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近
代
日
本
研
究
第
二
十
九
巻

(

二
〇
一
二
年)

論
説

Ｒ
・
Ｗ
・
エ
マ
ソ
ン
の
神
論
と

中
村
敬
宇
、
内
村
鑑
三
、
北
村
透
谷
の
受
容
法

小

泉

仰

本
論
は
、
Ｒ
・
Ｗ
・
エ
マ
ソ
ンR
alph

W
aldo

Em
erson

(1803-1882)

の
神
論
が
日
本
の
文
学
者
、
特
に
中
村
敬
宇
、
内
村

鑑
三
、
北
村
透
谷
の
三
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
彼
ら
が
エ
マ
ソ
ン
を
何
処
ま
で
受
け
入
れ
、
受
け
入
れ
な

か
っ
た
か
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
最
初
に
エ
マ
ソ
ン
の
略
歴
と
神
論
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一

エ
マ
ソ
ン
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立

エ
マ
ソ
ン
は
、
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
三
位
一
体
論
を
否
定
し
て
、
唯
一
の
神
の
み
を
肯
定
し
、
イ
エ
ス
の
神
性
を
否
定

す
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
ボ
ス
ト
ン
第
一
教
会
牧
師
ウ
イ
リ
ア
ム
・
エ
マ
ソ
ン

(W
illiam

Em
erson)

を
父
と
し
て
一
八
〇
三

年
に
生
ま
れ
た
。
彼
は
、
一
八
二
六
年
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
神
学
部
を
卒
業
し
て
牧
師
資
格
を
与
え
ら
れ
、
次
い
で
一
八
二
七
年
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に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
神
学
部
大
学
院

(D
ivinity

H
all)

を
卒
業
し
て
神
学
修
士
を
与
え
ら
れ
た
。
卒
業
後
、
エ
マ
ソ
ン
は
、

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
系
の
ボ
ス
ト
ン
第
二
教
会B

oston
Second

C
hurch

の
牧
師
に
就
任
し
、
こ
の
教
会
に
四
年
間
務
め
た
。
し
か

し
一
八
三
一
年
に
至
り
、
彼
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
会
で
守
ら
れ
て
い
た
聖
餐
に
対
し
て
疑
義
を
抱
き
始
め
た
。

彼
の
聖
餐
否
定
論
の
主
張
は
、��

��
�
��	
�

������
(『

主
の
晩
餐

(

１)』)

の
中
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『

主
の
晩
餐』

は
、

エ
マ
ソ
ン
が
牧
会
を
し
て
い
た
ボ
ス
ト
ン
第
二
教
会
の
最
後
の
礼
拝
説
教
と
し
て
教
会
員
の
前
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
説
教
は
同
時

に
ボ
ス
ト
ン
第
二
教
会
に
対
し
て
の
牧
師
辞
任
の
表
明
で
も
あ
っ
た
。
ボ
ス
ト
ン
教
会
の
会
員
は
エ
マ
ソ
ン
の
主
張
に
賛
同
し
な

か
っ
た
の
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
こ
の
教
会
牧
師
を
辞
任
し
た
の
で
あ
る
。

エ
マ
ソ
ン
は
、
こ
の
説
教
の
中
で
、
一
九
世
紀
の
聖
書
学
に
基
づ
い
て
、
共
観
福
音
書
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
検
討
し
、
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。
マ
タ
イ
と
マ
ル
コ
は
イ
エ
ス
の
直
接
の
弟
子
と
し
て
イ
エ
ス
が
行
っ
た
最
後
の
晩
餐
に
参
加
し
た
。
し
か
し

マ
タ
イ
二
六
章
二
六
節
―
三
〇
節
は
、
こ
の
晩
餐
を
聖
餐
と
し
て
今
後
共
に
教
会
で
守
る
べ
き
式
典
だ
と
は
示
唆
し
て
い
な
い
と

言
う
。
さ
ら
に
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
も
、
マ
ル
コ
一
四
章
二
二
節
―
二
五
節
で
こ
の
晩
餐
を
後
代
の
人
び
と
も
記
念
と
し
て
守

る
べ
き
聖
典
礼
で
あ
る
と
い
う
仄
め
か
し
さ
え
行
っ
て
い
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
エ
マ
ソ
ン
は
一
九
世
紀
の
聖
書
学
の
伝
統
に
従
っ
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
著
者
ヨ
ハ
ネ
が
イ
エ
ス
の
最
愛
の
弟
子
ヨ
ハ

ネ
で
あ
る
と
断
定
し
て
、
イ
エ
ス
の
愛
弟
子
ヨ
ハ
ネ
が
こ
の
聖
餐
に
全
く
触
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
の
聖

書
学
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
記
者
が
イ
エ
ス
の
最
愛
の
弟
子
ヨ
ハ
ネ
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
な
い
と
み
な
さ
れ
て

お
り
、
エ
マ
ソ
ン
の
ヨ
ハ
ネ
に
関
す
る
断
定
は
否
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

(

２)

。

で
は
、
ル
カ
福
音
書
は
ど
う
か
。
エ
マ
ソ
ン
は
、
ル
カ
が
イ
エ
ス
の
直
接
の
弟
子
で
は
な
い
と
す
る
点
で
、
現
在
の
聖
書
学
の

見
解
と
同
じ
で
あ
る
。
ル
カ
は
現
代
の
聖
書
学
で
は
パ
ウ
ロ
の
伝
道
旅
行
に
付
き
添
っ
て
い
た
医
師
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
筆
者
に
は
疑
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
が

(

３)

、
ル
カ
は
使
徒
行
伝
の
執
筆
者
で
あ
る
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
ル
カ
福
音
書
は
、
二
二
章
一
四
節
以
下
で
、
初
め
て
キ
リ
ス
ト
が
裂
い
た
パ
ン
を
弟
子
た
ち
に
配
り
、｢

こ
れ
は
、
あ

な
た
が
た
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
。
私
の
記
念
と
し
て
こ
の
よ
う
に
行
い
な
さ
い
。｣

と
語
り
、
聖
餐
式

を
公
的
に
聖
典
礼
と
し
て
認
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
直
接
の
弟
子
で
あ
っ
た
マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ヨ
ハ
ネ
が
晩
餐
の
席
に
参
列
し

た
が
、
三
者
と
も
こ
の
聖
餐
を
聖
典
礼
に
す
る
よ
う
に
示
唆
し
て
い
な
い
と
断
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
直
接
の
弟
子

で
は
な
か
っ
た
ル
カ
が
、
こ
の
晩
餐
の
席
に
列
席
し
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
聖
餐
を
永
続
的
な
記
念
の
典
礼
と
し
た
と
主
張

し
た
。
つ
ま
り
他
の
弟
子
た
ち
か
ら
伝
承
さ
れ
て
ル
カ
の
耳
に
入
っ
た
口
伝
伝
承
を
ル
カ
が
聖
餐
式
に
し
た
の
だ
と
主
張
し
た
。

と
こ
ろ
で
聖
餐
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
伝
統
的
に
受
け
入
れ
た
過
越
祭
の
祝
会
と
最
後
の
晩
餐
と
を
習
合
さ
せ
て

成
立
し
た
が
、
イ
エ
ス
に
は
永
続
的
、
世
界
的
に
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
伝
承
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
無
か
っ
た
と
エ
マ
ソ

ン
は
断
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
エ
マ
ソ
ン
は

『

主
の
晩
餐』

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

私
が
懼
れ
る
の
は
、
イ
エ
ス
が
決
し
て
主
張
も
せ
ず
、

礼
拝
者
の
心
を
紛
糾
さ
せ
る
よ
う
な
権
威
を
イ
エ
ス
に
纏
わ
せ
て
し
ま
う
の
が
こ
の
儀
式
の
効
果
で
あ
る
。
…
…
私
は
こ
こ
ま
で

は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
精
神
は
唯
一
の
神
の
み
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
だ
が
一
つ
の
存

在
を
越
え
た
存
在
〈
イ
エ
ス
〉
に
宗
教
的
尊
敬
を
払
う
努
力
す
べ
て
は
、
一
切
の
正
当
な
思
想
を
取
り
去
る
こ
と
に
な
る
。
…
…

イ
エ
ス
は
貴
方
の
精
神
に
と
っ
て
は
、
貴
方
の
兄
弟
や
子
供
と
同
じ
存
在
で
あ
る

(

４)

。｣

と
言
い
切
り
、
こ
の

『

主
の
晩
餐』

で
は
、

エ
マ
ソ
ン
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
立
場
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
エ
マ
ソ
ン
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
第
二
ボ
ス
ト
ン
教
会

が
主
の
晩
餐
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
反
対
し
、
第
二
ボ
ス
ト
ン
教
会
牧
師
を
辞
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
エ

Ｒ・Ｗ・エマソンの神論と中村敬宇､ 内村鑑三､ 北村透谷の受容法
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マ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
最
後
の
晩
餐
に
お
い
て
語
っ
た
イ
エ
ス
の
言
葉
の
表
現
は
、
多
く
の
場
合

｢

譬
え
話parable

〈parabolai〉｣

で
あ
り
、
マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ル
カ
の
聖
餐
の
表
現
も
ま
た
こ
の

｢

譬
え
話｣

に
属
す
る
と
主
張
し
た
。

こ
う
し
て
エ
マ
ソ
ン
は
正
統
派
教
会
で
守
ら
れ
て
い
る
聖
餐
の
意
義
を
否
定
し
、
聖
餐
を
守
っ
て
い
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
第
二

ボ
ス
ト
ン
教
会
員
に
対
し
て
も
、
エ
マ
ソ
ン
が
聖
餐
の
意
義
を
納
得
で
き
な
い
か
ら
、
教
会
の
牧
師
職
を
辞
任
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
主
張
し
た
。
彼
は

｢

私
は
皆
さ
ん
が
私
に
委
ね
ら
れ
た
こ
の
職
務
を
皆
さ
ん
に
お
返
し
す
る
つ
も
り
で
あ
る

(

５)

。｣

と
述
べ
、
第

二
ボ
ス
ト
ン
教
会
に
別
れ
を
告
げ
、
そ
の
後
は
自
由
思
想
家
と
し
て
活
躍
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
牧
師
を
辞
任
す
る
ま
で
の
エ
マ
ソ
ン
は
元
々
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
、
人
間
か
ら
超

越
し
た
唯
一
神
だ
け
を
認
め
る
超
越
神
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
他
方
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
伝
統
に
従
っ
て
イ
エ
ス
を
人
間

と
み
な
し
て
神
と
は
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
聖
餐
に
つ
い
て
も
イ
エ
ス
の
定
め
た
礼
拝
形
式
で
は
な
い
と
し
て
、
む
し
ろ
聖

餐
を
重
視
す
る
こ
と
が
イ
エ
ス
を
権
威
者
つ
ま
り
神
と
し
て
し
ま
う
偶
像
崇
拝
に
堕
す
る
も
の
だ
と
し
て
退
け
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
超
越
神
論
と
は
、
イ
ザ
ヤ
書
四
五
章
一
五
節
で
い
わ
れ
た�atah

el
m
istater

elohe
israel

m
oshia�

(

あ
な
た
は
隠
れ

た
る
神
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
、
救
い
を
も
た
ら
す
方)

と
い
う
文
章
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
が
認
識
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
超
越
し
た
神
の
存
在
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
エ
マ
ソ
ン
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
牧
師
を
辞
め
て
か
ら
、
次
第

に
超
越
神
論
さ
え
捨
て
て
い
き
、
む
し
ろ
人
間
個
人
の
う
ち
に
内
在
す
る
大
霊
を
神
と
す
る
内
在
神
論
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。特

に
一
八
四
一
年
の��

����	
���
(

著
書『

大
霊

(

６)』)

で
、
彼
は｢
人
間
は
そ
の
根
源
が
隠
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
。

私
た
ち
の
存
在
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
判
ら
な
い
所
か
ら
私
た
ち
に
下
っ
て
来
る
。
…
…
一
方
、
人
間
の
う
ち
に
全
体
の
魂
、
賢

明
な
沈
黙
、
普
遍
的
な
美
が
あ
る
。
…
…
つ
ま
り
永
遠
の
一
者
が
あ
る

(

７)

。｣
と
考
え
る
。
さ
ら
に

｢

最
も
単
純
で
誠
実
に
神
を
礼
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拝
す
る
人
は
神
に
な
る

(

８)

。｣

と
も
言
う
。
そ
れ
に
続
け
て

｢

人
が
自
分
の
心
情
の
す
べ
て
の
本
性
と
思
想
の
啓
示
す
る
所
を
学
ぶ

よ
う
に
せ
よ
。
そ
の
啓
示
す
る
と
こ
ろ
と
は
、
つ
ま
り
最
高
の
存
在
者
が
彼
と
共
に
住
み
、
自
然
の
本
源
が
彼
自
身
の
精
神
に
う

ち
に
あ
る
こ
と
で
あ
る

(

９)

。｣

と
も
言
う
。

ま
た

｢
偉
大
な
神
の
語
る
所
を
知
り
た
い
と
思
う
な
ら｣

イ
エ
ス
が
マ
タ
イ
六
章
六
節
で
語
っ
た
よ
う
に
、｢

奥
ま
っ
た
自
分

の
部
屋
に
入
っ
て
戸
を
閉
め
て｣

神
に
祈
る
よ
う
に
と
勧
め
る
。
さ
ら
に
彼
は
言
う
。｢

神
は
臆
病
者
に
向
か
っ
て
ご
自
分
を
表

そ
う
と
は
な
さ
ら
な
い
。
人
は
心
を
籠
め
て
自
ら
に
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
人
が
奉
仕
に
つ
い
て
強
調
す
る
こ
と
か
ら
も

一
切
身
を
退
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
通
俗
的
に
言
え
ば
、
私
た
ち
の
宗
教
は
信
仰
者
の
数
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
ど
れ
ほ

ど
訴
え
が
間
接
的
で
は
あ
っ
て
も
、
訴
え
が
多
数
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
と
き
は
何
時
も
、
宗
教
は
存
在
し
な
い
と
い
う
宣
言
が

そ
の
時
そ
の
場
で
な
さ
れ
て
い
る
。
…
…
私
が
完
全
に
へ
り
下
っ
て
い
る
と
き
、
私
が
純
粋
の
愛
に
燃
え
て
い
る
と
き
、
カ
ル
ヴ
ァ

ン
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
が
何
を
語
る
と
い
う
の
か
。
訴
え
が
多
数
者
に
向
か
っ
て
い
る
か
一
人
に
向
か
っ
て
い
る
か
は
、
問

題
で
は
な
い
。
権
威
に
基
づ
く
信
仰
は
信
仰
で
は
な
い
。
権
威
に
頼
る
こ
と
は
宗
教
衰
退

(

の
度
合
い)

を
刻
ん
で
お
り
、
霊
の

衰
退

(

の
度
合
い)

を
刻
ん
で
い
る
。
何
世
紀
に
も
亘
っ
て
人
び
と
が
イ
エ
ス
に
与
え
て
き
た
地
位
は
、
権
威
の
地
位
で
あ
る
。

そ
う
し
た
地
位
は
そ
れ
自
身
の
特
色
付
け
を
し
て
い
る
。
そ
れ
と
て
永
遠
の
事
実
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
霊
は
偉
大
で
あ

り
、
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
諂
う
者
で
も
な
く
、
従
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
自
分
か
ら
訴
え
る
こ
と
は
決
し
て
し
な
い

(

�)

。｣

エ
マ
ソ
ン
が
マ
タ
イ
六
章
六
節
を
上
記
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
自
己
流
の
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
エ
マ
ソ
ン

が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
イ
エ
ス
に
神
の
権
威
を
纏
わ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
主
張
で
あ
り
、

第
二
に
、
イ
エ
ス
を
通
し
て
、
エ
マ
ソ
ン
は
イ
エ
ス
が
し
た
よ
う
に
イ
エ
ス
の
内
に
あ
る
霊
に
心
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
勧
め
、

さ
ら
に
私
た
ち
も
権
威
者
に
頼
ら
ず
、
会
衆
に
頼
ら
ず
、
自
己
の
う
ち
に
潜
む
霊
に
全
精
神
を
集
中
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
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で
あ
る
。

第
三
に
、
霊
は
、
イ
エ
ス
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
個
々
の
人
び
と
の
う
ち
に
内
在
す
る
と
い
う
内
在
神
論
を
含
ん
で
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
も
自
己
に
立
ち
帰
り
、
自
己
の
内
に
潜
む

｢

自
然
の
源
泉｣

あ
る
い
は

｢

大
霊｣

に
到
達
す
る
よ
う
に
と

彼
は
勧
め
る
。

大
霊
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
す
る
本
性
で
あ
る
。
エ
マ
ソ
ン
は

｢

人
格
を
備
え
な
い
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
神
で
あ
る｣

と

し
、
こ
れ
を
非
人
格
的
な
共
通
本
性
な
い
し

｢

永
遠
な
る
一
者

(im
personal,eternal

O
ne)
(

�)｣

と
呼
ん
だ
。
こ
の
神
論
は
神
を

人
間
に
内
在
す
る
存
在
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
内
在
神
論Im

m
anentalism

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
内
在
神
論
は
、
特
に
新
約
聖
書
の
第
一
コ
リ
ン
ト
書
三
章
一
六
節
―
一
七
節
に
言
わ
れ
た

｢

あ
な
た
方
は
、
自
分
が
神
の

神
殿
で
あ
り
、
神
の
霊
が
自
分
た
ち
の
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
す
か
。｣

と
い
う
パ
ウ
ロ
の
表
現
と
、
第
二
コ

リ
ン
ト
書
六
章
一
六
節
の

｢

わ
た
し
た
ち
は
生
け
る
神
の
神
殿
な
の
で
す
。｣

と
い
う
パ
ウ
ロ
的
表
現
か
ら
推
論
さ
れ
る
内
在
神

論
と
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
パ
ウ
ロ
は
、
超
越
神
論
を
前
提
し
て
、
超
越
神
と
人
間
と
の
関
係
を
論
じ
る
た
め
に

こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
り
、
エ
マ
ソ
ン
の
よ
う
に
内
在
神
論
の
み
を
肯
定
す
る
た
め
に
言
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
エ
マ
ソ
ン
は
、
内
在
神
論
の
立
場
か
ら

�������
��	
���

(『

自
己
信
頼』)

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

｢

私
た
ち
が
モ
ー
セ
、
プ
ラ
ト
ン
、
ミ
ル
ト
ン
に
対
し
て
帰
す
る
最
高
の
長
所
は
、
彼
等
が
著
書
、
伝
統
を
無
視
し
て
、
人
び

と
が
何
を
考
え
た
か
を
語
ら
ず
に
、
自
分
た
ち
が
何
を
考
え
た
か
を
語
っ
た
点
に
あ
る
。
人
は
、
詩
人
や
賢
者
た
ち
の
領
域
の
輝

き
よ
り
も
、
自
分
の
内
面
か
ら
出
て
心
に
一
瞬
光
と
し
て
通
過
す
る
閃
光
を
察
知
し
見
守
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
人
は
気
づ
か
ず
に
自
分
の
思
想
を
捨
て
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
自
分
の
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
天
才
の
作
品

に
当
た
る
と
き
は
何
時
も
、
私
た
ち
は
自
分
自
身
の
思
想
を
捨
て
去
っ
て
い
る
と
認
識
す
る
。
自
分
自
身
の
思
想
が
自
分
の
所
に
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戻
っ
て
く
る
と
き
、
疎
外
さ
れ
た
あ
る
種
の
尊
厳
を
伴
っ
て
い
る
。
偉
大
な
芸
術
作
品
が
私
た
ち
に
与
え
る
教
訓
は
こ
れ
だ
け
で

あ
る
。
…
…
す
べ
て
の
人
の
教
育
の
中
で
、
羨
望
が
無
知
で
あ
り
、
模
倣
が
自
殺
で
あ
り
、
ま
た
善
か
れ
悪
か
れ
人
は
自
分
の
責

任
の
一
端
を
自
分
の
身
に
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
広
大
な
宇
宙
が
善
に
満
ち
て
い
る
と
は
い
え
、
栄
養
に
な
る
穀
物
の

核
心
を
自
分
の
も
の
に
で
き
る
の
は
、
た
だ
彼
が
耕
す
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
部
分
の
大
地
を
自
分
の
労
働
で
耕
す
し
か
な
い
こ
と

を
確
信
す
る
一
時
で
あ
る

(

�)

。｣

こ
の
よ
う
に
エ
マ
ソ
ン
は
、
自
己
信
頼
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
神
学
か
ら
す
っ
か
り
離
脱
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

二

エ
マ
ソ
ン
と
中
村
敬
宇

中
村
敬
宇
は
一
八
三
二
年
に
江
戸
に
生
ま
れ
、
昌
平
黌
儒
者
と
な
っ
た
が
、
慶
応
二
年

(

一
八
六
六)

英
国
留
学
中
、
キ
リ
ス

ト
教
に
触
れ
て
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
徳
川
幕
府
瓦
解
後
の
慶
応
四
年

(

一
八
六
八)

、
敬
宇
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら
帰
朝
し
静
岡
学

問
所
教
授
に
な
っ
た
が
、
そ
の
年
の
明
治
元
年
に

『
敬
天
愛
人
説

(

�)』

を
書
き
、
ま
た
明
治
二
年
に
は

『

請
質
所
聞

(

一
八
六
九)』

(

自
筆
本

(

�))

を
書
い
て
超
越
神
論
を
展
開
し
た
。
敬
宇
は
明
治
七
年

(

一
八
七
四)

メ
ソ
ジ
ス
ト
派
牧
師
ジ
ョ
ー
ジ
・
カ
ク
ラ
ン

の
手
に
よ
り
受
洗
し
た
。
こ
の
頃
は
敬
宇
は
エ
マ
ソ
ン
の
思
想
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。

敬
宇
は

『

敬
天
愛
人
説』

に
お
い
て

｢

天｣

概
念
を
展
開
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、｢

天｣

と
い
う
概
念
は
古
代
中
国
の
時
代

か
ら
存
在
し
て
い
た
儒
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
。｢

敬
天｣

と

｢

愛
人｣
も
、
日
本
儒
学
史
の
中
で
古
来
使
用
さ
れ
て
い
た
概
念

で
あ
る
。
敬
宇
は
、
明
治
元
年
に
書
い
た

『

敬
天
愛
人
説』

の
小
論
に
お
い
て
幾
つ
か
の
敬
天
愛
人
に
関
す
る
文
献
や
人
名
を
引
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用
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
書
経
、
説
命
、
詩
経
、
論
語
、
孟
子
、
張
横
渠
、
朱
子
、
貝
原
益
軒
、
西
銘
、
魯
恭
、
真
西
山
な
ど
で

あ
る
。

因
み
に
敬
宇
の
前
任
者
で
昌
平
黌
の
儒
者
で
あ
っ
た
佐
藤
一
斎
の

『

言
志
四
録』

文
化
一
〇
年
〜
嘉
永
四
年

(

�)

に
は
、
こ
の
二
概

念
が
別
々
の
独
立
し
た
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
敬
宇
が
従
来
別
々
に
存
在
し
て
い
た
こ
の
両
概
念
を
敬
天
愛
人
と
い
う

統
一
概
念
に
纏
め
た
点
に
、
敬
宇
の
独
創
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
敬
天
愛
人
の
思
想
が
後
に
西
郷
の
弟
子
の
手
に
よ
っ
て
西
郷
隆
盛

に
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
に
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
た
敬
宇
は
、
聖
書
の
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
二
章
三
七
節
―
三
九
節
に
あ

る
第
一
の
戒
め｢

心
を
尽
く
し
精
神
を
尽
く
し
思
い
を
つ
く
し
て
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い｣

と
い
う
敬
天
思
想
と
、

第
二
の
戒
め

｢

隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い｣

と
い
う
愛
人
思
想
に
触
れ
て
深
い
感
動
を
覚
え
た
ら
し
い
。
こ
う
し
て
敬

宇
は
、
上
記
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
へ
の
愛
と
人
へ
の
愛
を
統
一
し
、
さ
ら
に
こ
の
統
一
概
念
を
儒
学
用
語
と
重
ね
合
わ
せ
て
、

｢

敬
天
愛
人｣

と
い
う
四
語
の
術
語
を
創
設
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
敬
宇
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
彼
の
儒
学
思
想
を
根

底
に
し
て
儒
学
の
枠
に
合
致
す
る
形
で
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
受
容
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
敬
宇
が
明
治
二
年

(

一
八
六
九)

に
書
い
た

『
請
質
所
聞』

は
、
国
会
図
書
館
分
院
の
靜
嘉
堂
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い

る
漢
文
の
自
筆
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
敬
宇
は
、
第
一
に
神
を

｢
在
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
く
、
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
な
く
、
知
ら
ざ
る
と

こ
ろ
な
し｣

と
い
う
遍
在
、
全
能
、
全
知
の
神
と
し
て
捉
え
、
第
二
に
神
を

｢

至
大
無
外
、
至
小
無
内｣

の
神
つ
ま
り
無
限
大
・

無
限
小
の
神
と
表
現
し
て
い
る
。
第
三
に
神
は
天
地
創
造
の
神
で
も
あ
り
、
第
四
に
神
は

｢

賞
罰
黜
陟
の
柄｣

を
取
る
裁
き
の
神

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
敬
宇
は
、
超
越
神
論
を
説
い
た
。
但
し
裁
き
の
神
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
、
敬
宇
は
こ
の
世
に
お
け
る
人
間
の
行
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為
の
善
悪
を
基
準
に
し
て
賞
罰
を
行
う
と
考
え
て
お
り
、
罪
を
犯
し
た
人
で
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
悔
い
改
め
を
そ
の

人
が
行
う
か
ぎ
り
、
彼
に
救
い
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
救
済
思
想
は
敬
宇
の
思
想
に
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
敬
宇
思
想
は
キ
リ
ス

ト
教
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

第
五
に
敬
宇
は
、
朱
子
学
の
主
張
し
た
天
則
理
と
い
う
思
想
に
註
釈
を
施
し
て
、｢

天
は
す
な
わ
ち
理
な
り
と
は
、
講
じ
得
て

壊や
ぶ

る
な
き
を
要
す
。
も
し
解
し
て
理
外
に
天
な
し
と
な
さ
ば
、
す
な
わ
ち
大
い
に
謬
あ
や
ま
る
。｣

と
言
い
、
理
は
単
に
天
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
る
存
在
と
み
な
す
天
超
越
論
を
主
張
し
た
。
敬
宇
は
、
本
書
の
後
半
で

｢

上
帝｣

｢

真
神｣

の
用
語
を
使
用
し
て
神
を
表

現
し
て
お
り
、
超
越
天
論
す
な
わ
ち
超
越
神
論
を
表
明
し
た
。

他
方
で
、
敬
宇
は
、
神
は
一
つ
で
あ
る
が
、
一
つ
な
る
神
が
人
間
一
人
一
人
の

｢

天
良
の
心｣

と
し
て
分
け
与
え
ら
れ
る
と
い

う
程
伊
川
の
理
一
分
殊
の
思
想
に
近
い
見
解
を
抱
い
て
い
た
。
こ
れ
は
内
在
神
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
明
治
二
年
の『

請
質
所
聞』

で
、
敬
宇
は
超
越
神
論
と
内
在
神
論
の
両
方
を
共
在
的
に
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
木
村
毅
の

『

日
米
文
化
交
渉
史
四』

洋
々
社

(

�)

に
よ
れ
ば
、
エ
マ
ソ
ン
思
想
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
明
治
三

年

(

一
八
七
〇)

目
賀
多
種
太
郎
が
ア
メ
リ
カ
で
エ
マ
ソ
ン
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
外
山
正
一
が
明
治
九
年

(

一
八
七

六)

ミ
シ
ガ
ン
大
学
か
ら
帰
朝
し
て
、
東
京
大
学
で
エ
マ
ソ
ン
を
講
義
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
が
エ
マ
ソ
ン
の
日
本

伝
来
の
最
初
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
村
敬
宇
は
明
治
一
〇
年

(

一
八
七
七)

に
東
京
大
学
の
漢
学
担
当
の
教

師
に
な
っ
た
か
ら
、
外
山
か
ら
エ
マ
ソ
ン
思
想
を
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
敬
宇
は
エ
マ
ソ
ン
に
触
れ
て
深
く
共
鳴
し
た
。

エ
マ
ソ
ン
の
影
響
を
受
け
た
敬
宇
は
、
晩
年
に
な
る
に
従
っ
て
、
エ
マ
ソ
ン
思
想
に
傾
倒
し
て
い
き
、
次
第
に
超
越
神
論
を
捨
て

て
、
エ
マ
ソ
ン
流
の
内
在
神
論
に
傾
斜
し
、
人
間
即
神
と
い
う
神
論
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

敬
宇
は
元
々
儒
者
で
あ
っ
て
、
特
に
敬
宇
が
重
ん
じ
た
朱
子
学
で
は
天
理
が
人
間
に
お
い
て
性
理
と
し
て
内
在
す
る
と
い
う
見

Ｒ・Ｗ・エマソンの神論と中村敬宇､ 内村鑑三､ 北村透谷の受容法

249



解
が
あ
り
、
こ
う
し
た
朱
子
学
的
見
解
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
混
合
し
て

『

敬
天
愛
人
説』

の
時
代
の
敬
宇
に
影
響
し
、
天
の
理

が
人
間
の
性
理
と
し
て
内
在
す
る
と
い
う
超
越
神
論
と
内
在
神
論
と
を
重
合
す
る
見
解
を
支
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
エ
マ
ソ
ン
の
影
響
を
受
け
た
敬
宇
は
、
超
越
神
論
を
捨
て
て
内
在
神
論
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
。
こ
の
点
で
、
佐
藤
一
斎

の

『

言
志
四
録』

に
出
て
く
る

｢

心
は
即
ち
天

(

九
七)｣

｢

人
は
当
に
自
ら
吾
が
心
を
礼
拝
し
、
自
ら
安
否
を
問
う
べ
し
、
吾
が

心
は
即
ち
天
の
心
、
吾
が
身
は
即
ち
親
の
身
な
る
を
以
て
な
り
、
是
を
天
に
事つ

か

う
と
い
い
、
是
を
終
身
の
孝
と
い
う

(

一
七
七

(

�))｣

と
い
う
が
、
こ
の
一
斎
思
想
に
、
敬
宇
は
エ
マ
ソ
ン
を
通
し
て
、
共
鳴
を
覚
え
且
つ
逆
戻
り
し
て
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。

敬
宇
は
明
治
一
六
年

(
一
八
八
三)

に
は
、｢

日
本
の
エ
マ
ソ
ン｣

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
エ
マ
ソ
ン
に
傾
倒
し
切
り
、
エ
マ
ソ

ン
のC

om
pensation,1841

を
明
治
二
一
年

(

一
八
八
八)

九
月
に

『

報
償
論

(

�)』

と
題
し
て
漢
訳
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
通
り
、
エ
マ
ソ
ン
は

『

主
の
聖
餐』

で
、
キ
リ
ス
ト
を
あ
く
ま
で
人
間
と
し
て
取
り
扱
い
、
キ
リ
ス
ト

を
神
と
し
て
礼
拝
す
る
こ
と
が
偶
像
礼
拝
に
陥
る
こ
と
だ
と
批
判
し
た
。
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
み
な
す
正

統
派
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
神
の
ペ
ル
ソ
ナ

(
位
格
、
顔)

の
一
つ
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
論
が
エ
マ
ソ
ン
に
は
な
く
、
ま
た
エ
マ
ソ

ン
の
影
響
下
に
あ
る
敬
宇
に
も
な
か
っ
た
。

一
方
、
敬
宇
は
、
明
治
元
年
の

『

敬
天
愛
人
説』
で
は
、
前
述
し
た
通
り
、
天
と
い
う
超
越
存
在
を
儒
者
と
し
て
認
め
、
人
間

を
天
の
子
と
し
て
の
地
位
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
天
は
あ
く
ま
で
超
越
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
の
間
に
関
係
を
付
け
る

存
在
を
必
要
と
す
る
。
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
で
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
地
位
を
占
め
る
が
、
敬
宇
で
は
キ
リ
ス
ト
論
が
無

い
。
敬
宇
は
、
天
と
人
と
の
間
を
仲
介
す
る
存
在
を
求
め
て
い
た
が
、
そ
れ
が
易
で
あ
っ
た
。
敬
宇
は
、
明
治
十
六
年

(

一
八
八

三)

十
二
月
三
日
の

｢

高
島
易
占
第
二
編
序｣

で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
｢

君
曰
く
、
吾
の
易
を
解
す
る
、
要
は
簡
易
に
あ
り
。
け
だ
し
造
化
の
神
、
幽
を
闡
き
も
っ
て
民
用
に
利
せ
ん
と
欲
す
。
あ
に
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人
類
と
相
隔
絶
す
る
を
欲
せ
ん
や
。
易
は
天
人
の
中
間
の
傳
信
機
な
り
。
大
極
は
な
お
神
の
如
し
。
両
儀
は
な
お
男
女
の
如
し
。
…
…

お
そ
よ
こ
れ
ら
の
人
み
な
易
の
傳
信
機
に
よ
り
て
神
に
通
ず
べ
し
。
神
遠
か
ら
ん
や
と
。
余
曰
く
君
の
言
ま
こ
と
に
是
な
り
。
け

だ
し
天
人
相
与
す
る
、
影
響
の
如
き
あ
り
。(『

敬
宇
文
集

巻
之
十
四

(

�)』｣
つ
ま
り
敬
宇
は
、
明
治
十
六
年
段
階
で
は
、
高
島
易
断
に
同
調
し
て
天
人
の
間
を
仲
介
す
る
存
在
と
し
て
易
を
傳
信
機
と
し
て

と
ら
え
た
。
さ
ら
に
明
治
二
十
年
十
二
月
八
日
に
な
る
と
、
敬
宇
は
易
を
媒
介
に
し
て
一
層
徹
底
し
た
太
極
即
真
神
の
主
張
を
行

う
よ
う
に
な
り
、
次
の
よ
う
な
漢
詩
を
読
ん
で
い
る
。

｢

易
に
言
う
太
極
は
即
ち
真
神
な
り
。
こ
の
外
元
来
神
有
る
無
し
。
も
し
遠
き
を
追
い
、
終
わ
り
を
慎
む
の
意
を
論
ず
れ
ば
、

神
も
亦
人
に
し
て
人
す
な
わ
ち
神
。(『

敬
宇
日
乗
六』

(

自
筆
本

(

�))｣

こ
う
し
た
漢
詩
は
、
敬
宇
が

『
易
経』

の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
高
島
と
同
じ
易
を
中
心
概
念
と
す
る
見
解
で
あ

る
。
易
を
根
拠
と
し
て
神
を
太
極
と
し
、
神
即
人
と
い
う
同
一
性
を
主
張
し
、
神
が
人
間
に
内
在
す
る
と
い
う
内
在
神
論
の
見
解

を
表
明
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
時
点
の
敬
宇
は
、
超
越
神
論
を
捨
て
、
さ
ら
に
エ
マ
ソ
ン
と
同
様
に
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
一
つ
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
論
も
無

く
、
易
を
キ
リ
ス
ト
の
代
用
に
さ
せ
て
い
た
。
む
し
ろ
敬
宇
は
、
易
概
念
を
除
け
ば
、
エ
マ
ソ
ン
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
見
解
に

立
っ
て
い
た
。
彼
は
、
明
治
十
六
年

(

一
八
八
三)

頃
東
京
大
学
で
井
上
円
了
を
教
え
た
と
き
も
、
一
貫
し
て

『

易
経』

を
テ
キ

ス
ト
に
し
て
い
た
こ
と
も
、
敬
宇
思
想
の
傾
向
を
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
初
期
時
代
の
敬
宇
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
儒
学
思
想
が
許
容
し
得
る
範
囲
内
で
の
超
越
神
論
を
根
拠
に
し
た
キ
リ

ス
ト
教
思
想
で
あ
っ
た
が
、
エ
マ
ソ
ン
の
影
響
を
受
け
た
後
期
の
時
代
に
至
る
と
、
彼
は
、
上
記
の
よ
う
に
次
第
に
易
経
の
思
想

を
媒
介
に
し
て
、
内
在
神
論
を
主
張
す
る
エ
マ
ソ
ン
と
共
通
の
立
場
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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他
方
で
、
敬
宇
は
、
明
治
一
八
年
三
月
二
〇
日
の

『

敬
宇
日
乗
四』

に

｢

是
ノ
日
余
深
ク
自
ラ
省
ミ
謂
ヘ
ラ
ク
、
諸
教
法
未
ダ

耶
蘇
之
上
ニ
踰
ユ
ル
者
非
ザ
ル
ナ
リ
。
今
従
リ
誠
心
此
ニ
向
ヒ
応
ニ
福
音
ノ
道
ニ
帰
ス
ベ
キ
ノ
ミ

(

�)

。｣

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は

敬
宇
が
心
の
一
部
で
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
あ
こ
が
れ
を
未
だ
に
残
し
、
遅
疑
逡
巡
し
て
い
た
様
子
を
示
し
て
い
る
。

三

エ
マ
ソ
ン
と
内
村
鑑
三

内
村
鑑
三
が
聖
書
主
義
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
但
し
彼
の
聖
書
主
義
は
、
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
会
が
伝
統
的

礼
拝
形
式
を
聖
書
の
内
容
よ
り
も
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
、
聖
書
に
帰
る
よ
う
に
強
調
す
る
意
味
で
の
聖
書
主
義

で
あ
っ
た
。
内
村
は

『

理
想
的
伝
道
師』
(

一
八
九
二)

で
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
日
本
語
な
ど
の
聖
書
の
翻
訳

で
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
伝
道
者
に
対
し
て
極
め
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。｢

理
想
的
の
伝
道
師
な
ら
む
と
欲
す
る
も
の
は
聖
書
の
書

か
れ
し
原
語
に
依
っ
て
之
を
研
究
す
る
こ
と
を
要
す
る
な
り
。｣

と
主
張
し
、
さ
ら
に
ル
ー
テ
ル
の
言
を
引
用
し
て

｢

ヘ
ブ
ラ
イ

語
並
び
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
研
究
を
以
て
不
必
要
な
る
事
と
思
ふ
忽
れ
。
是
等
の
言
語
は
聖
霊
の
剣
を
覆
ふ
鞘
な
り
。｣

と
言
っ
て
、

｢

ヘ
ブ
ラ
イ
語｣

や

｢

ギ
リ
シ
ャ
語｣

に
よ
っ
て
聖
書
原
典
を
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る

(

�)

。

他
方
、
彼
は
聖
書
を
絶
対
視
し
よ
う
と
す
る
聖
書
偶
像
視
を
容
認
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
聖
書
偶
像
批
判
を
も
展
開
し
て

い
る
。
内
村
は

『

理
想
的
伝
道
師』

に
お
い
て
、｢

聖
書
の
如
き
も
貴
き
は
貴
き
と
も
神
の
直
接
に
余
輩
に
告
る
の
言
に
比
す
れ

ば
唯
一
個
の
註
釈
た
る
聖
書
の
言
葉
の
み

(

�)｣

と
言
う
。
彼
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、｢

基
督
教
は
理
論
に
あ
ら
ず
し
て
事
実

な
り
。
実
験
な
り
。｣

と
し
て
、
さ
ら
に

｢

基
督
教
の
神
殿

(H
oly
H
olies)

に
於
て
霊
な
る
神
に
接
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
先

づ
心
情
の
経
験
よ
り
せ
ざ
る
可
ら
ず

(

�)｣

と
言
う
。
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こ
こ
で
彼
は
、
エ
マ
ソ
ン
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

ヱ
マ
ル
ソ
ン
曰
く
経
験
は
本
文
に
し
て
書
籍
は
解
釈
な
り
と
。

聖
書
の
如
き
も
貴
き
は
貴
き
と
も
神
の
直
接
に
余
輩
に
告
る
の
言
に
比
す
れ
ば
唯
一
個
の
註
釈
た
る
の
み

(

�)｣

と
言
う
。
言
い
換
え

れ
ば
、
内
村
は
、
エ
マ
ソ
ン
の
聖
書
批
判
の
立
場
を
借
り
て
、
信
仰
的
経
験
を
真
実
と
し
て
、
聖
書
を
こ
う
し
た
信
仰
的
経
験
へ

の
註
釈
と
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

内
村
鑑
三
が
エ
マ
ソ
ン
に
触
れ
た
最
初
の
著
書
は
、
こ
の

『

理
想
的
伝
道
師』

で
あ
る
。
さ
ら
に
内
村
は
エ
マ
ソ
ン
の
聖
書
批

評
に
つ
い
て
、�Em

erson
on
the
B
ible
(

�)�

で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

Em
erson

is
stilla

m
isunderstood

m
an
in
A
m
erica.Probablity

is
thatA

m
ercian

churches
classed

him
w
ith
U
nitarians

and
Pantheists

because
they

could
not
understand

him
.
W
hat
he
said
of
the
B
ible
show

s
his
genuine

insight
into

its
divine

w
orth.

(

私
訳：

エ
マ
ソ
ン
は
ア
メ
リ
カ
で
は
未
だ
誤
解
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
諸
教
会
が
エ
マ
ソ
ン
を
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
で
汎
神
論
者
と
分
類
し
た
の
は
、
恐
ら
く
彼
ら
が
エ
マ
ソ
ン
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
ら
し
い
。
エ
マ
ソ
ン
が
聖
書

に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
、
神
的
価
値
へ
の
彼
の
純
粋
な
洞
察
力
を
示
し
て
い
る
。)

ま
た

｢

ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン
教
に
就
て｣

で
、
内
村
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
が

｢

思
想
の
自
由
と
、
信
仰
の
公
正
と
、
愛
の
至
上
権

と
、
人
類
同
胞
主
義
と
を
標
榜
す
る｣

こ
と
を
認
め
、
こ
の
点
で

｢
独
特
の
永
久
的
価
値
を
有
す
る
教
で
あ
る
と
思
ふ

(

�)

。｣

と
言

う
。も

ち
ろ
ん
内
村
は
エ
マ
ソ
ン
の
聖
書
批
評
の
全
体
を
容
認
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
内
村
が
エ
マ
ソ
ン
の
キ
リ
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ス
ト
論
を
容
認
し
な
い
点
で
も
了
解
さ
れ
よ
う
。
内
村
は
他
の
多
く
の
著
作
の
中
で
エ
マ
ソ
ン
に
触
れ
て
い
る
。
彼
は『

擽
林
集

(

�)』

で
、
エ
マ
ソ
ン
を
高
く
評
価
し

｢

若
し
地
が
あ
る
如
く
人
が
あ
る
と
な
ら
ば
米
国
は
大
人
物
を
産
す
べ
き
国
で
あ
る
、
…
…
米
国

は
今
日
ま
で
其
短
き
歴
史
に
於
て
多
く
の
世
界
的
人
物
を
生
じ
た
、
…
…
文
士
と
し
て
は
エ
マ
ソ
ン
、
ト
ロ
ー
、
是
皆
世
界
第
一

流
の
人
物
で
あ
る
。｣

と
言
い
、
さ
ら
に
同
書
で
、
内
村
は
、
ホ
ヰ
ッ
ト
マ
ン
を｢

彼
等
は
彼
は
万
有
神
教
徒
な
り
と
曰
ふ
た
、
…
…

彼
は
真
に｢
神
に
酔
ふ
た
る
人｣

で
あ
っ
た
、
あ
ま
り
に
神
と
親
し
か
り
し
が
故
に
無
神
論
者
の
や
う
に
見
え
た
る
人
で
あ
っ
た
、

…
…
米
国
の
基
督
信
者
は
同
じ
忌
ま
は
し
き
名
を
エ
マ
ソ
ン
に
も
与
へ
た
、
彼
等
は
ト
ロ
ー
を
も
、
カ
ー
ラ
イ
ル
を
も
神
の
預
言

者
と
し
て
認
め
な
か
っ
た｣
と
世
の
批
判
者
を
批
判
し
て
い
る
。

さ
ら
に
昭
和
元
年

(

一
九
二
五)

八
月
の

｢

目
の
向
け
方

(

�)｣

で
は
、
ネ
ー
サ
ン
・
ヘ
ー
ル
を

｢

彼
は
ユ
テ
リ
ヤ
ン
教
会
の
牧
師

で
あ
っ
た
。
…
…
彼
は
ユ
教
会
の
大
立
者
で
あ
っ
た
。
エ
マ
ソ
ン
、
セ
オ
ド
・
パ
ー
カ
ー
、
Ｊ
・
Ｆ
・
ク
ラ
ー
ク
等
と
共
に
同
教

会
の
明
星
で
あ
っ
た
。
彼
の
如
き
大
人
物
が
あ
る
が
故
に
ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン
主
義
は
滅
び
な
い
の
で
あ
る
。｣

と
語
っ
て
、
エ
マ
ソ

ン
の
意
義
を
彼
な
り
に
認
め
て
い
る
。

一
方
で
、
内
村
は
、
明
治
二
八
年

(

一
八
九
五)
の��

��
�
�
�	
�

�


�
�����
��

�

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
次
の
よ

う
に
告
白
し
て
い
る
。

In
the
crucifixion

of
the
Son
of
G
od
lies
the
solution

of
all
the
difficulties

that
buffeted

m
y
m
ind
thus

far.C
hrist

paying
all
m
y
debts,

can
bring

m
e
back

to
the
purity

and
innocence

of
the
first

m
an
before

the
Fall.

N
ow
I
am

G
od�s

child,and
m
y
duty

is
to
believe

Jesus.For
H
is
sake,G

od
w
ill
give

m
e
all
I
w
ant.H

e
w
ill
use
m
e
for
H
is

glory,and
w
illsave

m
e
in
H
eaven

atlast.
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(

私
訳：

こ
れ
ま
で
私
の
精
神
を
悩
ま
し
て
い
た
一
切
の
私
の
苦
境
を
解
決
し
て
く
れ
た
も
の
は
、
神
の
子
の
十
字
架
に
あ

る
。
私
の
一
切
の
負
い
目
を
贖
っ
て
く
れ
た
キ
リ
ス
ト
は
、
堕
罪
以
前
の
最
初
の
人
間
の
清
純
と
無
実
の
状
態
に
私
を
連
れ

戻
し
て
く
れ
た
。
今
や
私
は
神
の
子
で
あ
り
、
私
の
義
務
は
イ
エ
ス
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
お
か
げ
で
、
神
は

私
の
欲
す
る
も
の
す
べ
て
を
与
え
て
下
さ
る
で
あ
ろ
う
。
神
は
神
の
栄
光
の
た
め
に
私
を
用
い
て
く
だ
さ
り
、
最
後
に
は
天

に
お
い
て
私
を
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

(

�)

。)｣

こ
の
よ
う
に
内
村
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
を
固
く
守
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
内
村
は
、
敬
宇
と
違
っ
て
一
生
涯
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
を
信
仰
す
る
立
場
に
立
ち
、
こ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
踏
み
切
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
贖
罪

信
仰
を
認
め
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
一
つ
と
し
て
認
め
な
い
エ
マ
ソ
ン
に
対
し
て
は
、
初
め
か
ら
距
離
を

置
い
て
批
判
的
に
見
て
い
た
。

明
治
二
十
六
年

(

一
八
九
三)

の

『

求
安
録

(
�)』

で
、
内
村
は
、
エ
マ
ソ
ン
哲
学
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

万
有
が
神

な
る
か
神
が
万
有
な
る
か
之
を
判
別
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
判
別
せ
ざ
る
を
以
て
却
て
高
尚
優
美
な
り
と
自
称
す
る
学
説

(

？)

あ

り
、
こ
の
学
派
或
ひ
は

｢

オ
プ
チ
ミ
ズ
ゥ
ム｣

と
云
ひ
、
或
は
エ
モ
ル
ソ
ン
主
義
と
云
ひ
、
或
は
変
遷
し
て

｢

新
神
学｣

と
称
す

る
こ
と
あ
り｣

と
批
判
し
て
い
る
。

同
じ
く
、
大
正
九
年(

一
九
二
〇)

五
月
の｢

文
学
者
の
基
督
教｣

で
、
内
村
は｢

士
人
ゲ
ー
テ
は
代
表
的
近
代
人
で
あ
っ
た
。

…
…
然
し
乍
ら
彼
は
基
督
者
で
は
な
か
っ
た
、
…
…
彼
に
取
り
基
督
は
理
想
の
人
で
あ
っ
た
、
己
が
霊
魂
の
救
い
主
で
は
な
か
っ

た
…
…
エ
マ
ソ
ン
が
爾
う
で
あ
っ
た

(

�)｣

と
批
判
し
て
い
る
。

さ
ら
に
昭
和
四
年

(

一
九
二
九)

五
月
の

｢

私
の
基
督
教｣

で
は

｢

印
度
流
の
唯
心
説
の
上
に
立
て
る
仏
教
に
於
て
〈
覚
り
来
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れ
ば
善
な
し
悪
な
し
〉
と
唱
ふ
る
は
其
一
例
で
あ
る
。
エ
マ
ソ
ン
の
如
き
強
き
ピ
ュ
リ
タ
ン
的
遺
伝
を
受
け
し
哲
人
と
雖
も
、
彼

の
思
想
が
汎
神
論
に
傾
く
に
至
っ
て
正
邪
判
別
の
感
が
著
し
く
鈍
り
、
悪
は
善
を
養
ふ
肥
料
に
過
ず
と
唱
へ
し
が
如
き
、
以
て
一

元
論
の
道
徳
的
感
化
の
如
何
に
有
害
な
る
乎
を
証
す
る
に
足
る
。｣

と
批
判
し
て
、｢

善
は
善
、
悪
は
悪
、
東
の
西
よ
り
遠
か
る
が

如
く
に
、
善
と
悪
と
の
間
に
無
限
的
距
離
あ
り
と
の
観
念
は
、
基
督
教
が
二
元
説
の
矛
盾
を
懼
れ
ず
し
て
採
り
来
た
り
し
道
徳
上

の
大
な
る
獲
物
と
称
せ
ざ
る
を
得
な
い

(

�)

。｣

と
主
張
し
た
。

内
村
は
、
エ
マ
ソ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
誇
り
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
エ
マ
ソ
ン
が

｢

楽
天
家

(

�)｣

で
あ
る
と
み
な
し
、
さ
ら
に

エ
マ
ソ
ン
が
汎
神
論
に
傾
斜
し
て
人
間
を
神
と
す
る
に
至
っ
た
点
で
、
人
間
偶
像
の
崇
拝
者
に
堕
落
し
た
と
批
判
し
た
。
エ
マ
ソ

ン
に
は
贖
罪
論
を
根
底
に
し
た
基
督
論
が
な
い
点
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

四

エ
マ
ソ
ン
と
北
村
透
谷

北
村
透
谷
は
内
村
よ
り
も
七
歳
若
く
、
明
治
元
年

(

一
八
六
八)

小
田
原
に
生
ま
れ
、
明
治
二
〇
年

(

一
八
八
七)

八
月
二
二

日
に
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
、
翌
年
明
治
二
一
年

(

一
八
八
八)

三
月
、
十
九
歳
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
石
坂
ミ
ナ
と
の
恋
愛

を
経
験
し
た
こ
と
か
ら
、
つ
い
に
日
本
一
致
基
督
教
会

(
後
の
日
本
基
督
教
会)

所
属
の
数
寄
屋
橋
教
会
で
受
洗
し
た
。

彼
が
エ
マ
ソ
ン
と
深
い
関
わ
り
を
持
ち
始
め
た
の
は
、
明
治
二
六
年
頃
で
あ
り
、
明
治
二
七
年

(

一
八
九
四)

二
月
二
四
日
に

出
版
し
た

『

ヱ
マ
ル
ソ
ン』

民
友
社
の
中
で
彼
の
エ
マ
ソ
ン
研
究
の
最
終
の
結
実
が
見
ら
れ
る
。
彼
は
基
督
教
会
と
関
連
し
た
学

校
で
教
師
を
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
が
、
次
第
に
病
状
が
悪
化
し
た
こ
と
や
、
彼
の
理
想
で
あ
っ
た
反
戦
平
和
の
活
動
が
し
ば

し
ば
挫
折
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
教
会
組
織
か
ら
も
離
脱
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
り
、
エ
マ
ソ
ン
の
影
響
下
に
自
己
の

｢

内
部
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生
命｣

思
想
に
打
ち
込
ん
で
行
っ
た
。
さ
ら
に
は
経
済
的
困
窮
も
加
わ
っ
て
、
透
谷
の
若
い
生
命
を
む
し
ば
ん
で
行
き
、
終
に
は

明
治
二
六
年
一
二
月
二
八
日
自
殺
未
遂
を
犯
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
の
衰
弱
し
た
身
体
は
彼
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
明
治
二
七
年
五
月
一
五
日
払
暁
に
自
殺
し
た
。
こ
こ
で
は
、『

ヱ
マ
ル
ソ
ン』

を
含
め
た
透
谷
の
論
文
を
検
討
し
な

が
ら
、
エ
マ
ソ
ン
の
影
響
の
元
に
到
達
し
た
透
谷
の
内
部
生
命
論
に
対
し
て
、
彼
の
貧
困
、
肉
体
的
衰
弱
、
社
会
関
係
の
軋
轢
な

ど
に
よ
り
自
殺
に
至
っ
た
透
谷
の
精
神
的
矛
盾
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

明
治
二
五
年
九
月
一
五
日
の

『

平
和』

に
掲
載
し
た

｢

各
人
心
宮
内
の
秘
宮｣

で
、
透
谷
は
バ
イ
ロ
ン
、
ゲ
ー
テ
、
カ
ー
ラ
イ

ル
の
名
を
挙
げ
、｢

自
由
神
学
派｣

｢

唯
心
的
傾
向｣

に
か
な
り
傾
斜
す
る
言
動
を
掲
げ
て
言
う
。｢

凡
て
是
等
の
変
遷
を
貫
け
る

一
条
の
絃
の
存
す
る｣

と
言
い
、
こ
れ
を
説
明
し
て

｢

曰
く
皮
相
的
信
仰
破
れ
て
心
を
以
て
基
礎
と
す
る
思
想
及
び
信
仰
の
漸
く

地
平
線
上
に
立
ち
上
り
て
曙
光
炳
灼
た
る
も
の
あ
る

(

�)｣

と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
同
書
で
彼
は
聖
書
の
中
の
至
聖
所
が

｢

人
の
心
も

亦
た
斯
く
の
如
く
な
る｣

も
の
と
指
摘
し
、｢

要
す
る
に
人
間
の
中
に
存
在
す
る
心
は
、
至
大
至
重
の
も
の
に
し
て
俗
眼
大
小
の

以
て
衡
す
べ
き
に
あ
ら
ず

(

�)｣

と
す
る
。

こ
の
見
地
か
ら
透
谷
は
教
会
内
の

｢

抑
制｣
を
批
判
し
、
宗
教
が

｢

行
住
坐
臥｣

を
抑
制
す
る
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
て
、
人
間
精
神
の
奥
底
に
あ
っ
て
他
人
が
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

｢

第
二
の
秘
宮｣

の
真
理
を
説
き
、
福
音
を
説

く
も
の
は

｢

天
地
至
大
の
精
気
に
対
し
て
極
め
て
真
面
目
な
る
者

(

�)｣

に
な
る
べ
き
で
あ
り
、｢

人
須
く
心
の
奥
の
秘
宮
を
重
ん
ず

べ
し
…
…
大
罪
大
悪
の
消
ゆ
る
は
此
奥
に
あ
り
…
…
永
遠
の
生
命
の
存
す
る
も
こ
の
奥
に
あ
り

(

�)｣

と
主
張
し
て
、
唯
心
論
的
傾
向

に
傾
い
て
い
っ
た
。

さ
ら
に｢

心
の
経
験｣

の
中
で
、
透
谷
は｢

人
は
神
の
如
き
性
の
因
つ
て
来
る
は
こ
の
心
に
あ
り
。
こ
の
躰
も
神
を
あ
ら
は
し
、

こ
の
心
も
神
を
あ
ら
は
す
、
…
…
こ
の
心
の
み
独
り
神
の
絶
対
の
美
を
あ
ら
は
す
な
り

(

�)

。｣

と
言
い
、
心
が
神
を
存
在
せ
し
め
る
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と
い
う
含
意
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
明
治
二
六
年
五
月
三
日
の

｢

復
讐
・
戦
争
・
自
殺

(

復
讐
・
復
讐
と
戦
争
・
自
殺
・
自
殺
と
復
讐)｣

に
お
い
て
、｢

宗

教
は
ク
リ
ー
ド

(

信
仰
箇
条)

に
も
あ
ら
ざ
る
な
り
、
宗
教
は
聖
餐
に
あ
ら
ず
、
洗
礼
に
も
あ
ら
ず
、
但
し
は
、
法
則
に
も
、
誡

命
に
も
あ
ら
ざ
り
な
り
、
赤
心
の
悔
改
と
赤
心
の
信
仰
と
は
、
い
か
な
る
場
合
に
於
て
も
尤
も
大
な
る
宗
教
な
り

(

�)｣

と
記
し
て
一

切
の
教
会
規
則
を
無
視
し
て
、
唯
心
論
的
信
仰
の
立
場
を
強
調
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
透
谷
の
エ
マ
ソ
ン
に
関
す
る
主
著『

ヱ
マ
ル
ソ
ン』

が
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
七
年
四
月
二
四
日
で
あ
っ
た
。

こ
の
著
書
が
透
谷
の
手
に
届
い
た
時
、
前
年
末
に
自
殺
未
遂
の
結
果
精
神
的
肉
体
的
に
衰
弱
し
切
っ
て
い
た
透
谷
は
自
著
を
開
く

元
気
さ
え
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
明
治
二
八
年
五
月
一
五
日
に
自
殺
を
遂
げ
て
二
五
歳
四
ヶ
月
の
若
い
命
に
終

止
符
を
打
っ
た
。

本
書

『

ヱ
マ
ル
ソ
ン』

が
透
谷
の
エ
マ
ソ
ン
理
解
の
頂
点
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本
書
が
透
谷
二
四
歳
の
作
で

あ
る
こ
と
は
、
彼
の
天
才
と
驚
く
べ
き
語
学
力
を
示
し
て
い
る
。
透
谷
は
エ
マ
ソ
ン
の
か
な
り
の
著
作
を
読
破
し
て
、『

ヱ
マ
ル

ソ
ン』

の
中
で
著
作
の
解
説
と
評
価
を
加
え
て
い
る
。
彼
は
本
書
の
冒
頭
で
彼
が
エ
マ
ソ
ン
を
崇
拝
す
る
者
の
一
人
で
あ
る
と
宣

言
す
る

(

�)

。

透
谷
の

『

ヱ
マ
ル
ソ
ン』

第
一
章
に
よ
れ
ば
、
エ
マ
ソ
ン
が
彼
の��

�����
	
����

(『

聖
晩
餐』)

で
、
聖
餐
に
つ
い
て
自

分
の
疑
い
を
提
出
し
、
自
己
の
信
仰
的
経
験
か
ら
し
て
、
聖
餐
を

｢
重
要
な
る
宗
教
上
の
礼
法
と
す
る
の
非
な
る
を
悟
り
…
…
万

能
の
神
は
独
り
の
人
を
遣
は
し
て
、
人
類
を
し
て
心
を
以
て
事
ふ
る
を
教
へ
し
め
た
り
。
…
…
犠
牲
は
烟
の
如
く
、
形
式
は
影
に

過
ぎ
ず

(

�)

。｣

と
主
張
し
た
こ
と
に
共
鳴
し
て
い
る
。
エ
マ
ソ
ン
は
聖
晩
餐
の
形
式
を
イ
エ
ス
の
定
め
た
万
世
動
か
ざ
る
形
式
で
は

な
い
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
主
張
の
ゆ
え
に
、
エ
マ
ソ
ン
は
牧
会
し
て
い
た
教
会
を
辞
職
し
た
が
、
透
谷
も
教
会
か
ら
離
脱
す
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る
こ
と
を
決
心
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
透
谷
は
、『

ヱ
マ
ル
ソ
ン』

の
第
一
章
に
お
い
て

(

�)

、
エ
マ
ソ
ン
の
人
格
の
完
全
性
、
独
自
性
が
エ
マ
ソ
ン
の
曾
祖
父

(Joseph
Em
erson)

、
祖
父

(W
illiam

Em
erson)

、
父

(W
illiam

Em
erson)

が
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
牧
師
を
天
職
と
し
て
務
め
励

ん
で
き
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
指
摘
し
、
数
代
の
先
祖
が
培
っ
て
き
た
積
善
の
上
に
エ
マ
ソ
ン
の
人
格
の
高
潔
と
清
純
と
が
成
立

し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
エ
マ
ソ
ン
へ
の
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る

(

�)

。

こ
う
し
て
透
谷
は
、
エ
マ
ソ
ン
の

｢

永
遠
の
一
者

(the
eternal

O
ne)｣

が
各
人
の
心
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
主
張
に
深
い

共
鳴
を
覚
え
た
。
彼
は
エ
マ
ソ
ン
が

｢

ペ
ル
シ
ャ
の
詩｣

に
親
し
み
、｢

マ
ホ
メ
ッ
ト｣

に
学
び
、｢

独
逸
の
新
傾
向
を
利
し
て
遙

東
の
印
度
的
寂
靜｣

を
味
わ
い
、｢

孔
子｣

を
熟
読
し
、｢

ブ
ラ
マ｣

を
読
ん
だ

(

�)

こ
と
を
指
摘
し
て
言
う
。

｢

彼
の
東
西
を
兼
ね
た
る
は
、
此
の
｢

一｣

な
り
、
彼
に
西
洋
的
の
神
の
思
想
と
、
東
洋
的
神
の
思
想
と
を
調
和
せ
し
め
た
る

も
の
は
。
彼
は
東
洋
的
の
神
よ
り
、
客
観
性
の

｢

心｣

を
取
れ
り
、
彼
は
西
洋
的
の
神
よ
り
、
主
観
性
の

｢

心｣

を
取
れ
り
、
而

し
て
主
観
客
観
を
合
一
し
て
、
恰
も
カ
ン
ト
を
奉
ず
る
か
の
如
く
、
純
理
を
し
て
第
一
原
因
の
地
位
に
立
た
し
め
、｢

心
ソ
ー
ル｣

を
以

て
一
切
万
物
の
中
心
に
座
せ
し
め
た
り
。｣

と
言
う
。
さ
ら
に
透
谷
は
、
エ
マ
ソ
ン
の
人
性

(hum
anity)

に
触
れ
て
エ
マ
ソ
ン

の
重
視
す
る
点
が

｢

内
部
の
生
命｣

に
あ
る
と
主
張
し
、
透
谷
の

『

内
部
生
命
論

(

�)』

で
エ
マ
ソ
ン
の
内
部
生
命
思
想
に
同
調
す
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
エ
マ
ソ
ン
の
神
内
在
論
に
最
大
の
共
鳴
を
示
し
た
こ
と
は
、
透
谷
自
身
が
次
第
に
父
な
る
神
、
子
な
る
キ
リ

ス
ト
、
聖
霊
の
三
位
一
体
を
信
条
と
す
る
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
エ
マ
ソ
ン
と
同
様
に
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

し
か
し
透
谷
は

｢

内
部
生
命｣

｢

第
二
の
秘
宮｣

を
信
仰
し
て
い
た
の
に
、
何
故
こ
の
内
部
生
命
即
第
二
の
秘
宮
の
破
滅
を
必
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然
的
に
伴
う
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
て
行
っ
た
の
か
。
も
し
内
部
生
命
な
い
し
第
二
の
秘
宮
を
神
と
し
、
こ
れ
を
最
高
に
尊
崇
す
べ

き
と
こ
ろ
と
し
、
こ
れ
を
最
後
ま
で
固
執
し
て
行
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
は
、
第
二
の
秘
宮
を
破
壊
す
る
自
殺
を
決
断
す
る
わ
け
は

無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
疑
問
は
透
谷
に
向
か
っ
て
何
処
ま
で
も
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

推
測
す
る
に
、
透
谷
の
心
の
中
で
、
第
二
の
秘
宮
な
い
し
内
部
生
命
、
心
へ
の
信
仰
を
持
っ
て
は
い
た
が
、
彼
の
志
を
遂
げ
る

こ
と
を
許
さ
な
い
社
会
的
事
情
と
込
み
入
っ
た
人
間
関
係
、
さ
ら
に
は
彼
の
肉
体
的
衰
弱
と
彼
の
自
由
な
精
神
的
活
動
を
妨
げ
る

経
済
的
困
窮
が
次
々
に
彼
の
上
に
追
い
被
さ
っ
て
い
き
、
こ
う
し
た
葛
藤
と
重
荷
が
次
第
に
彼
の
内
部
生
命
に
対
す
る
信
念
を
も

突
き
崩
し
、
最
後
に
彼
を
絶
望
に
陥
ら
し
め
、
彼
の
内
部
生
命
論
を
破
壊
す
る
自
殺
の
原
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
透
谷
の
絶
望
が
そ
れ
ま
で
主
張
し
て
い
た
内
部
生
命
へ
の
信
仰
を
押
し
つ
ぶ
し
、
自
ら
の
生
命
を
絶
つ
に
至
ら
し
め
た
と

推
測
さ
れ
る
。

明
治
二
十
六
年
九
月
四
日
の
日
記
で
、
透
谷
は
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

わ
れ
此
地
に
来
た
り
て
よ
り
後
も
常
に
自
ら
晏
如
た
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
悲
し
む
我
つ
ら
つ
ら
近
時
の
自
己
を
顧
み
る
に
危

機
に
の
ぞ
め
る
こ
と
久
し
と
謂
ふ
べ
し
。
凡
そ
一
時
間
の
書
を
読
め
ば
則
ち
大
に
労
れ
て
為
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
思
想
も
亦

た
斯
く
の
如
し
此
地
に
来
り
て
よ
り
評
論
の
為
に
一
文
を
為
さ
ん
に
は
凡
そ
四
五
日
を
費
せ
り
斯
の
如
き
は
こ
れ
ま
で
曽
て

あ
ら
ざ
り
し
と
こ
ろ
之
を
以
て
余
が
精
神
の
当
を
失
し
つ
つ
あ
る
を
知
る
も
の
な
り
…
…
余
が
多
年
の
辛
苦
も
漸
く
に
水
泡

に
帰
し
た
り
寸
毫
も
之
を
成
す
能
は
ず
空
し
く
唯
だ
独
立
せ
ざ
る
の
事
業
に
苦
役
す
斯
く
の
如
く
し
て
余
が
精
神
遂
に
乱
れ

ざ
る
を
得
ざ
る
べ
き
な
り
余
は
た
し
か
に
精
神
の
不
安
の
原
因
を
知
る
而
し
て
遂
に
之
を
如
何
と
も
す
る
な
き
を
知
る
余
は

多
く
の
者
に
欺
か
れ
た
り
希
望
に
も
ラ
イ
フ
に
も
す
べ
て
の
も
の
余
を
苦
し
む
る
な
り

(

�)

。
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透
谷
は

｢

余
は
精
神
の
不
安
の
原
因
を
知
る｣

と
語
る
が
、
そ
の
原
因
は
何
か
に
つ
い
て
は
明
白
に
記
す
こ
と
は
無
か
っ
た
。

五

結
び

明
治
時
代
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
一
部
を
担
っ
た
中
村
敬
宇
、
内
村
鑑
三
、
北
村
透
谷
の
思
想
は
、
旧
約
聖
書
よ
り
は
新
約
聖

書
を
特
に
重
視
す
る
十
九
世
紀
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
現
状
を
反
映
す
る
と
共
に
、
日
本
の
儒
教
的
背
景
と
東
洋
的
伝
統
に
よ

る
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
中
村
敬
宇
と
同
じ
く
透
谷
も
、
エ
マ
ソ
ン
の
影
響
に
よ
っ
て

超
越
神
論
か
ら
次
第
に
脱
却
し
な
が
ら
、
人
間
に
内
在
す
る
唯
一
神
で
あ
る

｢

心｣

に
注
目
す
る
内
在
神
論
、
さ
ら
に
は
内
在
神

論
か
ら
も
離
脱
し
て
、
自
然
と
一
体
と
な
る
こ
と
を
含
意
す
る
一
種
の
汎
神
論
に
向
か
う
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

従
っ
て
明
治
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
一
部
は
、
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
神
論
と
内
在
神
論
と
の
緊
張
関
係
論
を
捨
て
て
、

人
間
即
神
と
い
う
内
在
神
論
に
傾
斜
し
て
行
く
危
険
を
抱
い
て
い
た
。

こ
の
背
景
に
は
キ
リ
ス
ト
論
へ
の
無
理
解
が
介
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
エ
マ
ソ
ン
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
中
村

敬
宇
、
北
村
透
谷
な
ど
に
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
放
棄
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

北
村
透
谷
は
、
中
村
敬
宇
を
称
し
て
、｢

敬
宇
先
生
は
…
…
靜
和
な
る
保
守
家
に
し
て
然
も
泰
西
の
文
物
を
注
入
す
る
に
力
を

効
せ
し
人
な
り
。
…
…
彼
の
中
に
は
東
西
の
文
明
が
狭
き
意
味
に
於
て
相
調
和
し
つ
ゝ
あ
る
な
り
。
彼
は
儒
教
道
教
を
其
の
末
路

に
救
ひ
た
る
と
共
に
、
一
方
に
於
い
て
は
泰
西
の
化
育
を
適
用
し
た
り

(

�)｣
と
語
り
、
敬
宇
を
儒
教
世
界
に
生
き
る
旧
派
の
思
想
家

と
し
て
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
晩
年
の
敬
宇
は
エ
マ
ソ
ン
を
東
洋
的
に
翻
案
し
た｢

易
に
言
う
太
極
は
即
ち
真
神
な
り
。
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こ
の
外
元
来
神
有
る
無
し
…
…
神
も
亦
人
に
し
て
人
す
な
わ
ち
神｣

(『

敬
宇
日
乗
六

(

�)』)

と
言
っ
て
お
り
、
言
葉
は
違
う
が
内
容

的
に
は
透
谷
の
内
部
生
命
論
と
殆
ど
同
様
の
見
解
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
、
透
谷
が
知
ら
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
信
仰
に
基
づ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
を
固
持
し
た
内
村
鑑
三
は
、
エ
マ
ソ
ン
を
尊
敬

の
対
象
に
は
し
た
が
、
エ
マ
ソ
ン
が
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
、
エ
マ
ソ
ン
を
批
判
し
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
と

共
通
の
神
学
に
立
っ
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
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頁
。

(

45)

上
掲
書

『

透
谷
全
集』

三
巻
、
一
〇
三
―
一
〇
八
頁
。『

明
治
文
学
全
集』
二
九
巻
、
二
七
三
―
二
七
四
頁
。
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(

46)

北
村
透
谷

『

内
部
生
命
論』

『

透
谷
全
集』

二
巻
、
二
三
八
―
二
四
九
頁
。『

明
治
文
学
全
集』

二
九
巻
、
一
四
三
―
一
四
七
頁
。

(

47)

北
村
透
谷

『

透
谷
子
漫
録
摘
集』

『

透
谷
全
集』

三
巻
、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。『

明
治
文
学
全
集』

二
九
巻
、
三
二
〇
―
三
二
一
頁
。

(
48)

北
村
透
谷『

明
治
文
学
管
見(『

文
学
史
骨)』

『

透
谷
全
集』

二
巻
、
一
七
二
―
一
七
四
頁
。『

明
治
文
学
全
集』

二
九
巻
、
一
二
九
頁
。

(

49)
中
村
敬
宇

『

敬
宇
日
乗
六』

自
筆
本
、
静
嘉
堂
文
庫
。

参
考
文
献

R
.W
.Em
erson,

�
����

��
�
	
�
	


�
����,London:G

eorge
R
outeledge

&
Sons,Lim

ited,1901.

R
.W
.Em
erson,

�
������

���
�
�����

��
�
���
��
�����

������,Everym
an�s
Library,N

o.322,London:D
ent,1963.

R
.W
.Em
erson,



�����,Everym

an�s
Library,N

ew
Y
ork:D

utton,1967.

R
.W
.Em
erson,

��������
�
����

��
�
�����,H

olt,R
inehartand

W
inston,N

ew
Y
ork,1966.

R
.W
.Em
erson,

�
����������� �

 
�,K

enkyusha,1970.

R
.W
.Em
erson,

����!�
������

��
�����



�����,K

enkyusha,Show
a
43.

戸
川
秋
骨
訳

『

エ
マ
ス
ン
論
文
集

Ｉ
〜
Ⅲ』

岩
波
文
庫
、
昭
和
一
三
年
。

酒
本
雅
之
訳

『

エ
マ
ソ
ン
論
文
集

上
下』

岩
波
文
庫
、
昭
和
四
七
―
四
八
年
。

『

新
共
同
訳
聖
書
事
典』

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
二
〇
〇
四
年
。

中
村
敬
宇

『

敬
天
愛
人
説』

大
久
保
利
謙
編

『

明
治
啓
蒙
思
想
集』
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
二
年
。

中
村
敬
宇

『

請
質
所
聞』

自
筆
本
、
静
嘉
堂
文
庫
。

中
村
敬
宇

『

敬
宇
文
集

一
巻
〜
一
六
巻』

吉
川
弘
文
館
、
明
治
三
六
年
。

佐
藤
一
斎

『

言
志
四
録』

岩
波
文
庫
、
第
一
二
刷
、
昭
和
四
〇
年
。

木
村
毅

『

日
米
文
化
交
渉
史
四』

洋
々
社
、
昭
和
三
〇
年
。

Ｒ・Ｗ・エマソンの神論と中村敬宇､ 内村鑑三､ 北村透谷の受容法
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小
泉
仰

『

中
村
敬
宇
と
キ
リ
ス
ト
教』

北
樹
出
版
、
一
九
九
一
年
。

内
村
鑑
三

『

内
村
鑑
三
全
集』

全
四
〇
巻
、
岩
波
書
店
。

北
村
透
谷

『

透
谷
全
集』

一
巻
、
二
巻
、
三
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
二
五
―
三
五
年
。

北
村
透
谷

『

北
村
透
谷
集』

『

明
治
文
学
全
集』

二
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
一
年
。
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