
え
て
自
分
で
具
体
的
な
審
判
を
下
」
す
こ
と
で
あ
り
、
対
話
や

交
流
を
、そ
し
て
倫
理
的
基
盤
を
欠
い
て
い
る
か
ら
だ
。こ
こ
か
ら
ま
た
、

ア
ス
マ
ン
が
な
ぜ
単
純
な
聖
書
批
判
を
拒
絶
す
る
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
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道
徳
基
準
を
拒
絶
す
る
か
も
説
明
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
洋
の

伝
統
哲
学
と
歴
史
観
念
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
か
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
化
さ
れ
た
思
想
が
現
実
的
な
意

味
を
も
つ
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
彼
は
一
貫
し
て
、
現
実
そ
れ
自
体
は
道

徳
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
解
釈
は
科
学
で
な
い
と
同
時
に
政
治
ゲ
ー
ム

で
も
な
い
と
考
え
、
真
の
事
物
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
道
徳
的
責
任
や
義

務
の
重
要
性
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
よ
う
に
務
め
て
い
た
の
だ
。 

 

三
、
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
思
想
家
の
歴
史
観
念
に 

対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
応
答 

  

ユ
ダ
ヤ
律
法
解
釈
に
お
け
る「
審
判
の
歴
史
」と
い
う
基
本
的
次
元
と
、

二
元
対
立
の
否
定
と
い
う
特
質
と
に
言
及
す
る
と
き
、
我
々
は
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
身
を
置
い
た
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
に
立
ち
返
る
必
要

が
あ
る
。
近
代
性
の
挑
戦
に
対
応
す
る
際
、
ユ
ダ
ヤ
文
明
は
抵
抗
な
く
、

政
治
経
済
と
科
学
の
近
代
化
を
完
成
す
る
と
同
時
に
、
伝
統
的
宗
教
や
信

仰
が
試
練
を
経
な
が
ら
も
創
造
力
と
活
力
を
保
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
自
体
が
開
放
的
で
多
く
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
気
質

を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る(

27)

。
こ
う
し
た
気
質
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
が

読
者
に
対
し
て
解
釈
の
伝
統
を
開
い
て
い
る
こ
と
に
よ
く
表
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
伝
統
は
二
十
世
紀
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
代
に
あ
っ
て
、
彼
が
ユ

ダ
ヤ
人
な
ら
び
に
全
人
類
の
歴
史
を
理
解
す
る
道
筋
と
も
な
っ
た
。
こ
の

点
で
彼
は
、
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
で
あ
る
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク

と
も
か
な
り
の
親
近
性
を
有
し
て
い
る(

28)

。 

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
個
人
の
真
理
と
な
り
う
る
真
理
を
探
究
し

証
明
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
神
学
と
自
分
の
生
と
を
結
合
さ
せ
、
神
学
的

な
生
命
体
験
を
し
た
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
律
法
を
学
ぶ
活
動
に
お
い
て
も
、
同

じ
よ
う
な
生
命
体
験
を
し
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、
歴
史
に
大
文
字
の
絶
対

的
な
（the Absolute

）
ヘ
ー
ゲ
ル
的
野
心
を
探
し
求
め
る
こ
と
に
強
く
反

対
し
た
。
一
九
一
〇
年
に
親
戚
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
彼
は
こ
う
書
い

て
い
る
。「
我
々
は
歴
史
の
中
に
神
を
感
じ
取
る
こ
と
を
拒
絶
す
る······

我
々
は
神
を
歴
史
全
体
に
感
じ
取
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
道
徳
的

行
為
の
中
に
感
じ
取
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
神
が
歴
史
全
体
に
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
な
ぜ
な
お
神
を
必
要
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。」
ロ
ー
ゼ
ン
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
れ
ば
、
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
歴
史
に
お
い
て
神
を
解

釈
す
る
観
点
に
立
つ
な
ら
、
我
々
が
な
し
う
る
の
は
歴
史
の
終
結
を
待
つ

こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
道
徳
の
面
で
自
分
を
変
え
て
い
く
必
要
は
な
い
。

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
思
想
に
お
い
て
は
、
倫
理
道
徳
も
決
定
的
な
働

き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
歴
史
批
判
の
立
場
か
ら
聖
書
を
研
究
す
る

西
洋
の
伝
統
に
も
反
対
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
、
聖
書
は
神
に
つ
い

て
我
々
に
向
け
て
語
る
こ
と
は
で
き
ず
、
我
々
の
生
を
変
え
る
真
の
力
を

失
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
言
葉
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
純
粋
な

経
典
で
あ
れ
ば
、
神
も
人
間
も
互
い
に
相
手
を
失
っ
て
し
ま
う
。
す
べ
て

が
沈
黙
し
て
し
ま
う
の
だ
。
歴
史
は
我
々
に
神
に
関
す
る
こ
と
を
何
も
教

え
な
く
な
る
し
、
預
言
者
は
こ
れ
か
ら
生
じ
る
出
来
事
に
つ
い
て
い
か
な
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る
神
聖
な
意
味
も
解
読
で
き
な
く
な
り
、
我
々
が
自
然
に
神
を
感
じ
た
り

目
の
当
た
り
に
し
た
り
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う(

29)

。
実
際
、
聖
書
に
お

い
て
神
と
個
人
は
出
会
っ
て
対
話
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
出
会
い
は
個
人
が
道
徳
的
主
体
に
な
る
時
に
生
じ
る
。
一
人
の
人
間
が

聖
書
の
言
葉
に
彼
自
身
の
声
を
与
え
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
に
生
き
生
き
と
し
た
仕
方
で
そ
れ
ら
の
言
葉
を
聞
き
、
意
味
と

味
わ
い
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ(

30)

。こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
る
時
、

人
は
心
の
深
い
と
こ
ろ
で
影
響
さ
れ
、「
時
間
の
限
界
の
中
で
永
遠
を
経

験
す
る(

31)

。」
聖
書
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
人
は
、
自
分
が
命
を
失
お
う

と
す
る
と
き
自
分
を
救
う
。
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
、
自
分
に
命
を
与
え
て

い
る
も
の
を
捨
て
去
っ
た
時
に
、
命
が
突
然
失
わ
れ
て
し
ま
う
（
エ
ゼ
キ

エ
ル18:25-8

）。
今
日
の
人
々
は
と
り
わ
け
聖
書
に
耳
を
傾
け
、
聖
書
を

迎
え
入
れ
、
そ
れ
が
自
身
の
生
を
導
い
て
く
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

ユ
ダ
ヤ
の
律
法
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
こ
う
説

い
て
い
る
。「
ユ
ダ
ヤ
教
を
指
導
す
る
者
の
任
務
は
、
公
的
に
敬
わ
れ
て

い
る
慣
例
と
個
体
と
の
間
に
感
情
的
な
紐
帯
を
新
た
に
打
ち
立
て
る
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
人
々
が
か
つ
て
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
な
の
だ

(

32) 

。」
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
『
救
済
の
星
』
に
お
い
て
記
し
て
い
る

よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
族
は
ト
ー
ラ
ー
と
礼
拝
の
生
活
に
し
っ
か
り
と
つ

な
が
る
こ
と
で
、
歴
史
に
よ
っ
て
離
散
を
強
い
ら
れ
ず
に
す
む
。
ト
ー
ラ

ー
の
言
葉
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
民
族
が

そ
れ
を
学
び
語
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
民
族
に
よ
っ
て
身
体
の
み

な
ら
ず
精
神
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
新
し
く
来
る
者
に
力
と
希

望
を
与
え
る(

33)

。
実
際
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
の
解

釈
行
為
を
、
個
人
の
礼
拝
、
感
情
、
歴
史
、
そ
れ
に
救
済
の
希
望
と
密
接

に
結
び
つ
け
て
い
る
。 

ユ
ダ
ヤ
の
律
法
の
解
釈
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
宗
教
概
念
に
お
い
て
も
同

様
に
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ユ
ダ
ヤ
の
精
神
は
徹
頭

徹
尾
解
釈
的
な
も
の
だ
か
ら
だ
。
ま
ず
、
宗
教
的
真
理
、
す
な
わ
ち
人
と

超
越
の
位
格
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
真
理
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
る
真
理
で
あ
る
。
次
に
、「
タ
ル
ム
ー
ド
」
が
な
け
れ
ば
所
謂
「
ユ

ダ
ヤ
」の
聖
書
は
な
い
。ト
ー
ラ
ー
と
不
可
分
と
さ
れ
る
ラ
ビ
の
解
釈
は
、

理
解
と
道
徳
を
結
合
さ
せ
る
智
慧
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
最
新
の
科
学

の
名
の
も
と
に
聖
書
の
中
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
や
そ
の
啓
示
を
永
遠

に
葬
り
去
る
た
め
に
、
解
釈
を
啓
示
に
対
す
る
悪
意
あ
る
操
作
や
歪
曲
と

見
な
し
た
。
一
方
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
解
釈
こ
そ
が
啓
示
に
対
す
る
啓
示
で

あ
り
、
解
釈
と
啓
示
は
不
可
分
で
あ
る
と
考
え
た
。
預
言
者
の
伝
え
る
言

葉
は
、
啓
示
に
対
す
る
啓
示
で
あ
り
、
つ
ま
り
解
釈
は
開
放
的
で
、
永
遠

に
終
わ
り
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る(

34)

。 

 

「
私
は
誰
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
ィ
ク
の
『
救

済
の
星
』
は
、
人
々
が
神
と
問
答
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
そ
の
観
点
を
発
展
さ
せ
、
聖
書
に
対
し
て
独
特
の
応
答
を
行
っ
た
。

『
全
体
と
無
限
』
で
も
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
声
」
と
「
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
問
答
や
解
釈
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、「
ユ
ダ
ヤ
人
文
主
義
」
あ
る
い
は
「
聖
書
人
文
主
義
」
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と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て(

35)

、解
釈
は
人
間
の
た
め
の
も
の
な
の
で

あ
っ
た
。
解
釈
と
し
て
の
智
慧
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
真
の
人
間
の
言
葉

で
あ
り
、
人
間
自
身
の
状
況
に
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
り
、
規
定
的
な
啓

示
や
道
徳
的
要
求
、義
務
や
責
任
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る(

36)

。

解
釈
の
根
本
は
、
人
に
向
か
い
合
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
超
越
者
に

対
す
る
敬
服
で
あ
り
、
こ
の
敬
服
に
よ
っ
て
解
釈
は
、
こ
う
し
た
根
本
を

欠
い
た
聖
書
批
判
の
よ
う
に
浮
薄
に
流
れ
ず
に
す
む
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
考
え
も
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
ィ
ク
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
の
表
面
的
な
聖
書
読
解
を

拒
絶
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
自
由
主
義
神
学
に
よ
る
幼
稚
な
聖
書
批
判

を
も
非
難
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
解
釈
は
聖
書
の
物
語
が
神
の

神
話
に
陥
る
こ
と
も
人
の
神
話
に
陥
る
こ
と
も
拒
む
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
前
者
は
超
越
性
に
の
み
、
後
者
は
人
文
性
に
の
み
目
を
向
け

る
も
の
で
、い
ず
れ
も
深
い
意
味
を
有
す
る
過
去
を
脅
か
し
て
し
ま
う(

37)

。 

ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
、
聖
書
に
記
さ
れ
た
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
の

記
憶
や
そ
の
中
の
出
来
事
に
対
す
る
意
味
の
伝
承
は
、
宗
教
儀
式
の
中
で

も
培
わ
れ
た
。
そ
し
て
解
釈
は
こ
の
両
者
を
新
た
に
こ
れ
ら
の
出
来
事
の

編
成
に
取
り
入
れ
、
伝
統
の
指
導
と
圧
力
の
も
と
で
具
体
的
な
歴
史
の
委

託
が
成
立
し
た
。
内
在
的
な
も
の
と
外
在
的
な
も
の
と
が
交
錯
し
、
テ
キ

ス
ト
、
読
者
、
歴
史
、
超
越
の
四
者
の
弁
証
法
的
な
相
互
運
動
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
。
成
文
法
あ
る
い
は
口
伝
の
律
法
の
学
び
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に

お
い
て
は
そ
れ
自
体
祈
祷
等
の
宗
教
儀
式
の
行
為
に
類
似
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
儀
式
に
お
い
て
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
神
を
経

験
し
、
公
開
の
場
面
で
他
人
か
ら
察
知
さ
れ
る
こ
と
な
く
神
を
内
化
す
る

経
験
を
す
る
。
聖
書
批
判
と
は
異
な
り
、
律
法
の
学
び
は
、
た
と
え
ど
ん

な
に
難
解
で
事
実
と
し
て
あ
り
え
な
い
よ
う
な
経
文
で
あ
っ
て
も
、
読
者

に
自
己
変
革
や
格
上
げ
や
励
ま
し
を
経
験
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
び

の
目
的
は
、
決
し
て
学
習
し
た
思
想
を
単
純
に
別
の
実
践
に
移
す
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
。学
び
そ
れ
自
体
が
あ
る
種
の
実
践
な
の
で
あ
る
。「
タ

ル
ム
ー
ド
」
は
海
に
喩
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
の
び
の
び
と
泳
い
だ
り

も
が
き
苦
し
ん
だ
り
す
る
学
び
手
に
と
っ
て
、「
タ
ル
ム
ー
ド
」
を
学
ぶ

こ
と
は
、
そ
の
海
に
徹
底
的
に
精
神
と
知
性
を
浸
す
こ
と
で
あ
る(

38)

。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「〈
学
び
〉
は
ま
さ
に
神
と
の
協

同
、
連
帯
、
連
合
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
神
の
意
志
は
ま

だ
具
現
化
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、ト
ー
ラ
ー
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る(

39)

。」

し
た
が
っ
て
、
解
釈
は
「
証
し
立
て
」
な
の
で
あ
り
、
解
釈
者
の
存
在
を

証
し
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、
こ
の
証
し
立
て
は
、
基
本
的
に

は
あ
る
種
の
倫
理
的
な
証
し
立
て
で
あ
る(

40)

。 

解
釈
に
は
き
わ
め
て
根
深
い
規
定
的
次
元
が
あ
り
、
歴
史
や
人
為
的
に

形
成
さ
れ
た
倫
理
の
伝
統
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は

必
然
的
に
存
在
と
選
別
に
関
連
し
て
い
る
。
歴
史
を
貫
く
伝
統
読
解
を
通

し
て
こ
そ
主
観
が
発
現
し
う
る
の
で
あ
り
、
直
接
本
文
か
ら
啓
示
を
受
け

た
と
い
う
口
実
で
聖
書
注
釈
の
伝
統
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
、
誰

に
も
許
さ
れ
て
い
な
い(

41)

。
伝
統
は
、
過
去
が
現
在
を
更
新
し
、
新
し
い

未
来
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
漸
進
的
な
歴
史
の
弁
証
法
に
対
し
て
、

あ
る
種
の
取
り
締
ま
り
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
解
釈
は
、
テ
キ
ス
ト
と
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読
者
、
そ
し
て
そ
れ
以
前
の
悠
久
の
解
釈
の
歴
史
を
呼
び
覚
ま
し
、
三
者

を
結
び
つ
け
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
ィ
ク
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
た
。「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
読
む
こ
と
は
、
こ
の
言
語
の
遺
産
を
ま
る
ご
と

受
け
取
る
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る(

42)

。」
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
中

の
あ
ら
ゆ
る
語
彙
が
互
い
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
も
呼
応

し
合
っ
て
い
る
の
だ
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
人
は
そ
の
歴
史
に
属
す
る
の
と

同
じ
仕
方
で
そ
の
書
物
に
属
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る(

43)

。 

 

解
釈
と
い
う
行
為
は
、
あ
る
特
殊
な
時
間
構
造
に
依
存
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
作
り
出
し
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
起
源
よ
り
も
更
に
過
去

の
過
去
、
つ
ま
り
「
追
憶
し
よ
う
の
な
い
」
も
の
、
も
う
一
つ
は
予
測
よ

り
も
更
に
未
来
の
未
来
、
つ
ま
り
「
救
世
主
の
時
代
性
を
帯
び
た
も
の
」

で
、
そ
れ
に
よ
り
「
歴
史
の
中
で
歴
史
の
超
出
」
を
実
現
し
て
い
る
。
あ

る
博
学
の
正
統
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
聖
書
を
読
む
と
き
、
彼
は
無
数
の
聖
書
解

釈
の
悠
久
の
歴
史
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
透
か
し
て
見
て
い
る
と
同
時
に
、

ま
る
で
初
め
て
聖
書
を
読
む
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
太
陽
の
下
に
新
し
い

も
の
は
な
い
」の
意
味
は
、す
べ
て
新
し
い
物
事
は
何
か
の
更
新
で
あ
り
、

す
べ
て
の
更
新
は
新
た
な
始
ま
り
で
あ
り
、
同
時
に
新
た
な
過
去
に
な
る

こ
と
、
あ
る
い
は
過
去
の
新
し
い
道
の
り
と
な
る
こ
と
で
あ
る(

44)

。
解
釈

は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
更
新
な
の
だ
。
解
釈
を
通
し
て
、
不
断
に
突
破

と
更
新
を
続
け
る
人
類
の
伝
承
の
全
体
に
対
し
、
智
慧
は
内
在
す
る
と
と

も
に
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
、「
こ
れ
こ

そ
科
学
と
歴
史
に
対
し
て
叡
智
が
永
遠
に
先
行
す
る
理
由
で
あ
る(

45)

。」 

同
時
に
、
解
釈
の
時
間
構
造
は
ま
さ
に
倫
理
の
〈
今
〉
性
、
す
な
わ
ち

一
方
と
も
う
一
方
、「
私
」
と
「
汝
」
が
出
会
う
〈
今
〉
性
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
、
解
釈
が
ま
る
で
初
め
て
聖
書
を
読
む
か
の
よ
う
な
行
為
で
あ

る
理
由
で
あ
る
。
不
断
に
関
わ
っ
て
く
る
他
者
の
他
者
性
に
含
ま
れ
る
倫

理
的
要
求
が
、
予
期
で
き
な
い
未
来
、
自
分
の
企
図
よ
り
も
更
に
未
来
の

未
来
を
切
り
開
く
よ
う
に
、
解
釈
の
時
間
構
造
は
、
自
ら
の
帰
納
と
演
繹

よ
り
も
深
く
自
己
に
潜
入
す
る—

自
己
が
ど
れ
だ
け
受
動
的
で
あ
っ

て
も
、
自
己
と
責
任
の
関
係
は
そ
の
分
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
る
。
還
元
で

き
な
い
他
者
の
他
者
性
が
共
通
性
に
引
き
ず
り
下
ろ
さ
れ
る
と
き
、
暴
力

は
不
可
避
と
な
る
。
言
葉
は
ま
さ
に
他
者
と
の
出
会
い
と
平
和
を
媒
体
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
平
和
は
普
遍
的
な
共
通
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
他
者
に
対
す
る
倫
理
的
応
答
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
テ

キ
ス
ト
は
一
人
の
「
汝
」
に
な
り
う
る(

46)

。 

 

以
上
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
化
さ
れ
た
歴
史
に
つ
い
て
論
じ
、
解
釈
の

人
文
学
的
特
徴
、超
越
に
対
す
る
敬
服
、儀
式
的
属
性
、規
定
性
の
次
元
、

時
間
構
造
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
存
在
論
に
お
け

る
聖
書
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
書
物
は
我
々
人

間
の
ひ
と
つ
の
存
在
様
態
で
あ
る
」
と
考
え
た(

47)

。
こ
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ

民
族
と
聖
書
と
が
同
じ
構
造
を
も
つ
関
係
に
あ
る
の
は
、「
聖
書
に
よ
っ

て
照
ら
さ
れ
た
他
人
の
顔
の
表
出
」
を
通
し
て
聖
書
が
意
味
を
生
み
出
す

一
方
、
読
者
の
側
で
は
聖
書
の
意
味
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
を
き
わ
め
て

多
く
呼
び
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
聖
書
に
お
け
る
言
葉
は
、
必
ず
一
人
の

人
間
が
別
の
人
間
に
向
か
っ
て
生
き
生
き
と
語
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
聖
書
の
一
行
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
は
、
必
ず
他
の
人
と
と
も
に
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語
っ
て
い
る
と
き
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
聖
書
を
文
献
だ
と
誤
解

す
る
人
が
い
た
な
ら
、そ
の
人
は
生
き
た
言
語
、あ
る
い
は「
語
る
こ
と
」

を
忘
れ
、主
題
化
さ
れ
た
言
語
、あ
る
い
は「
語
ら
れ
た
こ
と
」（the Said

）

で
満
足
し
て
い
る
の
だ(

48)

。聖
書
の
存
在
論
上
の
特
徴
を
見
失
っ
て
い
る

た
め
に
、今
日
の
我
々
の
注
意
力
で
は
、ま
す
ま
す「〈
こ
と
ば
＝
道
〉（the 

W
ord

）
の
神
聖
な
響
き
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
を
言

語
学
的
な
組
織
に
還
元
し
、
あ
る
種
の
科
学
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
し
ま

っ
て
い
る(

49)

。」 

 

ユ
ダ
ヤ
の
律
法
解
釈
と
い
う
哲
学
的
方
法
は
、
た
だ
通
常
そ
な
わ
っ
て

い
る
具
体
的
な
視
覚
と
沈
黙
の
特
権—
本
質
に
関
わ
る
特
権—

だ

け
を
声
の
現
象
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
声
、
あ
る
い
は
他
者
の
顔

と
し
て
の
声
の
も
つ
主
な
意
味
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
静
止
し
た
名

詞
で
は
な
く
、
時
間
的
な
ま
た
が
り
を
も
つ
動
詞
で
あ
り
、
応
答
を
ま
つ

私
の
召
還
で
あ
り
、「
語
る
こ
と
」
で
あ
る
。
声
を
聴
く
こ
と
は
、
時
間

が
我
々
の
言
語
に
介
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
我
々
が
語
ら
れ
た
現
下
の

内
容
で
満
足
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
。
声
は
ま
だ
こ
こ
に
な
い
事
物
の
現

前
で
あ
り
、
私
が
自
分
の
一
部
と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

物
の
現
前
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
他
者
に
す
べ
て
の
「
栄
光
」
を
与

え
る
。「
栄
光
」
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
の
意
味
に
よ
れ
ば
、
私
が
自
分
に

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
重
さ
で
あ
り
、
私
に
呼
び
か
け
な

が
ら
姿
を
み
せ
な
い
超
越
性
の
重
さ
で
あ
る(

50)

。 

 

聖
書
の
存
在
論
の
特
徴
で
あ
る
超
越
性
と
永
遠
性
は
、
同
じ
構
造
を
も

つ
人
々
に
望
み
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
、
確
実
で
、
実
証
的
で
、
他
人
に

伝
達
可
能
な
知
識
に
は
基
づ
か
な
い
究
極
の
希
望
で
あ
り
、
人
知
を
超
え

た
も
の
で
あ
り
、
人
が
自
分
の
限
界
を
超
え
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
聖
書
で
は
、
こ
う
し
た
希
望
は
、
ま
ず
は
神
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に

与
え
た
約
束
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
地
上

の
す
べ
て
の
民
族
が
よ
り
よ
い
未
来
を
も
ち
う
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
未
来

は
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
し
て
も
描
か
れ
る
。
こ
の
約
束
に
基
づ
い
て
、
預
言

者
た
ち
は
、
人
間
の
歴
史
は
定
ま
っ
た
運
命
で
は
な
く
、
我
々
の
神
の
約

束
に
対
す
る
同
意
に
基
づ
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る(

51)

。し
か
し
な
が
ら

我
々
は
、
我
々
自
身
を
変
え
る
こ
と
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

し
そ
う
し
な
け
れ
ば
こ
の
麗
し
い
未
来
は
永
遠
に
訪
れ
な
い
だ
ろ
う (

52)

。

言
い
換
え
れ
ば
、
神
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
カ
ナ
ン
の
地
で
暮
ら
し
た
い
と

思
う
な
ら
、
民
数
記
の
第
二
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
よ
う
に
、
人
は
ま

ず
こ
の
楽
園
に
入
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
希
望

は
幸
運
を
期
待
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
約
束
も
ま
た
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ

ル
の
言
う
よ
う
な
、
歴
史
の
中
で
必
ず
成
就
す
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い(

53)

。
も
し
約
束
が
必
ず
成
就
す
る
な
ら
、
修
復
で
き
な
い

過
去
は
最
後
に
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
希
望
の
真
の
目
標
は

救
世
主
で
あ
り
、
救
済
で
あ
る
」、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
救
世
主
に
つ
い
て
こ

う
語
る
と
き
、
彼
は
そ
れ
を
「
慰
め
る
者
の
愛
撫
」
と
結
び
つ
け
て
い
る

(

54)

。『
タ
ル
ム
ー
ド
』
に
お
い
て
、「
慰
め
る
者
」
は
確
か
に
救
世
主
の
名

前
の
一
つ
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
を
人
間
の
主
体
的
な
使
命
だ
と

み
な
し
て
い
る
。 

ユ
ダ
ヤ
の
ラ
ビ
で
あ
る
ナ
フ
マ
ン
（N

achm
an

）
は
『
タ
ル
ム
ー
ド
』
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（Sanhedrin 98b-99a

）
に
お
い
て
、
さ
ら
に
救
世
主
と
「
私
」
を
同
一

視
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
同
様
に
、
救
世
主
は
次
の
よ
う
な
義
人
だ
と
言

う
。
他
人
の
苦
し
み
を
聞
け
ば
苦
し
い
と
思
う
人
、
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ

る
人
が
救
世
主
で
あ
る
。」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
は
内
在
的
な
出
来
事
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
私
が
歴
史
の
中
で
行
う
行
動
と
も
関
連
し
て
い
る
。

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
、「
歴
史
を
停
止
す
る
人
間
の
到
来
を
確
信
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
引
き
受
け
る
私
の
力
の
こ
と
で
あ
り
、

私
が
こ
の
力
と
私
の
普
遍
的
責
任
を
自
覚
す
る
瞬
間
の
こ
と
で
あ
る(

55)

。」

こ
こ
に
お
い
て
、
救
世
主
に
よ
る
歴
史
の
打
ち
切
り
は
、
私
の
世
界
の
暴

力
の
中
に
到
来
す
る
。
こ
れ
が
私
の
探
し
求
め
る
べ
き
唯
一
の
力
で
あ
り
、

矛
盾
を
帯
び
た
力
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
救
世
主
は
自
身
の
欲
望
を
保
持

す
る
こ
と
に
し
か
関
心
を
も
た
な
い
自
分
を
疑
う
よ
う
求
め
る
か
ら
だ
。

し
か
も
そ
れ
は
、
自
由
な
主
観
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

他
者
に
由
来
す
る
。
他
者
が
私
の
中
で
救
世
主
の
使
命
を
呼
び
覚
ま
し
、

選
び
を
呼
び
覚
ま
す
の
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
の
鋭
敏
さ
と
歴
史
の
中
に

生
ま
れ
た
と
い
う
事
情
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
で
「
歴
史
的
に
作
ら
れ

た
過
ち
」
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
過
ち
に
屈
服
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
れ
は
招
請
で
あ
り
、
今
こ
の
瞬
間
を
思
考
し
、
今
こ
の
瞬
間
に

お
け
る
救
済
の
可
能
性
を
思
考
す
る
よ
う
招
く
こ
と
で
あ
る
。
ト
ー
ラ
ー

の
光
に
導
か
れ
て
、
ど
の
人
も
み
な
世
界
の
救
済
者
と
な
る
可
能
性
と
義

務
を
有
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
彼
に
委
託
さ
れ
た
部
分
の
救
済
者
に
、

彼
個
人
が
救
い
う
る
部
分
の
救
済
者
に
な
る
可
能
性
と
義
務
を
有
し
て

い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
最
も
待
ち
望
ま
れ
る
救
世
主
は
、
民
族
の
救

済
者
と
い
う
役
を
演
じ
た
こ
と
は
な
く
、
よ
り
切
迫
し
た
仕
方
で
個
体
の

霊
魂
を
救
済
す
る
役
割
を
う
べ
な
う
人
物
、
人
を
自
分
の
内
外
に
注
ぐ
無

限
の
光
に
向
か
わ
せ
る
人
物
で
あ
る(

56) 

。 
 

四
、
結
語 

  

歴
史
の
倫
理
化
を
理
解
す
る
中
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か

ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
西
洋
哲
学
に
お
け
る
理
性
主
義
の
覇
権
の
も
と
で

培
わ
れ
た
歴
史
観
を
拒
否
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
フ
ッ
サ

ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
の
思
想
の
成
果
を
吸
収
し
た
だ
け
で
な
く
、
ロ
ー

ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
い
っ
た
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
の
思

想
資
源
の
哲
学
的
断
絶
を
も
引
き
継
い
だ
。
ユ
ダ
ヤ
の
思
想
資
源
と
は
、

ト
ー
ラ
ー
お
よ
び
そ
の
解
釈
行
為
を
指
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ロ

ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、歴
史
と
宗
教
は「
哲
学
」

の
方
式
に
、
す
な
わ
ち
解
釈
に
相
当
す
る
。
ト
ー
ラ
ー
と
そ
の
注
釈
に
よ

る
宗
教
テ
キ
ス
ト
は
、
多
元
的
な
解
釈
が
簡
単
な
相
対
主
義
と
な
る
こ
と

を
防
止
す
る
規
範
的
な
歴
史
を
証
し
立
て
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
生
命
の

経
験
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
存
在
に
関
わ
っ
て
き
た
と
み
な
さ
れ
る
伝
統
と

を
証
し
立
て
て
き
た
。
こ
の
伝
統
に
お
い
て
、
自
己
が
他
者
の
顔
に
対
し

て
個
人
的
に
応
答
し
責
任
を
取
る
こ
と
と
し
て
の
道
徳
と
倫
理
は
、
神
の

公
現
、
あ
る
い
は
神
の
普
遍
的
な
顕
現
の
代
表
例
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
言
う
「
聖
な
る
歴
史
」
で
あ
る
。
解
釈
と
し
て
の
倫
理
、
あ
る
い
は
倫

理
と
し
て
の
解
釈
は
一
つ
の
架
け
橋
で
あ
り
、
私
人
と
公
衆
、
神
聖
と
現
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実
、
存
在
と
超
越
と
を
つ
な
い
で
き
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ

ヤ
律
法
の
解
釈
行
為
に
よ
っ
て
証
し
立
て
ら
れ
た
倫
理
化
さ
れ
た
歴
史

と
い
う
考
え
は
、
一
種
の
宗
教
的
人
文
主
義
で
あ
り
、
真
の
人
文
主
義
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
人
文
主
義
が
あ
れ
ば
、
人
間
性
の
公
開
性

と
私
人
の
次
元
が
同
時
に
尊
重
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

神
の
公
現
と
秘
め
ら
れ
た
顔
が
同
時
に
尊
重
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る 

(

57)

。『
詩
篇
』
に
は
ま
さ
に
、「
あ
な
た
た
ち
が
今
日
彼
の
語
る
こ
と
を
聴

く
こ
と
を
願
う
」（
詩

95:7
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言

う
倫
理
化
さ
れ
た
歴
史
意
識
に
よ
る
す
べ
て
の
要
求
が
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
聖
書
に
向
き
合
い
、
常
日
頃
一
人
で
耳
を
傾
け
る
準
備
を
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
を
呼
ぶ
声
を
い
つ
聴
け

る
か
は
永
遠
に
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
選
び

の
方
式
な
の
だ
が
、
声
の
呼
び
か
け
に
答
え
る
前
に
は
、
誰
も
選
ば
れ
る

こ
と
は
な
い
の
で
あ 

る(

58)

。 

（
志
野
好
伸
訳
） 

 

（
訳
者
附
記 

既
存
の
日
本
語
訳
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
参
照
し
つ
つ
、

原
文
の
中
国
語
に
従
っ
て
適
宜
変
更
し
た
。） 

 

注 
(

1) 

ラ
ビ
の
エ
ラ
ザ
ー
ル
（R

abbi Elazar

）
の
経
書
解
釈
に
よ
れ
ば
、
初
日

の
「
光
」
は
太
陽
か
ら
来
る
光
で
は
な
く
、
ト
ー
ラ
ー
か
ら
来
る
光
で

あ
り
、
肉
眼
で
は
見
え
な
い
光
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
そ
れ
に
よ
っ

て
、
世
界
の
あ
る
段
階
か
ら
別
の
段
階
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
宇
宙
の

最
も
深
い
神
秘
を
悟
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
洪

水
と
バ
ベ
ル
の
事
件
以
後
、
神
は
こ
の
光
を
堕
落
し
た
人
間
か
ら
秘
匿

し
て
し
ま
い
、
義
人
に
の
み
開
く
こ
と
に
し
た
（
イ
ザ
ヤ
書3:10

）
。

B. T
alm

ud, C
hagigah 12a. 

を
参
照
。
こ
の
光
は
ト
ー
ラ
ー
の
中
に
あ
る

が
、
そ
の
光
芒
は
そ
れ
を
研
究
し
た
人
に
し
か
見
え
な
い
。Avraham

 

Yaakov Finkel, T
he T

orah Revealed: T
alm

udic M
asters U

nveil the 

Secrets of the Bible, p. 5

を
参
照
。 

(

2) 

『
申
命
記
』
に
み
え
る
孤
児
と
よ
そ
者
へ
の
歓
待
を
参
照
。 

(

3) C
ohen, Ethics, Exegesis and Philosophy, pp. 14-5. 

コ
ー
エ
ン
は
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
こ
う
し
た
倫
理
的
形
而
上
学
は
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
時
性
や
個
体
性
に
対

す
る
関
心
か
ら
、
西
洋
思
想
に
方
向
転
換
を
始
め
る
こ
と
を
促
し
た
。

す
な
わ
ち
道
徳
が
科
学
と
、
人
間
性
が
哲
学
と
融
合
し
始
め
、
現
代
の

理
性
と
啓
示
と
が
真
に
融
合
す
る
潮
流
を
切
り
開
い
た
。C

ohen, pp. 

30-5

を
参
照
。 

(

4) 

後
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は「
隔
時
性
」を
、前
期
で
使
っ
て
い
た「
痕
跡
」

に
代
え
て
用
い
て
い
る
。 

(

5) Levinas, En découvrant l'existence avec H
usserl et H

eidegger, Paris: V
rin, 

1994, p. 42.

〔
佐
藤
真
理
人
他
訳
『
実
存
の
発
見
』
、
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
九
六
、p. 102.

〕 
(

6) Levinas, T
otality and Infinity, p. 52. 

ベ
ル
ク
ソ
ン
も
時
間
が
意
識
の
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産
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
意
識
の
自
由
を
体
現
し
、
絶
対
的
な
内
在
性
と

異
質
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
時
間
は
内

在
的
に
し
か
体
験
で
き
ず
、
そ
の
体
験
の
方
式
が
直
観
だ
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
王
恒
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
生
命
あ
る
い
は
体

験
と
し
て
の
時
間
や
意
識
は
も
と
も
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
伝
統
に
お

け
る
中
心
的
な
理
念
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
以
後
現
象
学

か
ら
出
発
し
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
思
想
家
の
原
点
で
あ
っ
た
。
」
王
恒
、

《
时
间
性
：
自
身
与
他—
从
胡
塞
尔
、海
德
格
尔
到
列
维
纳
斯
》（『
時

間
性
：
自
己
と
他
者—

フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
へ
』
）
、p. 163. 

自
己
触
発
と
し
て
の
時
間
観
念
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
早
期
思
想
に
も
現
れ
て
い
る
。
「
自
我
は
超
越
論
的
な
意
味
で
言
う

な
ら
時
間
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
純
粋
な
自
己
触
発
と
し
て
の
時
間
性
と

な
る
。
「
自
己
性
」
（
自
己
を
触
発
す
る
自
己
）
と
い
う
意
味
か
ら
す

れ
ば
「
有
限
な
そ
れ
自
体
」
で
あ
る
。
」
王
恒
、p. 83. 
タ
ル
ム
ー
ド

の
研
究
を
通
し
て
、「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
現
象
学
の
中
に
潜
ん
で
い
た
〈
他

者
〉
を
取
り
出
し
、
存
在
を
生
存
へ
と
呼
び
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
、〈
匿

名
の
存
在
〉
の
漆
黒
黒
た
る
夜
か
ら
抜
け
出
し
、
「
他
者
」
に
対
す
る

絶
対
的
な
責
任
を
背
負
っ
た
の
で
あ
る
。
」
胡
继
华
、
《
后
现
代
语
境

中
伦
理
文
化
转
向
：
论
列
维
纳
斯
、
德
里
达
和
南
希
》
（
『
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
に
お
け
る
倫
理
文
化
の
転
換
：
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
デ
リ
ダ
、
ナ
ン
シ

ー
』
）
、p. 39. 

(

7) “A R
eligion for Adults,” in Levinas, D

ifficult Freedom
, p. 23.

〔
合
田
正

人
・
三
浦
直
希
訳
、p. 32.

〕 

(

8) Levinas, T
otality and Infinity, p. 52.

〔
合
田
正
人
訳
、pp. 61-62.

〕 
(

9) C
ohen, pp. 114-5. 

フ
ッ
サ
ー
ル
が
求
め
る
時
間
意
識
の
根
源
、
す
な

わ
ち
「
原
印
象
」
（U

rim
pression

）
の
場
面
で
考
え
れ
ば
、
自
発
性
と

受
動
性
の
対
立
は
解
消
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の

洞
察
を
利
用
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
な
「
歴
史
性
」（historicity

）

の
概
念
に
反
対
し
た
。 

(

10) H
eidegger, W

hat is C
alled T

hinking?, p. 20.

〔
四
日
谷
敬
子
、
ハ
ル

ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
、p. 28.

〕 
(

11) “Is O
ntology Fundam

ental?” in Levinas, Entre N
ous, p. 2.

〔
合
田
正
人

訳
、p. 6.

〕 

(

12) C
ohen, p. 142. 

(

13) “W
hat’s M

an?”(1938), in Buber, Betw
een M

an and M
an, p. 168.〔『

人

間
と
は
何
か
』、
児
島
洋
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
一
、p. 108.

〕 
(

14) 

関
心
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
関
心

的
〔
観
照
的
〕
な
生
き
方
は
、
と
り
わ
け
思
索
と
い
う
最
も
純
粋
な
形

態
に
お
い
て
は
、
最
高
の
行
為
で
あ
る
。
」 H

eidegger, T
he Q

uestion 

C
oncerning T

echnology and O
ther Essays, p. 164.

〔
「
科
学
と
省
察
」
関

口
浩
訳
、p. 74.

〕 

(

15) C
ohen, pp. 176-7. 

(

16) C
ohen, p. 243. 

(
17) G

adam
er, T

ruth and M
ethod, p. 272.

〔
轡
田
収
・
巻
田
悦
郎
訳
、pp. 

476-477.

〕 

(

18) C
ohen, p. 324. 
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(
19) Levinas, D

ifficult Freedom
, p. 137.〔

合
田
正
人
・
三
浦
直
希
訳
、p. 185.

〕 
(

20) Levinas, T
otality and Infinity, p. 79.

〔
合
田
正
人
訳
、p. 104.

〕 
(

21) 
シ
ャ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
近
現
代
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
哲
学

者
も
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
特
殊
な
ユ
ダ
ヤ
教
に
固
執
す
る
の
は

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
普
遍
性
を
備
え
た
キ
リ
ス
ト
教

が
す
で
に
神
聖
な
も
の
と
人
と
の
間
に
完
全
な
和
解
を
実
現
し
た
か
ら

だ
、
と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
彼

個
人
の
歴
史
哲
学
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
伝
統

的
な
哲
学
は
寛
容
で
、
い
か
な
る
人
も
共
同
の
真
理
を
分
か
ち
合
う
よ

う
招
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
や
は
り
沈
黙
と
孤
独
の
哲
学
で

あ
る
。な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
立
場
で
は
、自
分
の
た
め
に
の
み
思
考
し
、

別
の
人
が
ほ
か
の
こ
と
を
教
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。
夏
利
尔
、《
现

代
性
与
犹
太
思
想
家
》（
『
現
代
性
と
ユ
ダ
ヤ
思
想
家
』
）
、pp. 32, 34, 

62. 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
伝
統
的
な
哲
学
が
等
し
く
神
の
先
行
性
の
立
場
を

と
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
に
さ
か
の
ぼ
る
。
「
も
と
も
と
私
の

中
に
あ
る
も
の
の
以
外
は
、
他
人
か
ら
何
も
受
け
取
ら
な
い
、
私
は
外

か
ら
到
来
す
る
も
の
さ
え
も
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
す
べ
て
を
所

有
し
て
い
た
の
だ
。私
は
、何
も
受
け
取
ら
ず
に
自
由
で
あ
る
。」Levinas, 

T
otality and Infinity, p. 43.

〔
合
田
正
人
訳
、p. 47.

〕 

(

22) Levinas, “K
ierkegaard: Existence and Ethics,” in Levinas, Proper 

N
am

es, p. 74.

〔
合
田
正
人
訳
、p. 115.

〕 

「
縛
ら
れ
た
イ
サ
ク
」
の
物

語
に
つ
い
て
は
、
創
世
記
二
十
二
章
を
参
照
。 

(

23) Levinas, Ethics and Infinity, pp. 116-7.

〔
西
山
雄
二
訳
、pp. 148-151.

〕 
他
にC
ohen, note 8, p. 268

を
参
照
。 

(

24) C
ohen, pp. 234-7. 

(

25) C
ohen, note 75, p. 255. 

ボ
ヤ
ー
リ
ン
の
言
葉
は
以
下
に
見
え
る
。

Boyarin, C
arnal Israel, p. 21. 

ア
ス
マ
ン
の
記
憶
理
論
に
つ
い
て
は
、

Assm
ann, M

oses the Egyptian

を
参
照
。ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
ー（M

nem
osyne

）

は
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
記
憶
の
女
神
で
あ
る
。 

(

26) Assm
ann, pp. 10 and 14.

〔
安
川
晴
基
訳pp. 28, 35.

〕 
(

27) 

こ
の
特
徴
に
対
す
る
詳
細
な
研
究
と
し
て
、H

azony, T
he Philosophy of 

H
ebrew

 Scripture

を
参
照
。 

(

28) 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
か
ら
影
響
を
受
け
た
直
接
的

な
歴
史
的
証
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。 

(

29) 

一
九
四
八
年
の
講
義
「
発
話
と
沈
黙
」
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

自
分
は
沈
黙
を
支
持
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
非
人
間
性
を
擁
護
す

る
か
ら
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。 

(

30) 

夏
利
尔
、pp. 34-6. 

(

31) R
osenzw

eig, T
he Star of Redem

ption, Pt.III, Bk.1, pp. 323-7.

〔
村
岡
晋

一
他
訳
、pp. 505-512.

〕 

(

32) R
osenzw

eig, O
n Jew

ish Learning, p. 28. 

(

33) 

夏
利
尔
、p. 40. 

(

34) C
ohen, p. 258. 

(
35) 

「
聖
書
人
文
主
義
」に
つ
い
て
は
、Levinas, N

ew
 T

alm
udic Readings, p. 

117

を
参
照
。
『
聖
書
』
の
テ
キ
ス
ト
が
読
者
の
解
釈
を
呼
び
、
解
釈

を
通
し
て
読
者
は
人
間
の
生
き
生
き
と
し
た
倫
理-

宗
教
伝
統
に
加
わ
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り
、
道
徳
と
正
義
の
限
り
な
い
探
求
に
身
を
投
じ
る
。
こ
れ
は
、
聖
潔

化
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
聖
書
人
文
主

義
」
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
ー
バ
ー
も
ユ
ダ
ヤ
教
の
基
本
的
な
任
務
を
一

種
の
「
聖
潔
化
」
だ
と
理
解
し
て
い
た
。C

ohen, p. 263. 

ギ
ブ
ズ
に
よ

れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
任
務
を
「
倫
理
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
実

際
に
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
聖
潔
化
」
（sanctification

）
を
置
換
し
た
も

の
で
あ
る
。G

ibbs, C
orrelations in Rosenzw

eig and Levinas, p. 187. 

(

36) 

『
タ
ル
ム
ー
ド
』
に
も
「
ト
ー
ラ
ー
が
語
る
の
は
人
の
言
葉
で
あ
る
」

と
あ
る
。Iébam

oth 71a. 

(

37) “T
he Strings and the W

ood,” in Levinas, O
utside the Subject, p. 128.

〔
合
田
正
人
訳
、pp. 209-210.

〕 

(

38) C
ohen, p. 252-3. 

(

39) “Judaism
 and K

enosis,” in Levinas, In the T
im

e of the N
ations, p. 120.

〔
合
田
正
人
訳
、p. 200.

〕 

(

40) C
ohen, p. 342. 

(

41) “R
evelation in Jew

ish T
radition,” in Levinas, T

he Levinas Reader, p. 

196.

〔
『
聖
句
の
彼
方
』
、
合
田
正
人
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

九
六
、p.225

〕 

(

42) G
latzer, ed., Franz Rosenzw

eig, p. 267-8. 

(

43) “T
he Strings and the W

ood,” in Levinas, O
utside the Subject, p. 129.

〔
合
田
正
人
訳
、pp. 211.

〕 

(

44) C
ohen, p. 257-8. 

(

45) “Judaism
 and the Present,” in Levinas, T

he Levinas Reader, p. 257.
困
難
な
自
由

合
田
正
人
・
三
浦
直
希
訳
、p. 285.

 

(

46) C
ohen, p. 259. 

(

47) Levinas, Ethics and Infinity, pp. 21-2.

〔
西
山
雄
二
訳

pp. 15-18.

〕 
(

48) 

こ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
一
九
四
七
年
か
ら
『
全
体
性
と
無
限
』
（
一
九

六
一
年
）
の
出
版
の
時
期
ま
で
パ
リ
の
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
行
っ
た
講

義
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
夏
利
尔
、p. 53. 

(

49) “T
he Strings and the W

oods” in Levinas, O
utside the Subject, p. 126-8.

〔
合
田
正
人
訳pp. 207-210.

〕 
(

50) 

夏
利
尔
、pp. 62-4. 

(

51) 

夏
利
尔
、pp. 79-80. 

(

52) 

夏
利
尔
、p. 83. 

(

53) 

カ
ン
ト
は
、
神
や
自
然
の
「
計
画
」
が
、
戦
争
を
通
じ
た
歴
史
に
お
い

て
、平
和
を
実
現
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
。こ
う
し
た
哲
学
的
理
性
は
、

啓
蒙
運
動
の
時
代
と
そ
の
あ
と
の
革
命
運
動
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
。

あ
る
理
想
的
な
社
会
は
歴
史
上
の
残
酷
な
闘
争
を
通
し
て
浮
か
び
上
が

る
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
近
代
性
は
救
済
の
夢
の
世
俗
化
で
あ

る
。
啓
蒙
の
理
想
を
拒
ま
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
そ
の
独
特
の
救
済
へ
の

信
念
と
人
間
性
の
理
想
に
よ
っ
て
、
近
代
性
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
テ
ー

マ—

国
家
民
族
主
義
と
革
命—

の
究
極
の
合
理
性
に
対
し
て
疑
念

を
抱
い
た
。
改
革
派
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
典
で
あ
る
『
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
綱
領
』
（
一
八
六
九
年
）
の
第
一
条
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
救

世
主
が
イ
ス
ラ
エ
ル
を
救
う
目
的
は
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
子
孫
が
統
治
す
る

旧
ユ
ダ
ヤ
国
を
回
復
す
る
こ
と
で
な
い······

そ
の
目
的
は
神
の
唯
一
性
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を
承
認
し
神
の
す
べ
て
の
民
を
集
め
、
理
性
が
創
造
し
た
あ
ら
ゆ
る
物

の
統
一
を
実
現
す
る
こ
と
、
理
性
が
求
め
る
道
徳
的
な
浄
化
を
実
現
す

る
こ
と
で
あ
る
。
」
現
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
主
流
は
、
や
は
り
普
遍
的
救

済
を
ユ
ダ
ヤ
人
が
地
上
に
い
る
こ
と
の
使
命
だ
と
考
え
て
い
る
。
所
罗

门
、
《
犹
太
人
与
犹
太
教
》
、p. 132. 

(

54) Levinas, Existence and Existents, pp. 89-99.

〔
西
谷
修
訳p. 178.

〕 
(

55) Levinas, D
ifficult Freedom

, pp. 89-90.

〔
合
田
正
人
・
三
浦
直
希
訳
、pp. 

119-121.

〕 
(

56) 

夏
利
尔
、pp. 98-9. 

ユ
ダ
ヤ
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
ど
の
世
代
も
こ
の
世

界
で
幸
福
に
暮
ら
せ
る
の
は
、
彼
ら
が
正
義
に
か
な
い
、
善
行
を
秘
匿

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
倫
理
と
歴
史
と
世
界
の
救
済

と
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

(

57) C
ohen, p. 343-4. 

(

58) 

夏
利
尔
、p. 70. 
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