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は
じ
め
に

―
シ
ー
ム
ル
グ
の
神
話

哲
学
者
池
田
大
作
は
、
共
に
行
動
す
る
こ
と
が
い
か
に
大
切

な
こ
と
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
十
二
世
紀
ペ
ル
シ
ャ

の
神
秘
主
義
的
詩
人
フ
ァ
リ
ー
ド
・
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ッ
タ

ー
ル
（F

ar� -d
al-D

� -n
‘A

tta -r

）

（
１
）

の
「
鳥
た
ち
の
会
合
」（P

oem
a

degli

uccelli

）
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
世
界
中
の
鳥
た
ち
が
集

い
、
神
話
に
出
て
く
る
神
シ
ー
ム
ル
グ
（
不
死
鳥
）
を
探
す
物
語

で
あ
る
。
ヤ
ツ
ガ
シ
ラ
が
皆
に
、
そ
の
神
が
住
む
高
い
山
を
知

っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
そ
し
て
鳥
た
ち
は
神
を
探
す
旅
へ
と

出
発
す
る
。
鳥
た
ち
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
認
識
の
階
梯
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
、
探
求
か
ら
愛
、
知
識
、
驚
嘆
、
満
足
、
富
裕
、

清
貧
の
七
つ
の
谷
を
飛
び
越
え
て
い
く
。
そ
の
途
中
で
多
く
の

鳥
た
ち
が
諦
め
、
頂
上
に
辿
り
着
い
た
の
は
わ
ず
か
三
十
羽
だ

け
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
こ
に
は
シ
ー
ム
ル
グ
が
い
な
い
こ
と
に

気
づ
く
が
、
し
か
し
シ
ー
ム
ル
グ
が
ペ
ル
シ
ャ
語
で
「
三
十
」

を
も
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
鳥
た
ち
は
そ
こ
で
、
シ
ー
ム
ル
グ

と
は
彼
ら
自
身
で
あ
る
と
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詩
人
は
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
相
互
に
信
頼
し
、
共
生
し
て
い
る
な

か
に
神
は
存
在
し
て
い
る
と
訴
え
て
い
る
。
よ
り
簡
潔
に
い
え

人
間
性
と
民
主
主
義

Ｆ
・
Ｍ
・
コ
ッ
ラ
オ

恩
田
麗
子
、
マ
ル
チ
ェ
ラ
・
モ
ル
ガ
ン
テ
ィ
　
訳

民
主
主
義
の
構
築
―
地
中
海
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
よ
り



ば
、
理
想
と
は
私
た
ち
の
手
の
届
か
な
い
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
探
求
す
る
行
為
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
本
当
の
勇
気
と
は
、「
理
性
の
悲
観
主
義
」
と
「
意
志
の
楽

観
主
義
」
の
も
と
、
決
し
て
諦
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）

そ
し
て
、
栄
誉
や
名
声
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
様
々
な
困
難

を
乗
り
越
え
て
き
た
人
々
の
熱
意
こ
そ
が
、
そ
の
勇
気
な
の
で

あ
る
。
私
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
夢
を
追
い
求
め
て
こ
こ
に
集
い

あ
っ
た
。
そ
の
夢
と
は
、
民
主
主
義
普
及
の
た
め
の
新
た
な
手

段
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ー
ノ
・
マ
ッ
フ

ェ
ッ
ト
ー
ネ
（S

ebastiano
M

affettone,
1948 -
）
（
３
）

が
最
新
の
著
作
で

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
と
は
思
考
可
能
な
全
体
で
あ
る
と

信
じ
、
新
た
な
道
を
模
索
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１．

障
害
と
し
て
の
教
条
主
義

私
た
ち
は
対
話
を
通
し
て
、
偏
見
と
そ
こ
か
ら
起
こ
る
差
別

を
排
そ
う
と
考
え
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
（E

dw
ard

Said,

1935 -2003

）
は
差
別
の
原
因
を
犠
牲
者
の
中
で
は
な
く
迫
害
者
に

見
出
し
て
い
る
が
、
（
４
）

私
達
も
同
様
の
考
え
で
あ
る
。
劣
っ
て
い

る
の
は
犠
牲
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
迫
害
者
の
方
が
偏
見
に
左

右
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
様
々
な
哲
学
的
、
あ
る
い
は
宗
教

的
展
望
が
一
致
点
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
倫
理
上
の
原
則
的

指
標
を
確
立
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
イ
ラ
ン
の
哲
学
者
マ
ジ
ッ

ド
・
テ
ヘ
ラ
ニ
ア
ン
（M

ajid
T

ehranian,
1937 -

）
が
指
摘
す
る
三

つ
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
自
由
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
有
益
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
教
条
主
義
、
幻
想
、
そ
し
て
渇
望

か
ら
の
自
由
で
あ
る
。
（
５
）

実
際
の
と
こ
ろ
、
対
話
を
妨
げ
る
本
当

の
障
害
は
、
教
条
主
義
の
柔
軟
性
の
な
さ
や
、
安
易
な
解
決
法

が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
と
い
う
幻
想
、
そ
し
て
権
力
へ
の
果
て
し

な
い
渇
望
な
の
で
あ
る
。

私
は
、
自
身
の
研
究
と
ア
ラ
ブ
諸
国
で
の
生
活
の
経
験
を
通

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
近
東
諸
国
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、

教
育
、
情
報
に
つ
い
て
考
察
し
行
動
を
起
こ
す
必
要
性
を
強
く

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

自
ら
の
信
念
を
あ
ま
り
に
も
頑
な
に
主
張
す
る
こ
と
は
、

往
々
に
し
て
人
を
教
条
主
義
に
導
く
原
因
と
も
な
る
。
前
出
の

フ
ァ
リ
ー
ド
・
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
の
中
に
詠

わ
れ
た
共
同
体
の
「
理
想
」
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
そ

れ
は
、
一
つ
の
価
値
が
、
そ
れ
自
体
の
価
値
と
し
て
は
有
徳
な
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も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
か
に
し
て
自
由
へ
の
障
害
と
な
り
う
る

の
か
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
文
化
に
お
い
て

は
、「
共
同
体
」（U

m
m

a

）
信
仰
が
主
要
な
基
本
的
価
値
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
の
な
か
に
喚
起
さ

れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
以
降
の
知
的
論
争

に
お
い
て
「
共
同
体
」
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と

か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
体
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
権

力
の
行
使
を
正
当
化
す
る
価
値
で
あ
り
、
統
治
者
と
被
統
治
者

と
の
関
係
の
本
質
的
側
面
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
預

言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
「
私
の
共
同
体
に
お
い
て
は
、
真
実
に
つ

い
て
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
の
有
名
な
言
葉
を
思

い
起
こ
す
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
共
同
体
の
団
結
は
ひ
と
つ

の
価
値
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
あ
ま
り
に
も
拘
泥
す
る
と
断
絶
に

つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
意
見
を
異
に
す
る
少
数
派
の
排
除
を
招

く
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
合
意
の
文
化
が
激
化
す
る
と
、
異
な
る
意
見
に
対
し

て
許
容
が
な
く
な
り
、
異
論
は
団
結
に
対
す
る
大
き
な
脅
威
（
フ

ィ
ト
ナ
、fitna

＝
内
乱
）
と
し
て
排
除
さ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
共
同

体
の
歴
史
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
フ
ィ
ト
ナ
、
す
な
わ
ち
団
結
を

根
本
か
ら
分
断
さ
せ
る
共
同
体
内
部
の
不
一
致
の
噴
出
に
よ
っ

て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
ハ
ワ
ー
リ
ジ

ュ
派
（kharigiti

）

（
６
）

の
分
離
を
も
た
ら
し
た
四
代
カ
リ
フ
統
治
時
代

の
終
わ
り
に
起
こ
っ
た
問
題
、
そ
れ
に
続
く
カ
リ
フ
選
出
に
対

し
て
の
異
議
、
そ
し
て
後
に
シ
ー
ア
派
教
徒
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
る
ア
リ
ー
の
信
奉
者
達
の
分
離
な
ど
を
思
い
起
こ
せ
ば
十

分
で
あ
ろ
う
。

２．

ム
ー
タ
ジ
ラ
派
の
思
想
運
動

時
と
と
も
に
少
数
派
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
不
寛
容
と
激
し

い
抑
圧
を
生
ん
だ
こ
の
問
題
か
ら
、
さ
ら
に
一
歩
、
こ
の
論
考

を
先
に
進
め
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
に
お
け

る
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
、
文
化
改
革
の
始

ま
り
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
理
性
と
批
判
に
基
づ
い
た
思
想
の

発
現
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
ア
ド
ニ
ス
（A

donis

）

（
７
）

や
メ
デ
ブ
（M

eddeb

）
（
８
）
　も
言
及
し
て
い
る
こ
の
運
動
は
、
八
〜
九

世
紀
に
起
こ
っ
た
「
創
造
さ
れ
た
コ
ー
ラ
ン
」
お
よ
び
創
造
の

過
程
と
被
造
物
の
進
化
の
思
想
を
信
じ
て
い
た
ム
ー
タ
ジ
ラ
派

（m
u’taziliti

）

（
９
）

の
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
運
動
を
土
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台
に
し
て
、
文
学
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
思
想
が
生
ま

れ
る
。
そ
れ
は
、
創
造
に
対
す
る
理
想
の
概
念
が
新
た
な
も
の

に
な
り
、
永
遠
の
昔
か
ら
（ab

aeterno

）
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
創
造
性
が
生
み
出
す
作
品
の
形
も

新
し
く
な
り
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ま
で
単
に
古
典
の
模
倣
で
し
か
な
か
っ
た
人
間
の
知
的
活

動
の
成
果
も
、
新
た
な
形
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
ム
ー
タ
ジ
ラ
派
の
思
想
が
支
配
的
に
な
っ
た
段
階

で
、
こ
う
し
て
変
化
と
美
の
規
範
の
革
新
へ
の
扉
が
開
か
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

ム
ー
タ
ジ
ラ
派
の
思
想
が
確
立
し
た
時
期
か
ら
そ
の
後
の
時

期
に
か
け
て
、
ム
ー
タ
ジ
ラ
派
教
徒
は
常
に
反
対
派
か
ら
の
迫

害
を
受
け
た
。
彼
ら
に
対
す
る
激
し
い
弾
圧
に
よ
っ
て
、
こ
の

時
代
に
存
在
し
た
様
々
な
理
論
は
誤
っ
て
捉
え
ら
れ
、
結
果
、

そ
の
後
の
世
代
に
と
っ
て
当
時
の
理
論
は
理
解
し
が
た
い
も
の

と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
詩
に
お
け
る
革
新
概
念
（ibda

）
は
、
次

世
代
の
評
論
家
た
ち
に
は
既
に
理
解
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て

い
た
。

そ
の
後
、
ア
ラ
ブ
文
化
と
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
を
再
生
さ
せ
よ

う
と
し
た
十
九
世
紀
の
若
い
世
代
は
、
革
新
の
必
要
性
に
迫
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

３．

民
主
主
義
構
築
へ
の
革
新
的
議
論

当
時
思
想
の
自
由
が
い
か
に
大
事
で
あ
っ
た
か
、
ど
れ
ほ
ど

刺
激
に
満
ち
た
考
え
を
生
み
出
し
た
か
を
示
す
た
め
、
革
新
に

つ
い
て
交
わ
さ
れ
た
重
要
な
議
論
の
中
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て

み
よ
う
。

エ
ジ
プ
ト
近
代
思
想
の
巨
人
の
一
人
で
あ
る
タ
ー
ハ
ー
・
フ

セ
イ
ン
（T

a -ha -
H

usayn,
1889 -1973

）

（
10
）

は
、
一
九
三
八
年
の
論
考

「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
文
化
の
将
来
」

（
11
）

の
な
か
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム

文
化
と
い
う
広
い
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
人
の
メ

ン
タ
リ
テ
ィ
ー
は
三
つ
の
要
素
に
拠
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ャ
の
理
性
主
義
、
ロ
ー
マ
の
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
、
そ
し
て
ア
ラ
ブ
人
の
宗
教
心
で
あ
る
。
彼
は
、
文

化
と
知
識
は
文
明
と
独
立
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
み
な
し
、
自

由
な
、
か
つ
万
人
の
た
め
の
教
育
が
、
健
全
な
民
主
主
義
の
構

築
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
同
時
代
に

生
き
た
ル
ト
フ
ィ
ー
・
ア
ッ
サ
イ
イ
ド
（L

utfi
al-S

ayyid,
1872 -
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1963

）

（
12
）

の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
派
の
他
の
知
識
人
た
ち
や
、
保
守
主

義
者
の
ア
ッ
バ
ー
ス
・
マ
フ
ム
ー
ド
・
ア
ル
ア
ッ
カ
ー
ド

（A
bbas

M
ahm

ud
al-A

qqad,1889 -1964

）

（
13
）

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
文
化

的
・
政
治
的
伝
統
に
新
た
な
解
釈
を
与
え
、
そ
こ
に
近
代
社
会

の
建
設
に
必
要
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
原
理
を
見
出
し
た
。

ト
ル
コ
で
は
、
政
治
家
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
（K

em
al

A
taturk

）

（
14
）

が
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の
カ
リ
フ
統
治
を
廃
止
し
、
近
代

化
へ
の
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
社
会

の
民
主
主
義
化
を
目
指
し
、
国
家
を
宗
教
か
ら
切
り
離
し
て
宗

教
的
感
情
を
個
人
の
領
域
へ
と
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
的

な
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
た
ち
は
、

政
治
制
度
の
革
新
に
有
利
な
フ
ァ
ト
ワ
（fatw

a
＝
宗
教
令
）
を
発

布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
近
代
化
を
促
し
た
が
、
そ
の
継

承
者
た
ち
の
中
に
は
様
々
な
立
場
の
も
の
が
い
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
専
門
的
に
研
究
を
重
ね
た
ア
ル

ア
ズ
ハ
ル
の
シ
ャ
イ
フ
で
あ
る
ア
リ
ー
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
ー

ズ
ィ
ク
（A

liabd
alR

aziq,1888 -1966

）

（
15
）

を
は
じ
め
、
何
人
か
は
こ

の
改
革
を
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
た
。
ア
ッ
ラ
ー
ズ
ィ
ク
の

主
張
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
歴
史
の
進
化
や
他
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
を
認
識
し
て
、
政
治
構
造
を
考
え
直
す
べ
き

だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
国
民
の
激
し
い
反
発
を
受

け
た
こ
と
か
ら
、
自
説
の
立
て
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
当

時
、
伝
統
や
、
神
話
化
さ
れ
た
古
の
時
代
か
ら
そ
の
ま
ま
伝
承

さ
れ
て
き
た
も
の
を
守
る
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
運
動
が
優
勢

に
な
っ
て
い
た
。
歴
史
の
流
れ
を
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
理
想

主
義
を
求
め
る
こ
の
運
動
は
、
宗
教
的
側
面
の
み
の
問
題
に
は

留
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
過
去
の
解
釈
、

そ
し
て
自
己
と
他
者
の
捉
え
方
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。

（
16
）

こ
の
執
拗
な
反
歴
史
的
姿
勢
を
後
押
し
し
た
の
は
、
団
結
と
い

う
理
想
の
上
に
築
か
れ
た
ウ
ン
マ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、

共
同
体
内
部
の
宗
教
的
意
見
の
相
違
や
外
的
要
素
な
ど
の
絶
え

間
な
い
分
裂
の
脅
威
か
ら
守
る
必
要
性
で
あ
っ
た
。

政
治
体
制
と
し
て
は
、
ブ
ル
ギ
バ
（H

abib
B

ourguiba,
1903 -

1999

）

（
17
）

の
行
っ
た
改
革
の
一
部
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
偉
大
な
改
革

主
義
者
タ
ー
ヘ
ル
・
ハ
ッ
ダ
ー
ド
（T

aher
H

addad,
1899 -1935

）

（
18
）

に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
事
実
は
、
中
近
東
諸
国
に
お
け
る
歴
史
の
中
で
、
実

り
あ
る
対
話
が
体
制
と
識
者
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
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て
い
る
。
多
く
の
人
々
が
自
国
を
離
れ
、
他
国
に
移
り
住
む
今

日
、
地
中
海
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
近
東
諸

国
の
知
識
人
と
政
治
家
が
、
民
主
主
義
と
法
規
に
つ
い
て
早
急

に
語
り
合
い
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
し
た
複
雑

な
問
題
に
対
し
、
建
設
的
か
つ
平
和
的
な
解
決
策
を
共
に
模
索

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

４．

教
育
の
重
要
性
と
宗
教

合
意
と
団
結
は
、
基
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
価
値
、
換
言
す

れ
ば
、
教
育
の
レ
ベ
ル
で
伝
え
ら
れ
る
価
値
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ

諸
国
の
多
く
に
は
、
宗
教
色
の
な
い
学
校
も
あ
れ
ば
イ
ス
ラ
ー

ム
、
キ
リ
ス
ト
教
の
学
校
も
あ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
ベ
イ
ル

ー
ト
に
あ
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
寄
宿
学
校
サ
ン
ト
・
ジ
ョ
セ
フ
で

は
、
一
世
紀
以
上
前
か
ら
シ
リ
ア
と
レ
バ
ノ
ン
の
支
配
階
級
を

育
成
し
て
い
る
。
同
様
に
、
カ
イ
ロ
と
ベ
イ
ル
ー
ト
の
ア
メ
リ

カ
系
大
学
は
長
い
伝
統
を
誇
っ
て
い
る
。

エ
ジ
プ
ト
で
は
植
民
地
時
代
の
多
党
制
の
後
、
時
を
お
か
ず

ナ
セ
ル
の
一
党
制
に
戻
り
、
知
的
論
議
も
国
の
統
一
の
名
の
下

に
無
に
帰
し
た
。
シ
リ
ア
と
イ
ラ
ク
に
お
い
て
も
状
況
は
大
差

な
か
っ
た
。

教
育
に
お
け
る
自
由
は
決
定
的
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
サ
ル
ヴ
ェ
ミ
ー
ニ
（G

aetano
Salvem

ini,1873 -1957

）

（
19
）

の
主

張
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
彼
に
と
っ
て
世
俗
主
義
（laicism

o

）

（
20
）

は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、「
教
条
的
な
方
法
に
対
置
さ
れ
る
批

判
の
方
法
で
あ
り
、
教
派
的
な
不
寛
容
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
意

見
に
敬
意
を
示
す
方
法
で
あ
る
」。

（
21
）

こ
れ
は
、
近
代
国
家
、
特
に

世
俗
の
教
育
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
最
も
概
括
的
な
討
論
か
ら
の

引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
世
俗
と
は
、
信
仰
を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
知
識
主
義
に

陥
っ
て
し
ま
う
。
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル
派
改
革
者
や
そ
の
他
の

ア
ラ
ブ
諸
国
の
改
革
者
た
ち
と
同
様
、
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ジ

ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
（G

iovanniG
entile,1875 -1944

）

（
22
）

は
、
統
一
的
教
育
シ
ス
テ
ム
の
中
に
国
の
統
一
の
方
途
を
見
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
中
に
は
し
か
し
、
教
条
的
な
教
育
へ
と

向
か
う
危
険
性
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
危
険
を
認
識
し
て
サ
ル

ヴ
ェ
ミ
ー
ニ
は
、「
教
育
の
自
由
は
手
段
で
あ
り
、
目
的
で
あ
り
、

す
べ
て
で
あ
る
」

（
23
）
と
断
言
し
て
い
る
。

過
去
に
お
い
て
も
ま
た
現
在
で
も
、
上
か
ら
ひ
と
つ
の
イ
デ
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オ
ロ
ギ
ー
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
問
題
で
あ
り
、

害
を
生
む
。
そ
れ
は
、
神
話
の
中
の
山
賊
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
が
、

拷
問
用
の
寝
台
に
サ
イ
ズ
が
合
わ
な
い
と
い
っ
て
犠
牲
者
の
足

を
切
り
落
と
し
た
り
引
き
伸
ば
し
た
り
し
た
の
と
同
じ
こ
と
を

す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ナ
セ
ル
主
義
の
普
及
に
つ
れ
て
、

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
民
主
主
義
が
そ
の
萌
芽
的
段
階
で
急
速
に

崩
壊
し
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
一
方
イ
タ
リ
ア

に
お
い
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
内
政
と
外
政
へ
の

損
害
を
考
え
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
ボ
ッ
ビ
オ
（N

o
b

erto

B
obbio,

1909 -2004

）

（
24
）
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
を
、
権

威
的
な
権
力
に
よ
る
民
主
主
義
の
否
定
、
そ
し
て
ヒ
エ
ラ
ル
キ

ー
と
権
威
主
義
の
た
め
に
自
由
と
平
等
の
原
理
を
否
定
し
た
こ

と
、
こ
の
ふ
た
つ
に
要
約
し
て
い
る
。

で
は
、
複
数
政
党
制
度
が
存
在
す
れ
ば
、
民
主
的
な
制
度
が

保
障
さ
れ
る
と
断
言
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し

て
、
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
（L

uigi
E

inaudi,
1874 -1961

）

（
25
）

は
次
の
よ
う

な
適
切
な
答
え
を
与
え
て
い
る
。「
国
家
は
、
上
か
ら
国
民
に
押

し
付
け
ら
れ
た
、
単
な
る
法
的
組
織
で
は
な
い
。
国
家
は
、
国

民
そ
の
も
の
の
中
に
、
ま
た
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
政
府
に

送
ら
れ
た
代
表
者
の
中
に
存
在
す
る
。
特
に
、
市
町
村
の
自
治

体
、
公
的
機
関
、
教
会
、
学
校
、
工
場
、
そ
し
て
人
間
が
活
動

し
、
集
ま
り
、
分
か
れ
、
考
え
、
祈
り
、
楽
し
む
よ
う
な
場
所

に
存
在
す
る
」。

（
26
）

こ
の
考
え
は
、
諜
報
部
の
監
視
下
で
私
的
な
生

活
空
間
の
中
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
自
由
な
討
論
を
復
活
さ
せ
る

た
め
に
、
ア
ラ
ブ
市
民
社
会
の
様
々
な
組
織
に
対
し
、
そ
の
集

ま
る
場
所
と
意
見
を
述
べ
る
場
を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
、
モ

ロ
ッ
コ
の
学
者
ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ガ
リ
ウ
ン
（B

urhan
G

haliun

）

（
27
）

の

主
張
に
似
て
い
る
。

５．

八
〇
年
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
運
動
の
意
味

八
〇
年
代
に
か
け
て
ア
ラ
ブ
諸
国
で
は
、
国
家
主
義
の
危
機

に
立
ち
向
か
う
た
め
、
ま
た
、
中
流
階
級
の
拡
大
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
新
し
い
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
、
イ
ン
フ
ィ
タ
ー
ハ

（Infitah

）
と
い
う
経
済
開
放
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
政
策
は
、

経
済
成
長
の
失
敗
に
よ
る
社
会
的
圧
迫
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、

国
内
の
市
場
経
済
を
促
進
し
て
世
界
の
経
済
発
展
に
追
い
つ
こ

う
と
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
エ
ジ
プ
ト
、
続
い
て

チ
ュ
ニ
ジ
ア
（
一
九
八
八
年
）、
ヨ
ル
ダ
ン
（
一
九
八
九
年
）、
イ
エ



メ
ン
に
お
い
て
、
新
た
な
社
会
的
、
政
治
的
組
織
が
形
成
さ
れ

た
。
こ
の
新
し
い
枠
組
み
の
中
に
定
着
し
た
の
は
、
主
に
イ
ス

ラ
ー
ム
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
理
論

家
サ
イ
ー
ド
・
ク
ト
ゥ
ブ
（S

ayid
Q

utb,
1906 -66

）

（
28
）

等
の
イ
ス
ラ

ー
ム
改
革
者
が
、
政
府
の
不
正
、
汚
職
、
抑
圧
に
対
抗
す
る
イ

ス
ラ
ー
ム
の
正
義
の
規
範
を
提
示
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
の
裏
側
を
見
て
み
る
と
、
民
主

主
義
は
た
だ
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
近

年
エ
ジ
プ
ト
に
起
こ
っ
た
「K

ifayya
キ
フ
ァ
ー
ヤ
（
も
う
た
く

さ
ん
）
運
動
」
が
訴
え
た
と
お
り
で
あ
る
。
前
回
の
エ
ジ
プ
ト
大

統
領
選
挙
の
際
に
も
、
任
期
を
終
え
た
ム
バ
ー
ラ
ク
が
改
め
て

立
候
補
し
た
が
、
多
く
の
知
識
人
は
ム
バ
ー
ラ
ク
以
外
の
候
補

者
が
立
つ
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
た
。
エ
ジ
プ
ト
政
府
に
対
す

る
国
際
的
な
圧
力
に
支
え
ら
れ
、
抗
議
運
動
の
主
張
は
政
府
に

認
め
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、
現
実
に
は
、
与
党
が
年
月
を
か
け

て
築
い
た
人
脈
の
結
束
に
よ
っ
て
、
野
党
は
大
敗
を
喫
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
出
来
事
を
通
し
て
、
国
民
の
不
満
が
証
明
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
不
満
の
声
は
、
広
く
社
会
に
存
在
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
た
唯
一
の
反
対
組
織
、
す
な
わ
ち
モ
ス
ク
で

活
動
す
る
説
教
師
の
組
織
へ
と
集
ま
っ
て
い
っ
た
。
多
く
の
場

合
、
待
ち
に
待
っ
た
政
治
の
開
放
政
策
は
、
貧
困
と
疎
外
に
苦

し
む
人
々
の
経
済
的
・
政
治
的
な
期
待
と
希
望
に
応
え
る
こ
と

は
な
く
、
国
際
市
場
の
要
求
を
満
た
す
た
め
の
、
単
な
る
抑
制

の
な
い
経
済
的
自
由
主
義
を
促
進
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
。

ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ガ
リ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
党
派
的
で
な
い

政
治
的
信
念
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
民
主

制
度
の
構
築
の
た
め
の
客
観
的
、
物
質
的
、
組
織
的
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
要
件
を
満
た
す
の
は
困
難
で
あ
る
と
同
時
に
、
危

険
を
伴
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ア
ラ
ブ
諸
国
の
民
主
主
義
の
現
状
を
分
析
し
た
ガ
リ
ウ
ン
は
、

先
ず
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
挙
げ
、
そ
の
欠
陥
を
補
う
要

件
を
提
示
し
た
。
特
に
、「
副
次
的
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
少
数
党

派
に
対
す
る
政
治
的
責
任
の
付
与
、
そ
し
て
民
主
的
合
法
性
を

実
現
す
る
た
め
に
、
国
内
で
実
施
さ
れ
て
い
る
検
閲
の
縮
小
」

は
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、「
責
任
の
あ

る
、
職
権
を
付
与
さ
れ
た
任
務
に
就
く
権
利
は
誰
で
も
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
異
な
っ
た
社
会
階
級
の
国
民
に

よ
る
事
業
の
自
由
、
意
見
及
び
結
社
の
自
由
の
行
使
が
確
保
さ
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れ
な
け
れ
ば
、
平
和
的
で
順
序
立
っ
た
形
で
の
政
権
交
代
の
原

理
は
保
障
さ
れ
得
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば

国
家
は
、
権
力
を
掌
握
し
た
一
握
り
の
人
間
の
ほ
し
い
ま
ま
に

さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
、
強
者
が
弱
者
に
対
し
て
優
位
に

立
つ
状
況
が
生
ま
れ
る
。
人
間
社
会
が
法
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
、

不
満
が
蔓
延
し
て
し
ま
う
。

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
イ
フ
ト
の
ガ
リ
バ
ー
や
船
乗
り
シ
ン
ド
バ

ッ
ド
は
、
旅
か
ら
帰
っ
て
き
た
あ
と
、
他
国
の
非
文
明
と
比
較

し
、
法
治
国
家
の
優
位
性
を
称
賛
し
て
い
る
。
法
律
が
存
在
し

な
け
れ
ば
、
た
だ
逃
げ
る
し
か
な
い
、
野
蛮
な
社
会
と
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
作
っ
た
法
律

の
上
に
成
り
立
つ
世
界
、
神
の
意
志
に
基
づ
い
た
法
律
の
上
に

成
り
立
つ
世
界
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
住
む
世
界
は
違
っ
て
も
、
こ

の
二
人
に
と
っ
て
、
全
て
の
人
間
に
対
し
て
平
等
な
法
律
の
存

在
は
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

多
く
の
国
で
現
在
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
「
プ
ロ
ク
ル
ス
テ

ス
の
寝
台
」
的
制
度
を
廃
止
す
る
た
め
に
は
、
政
治
的
、
社
会

的
制
度
の
外
に
問
題
の
原
因
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
逆
に
、

基
本
的
権
利
を
明
確
に
し
、
共
有
し
、
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
。

我
々
の
国
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
他
の
独
裁
国
家
に
お
い
て
も
、

基
本
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
間
接
的
で
あ
っ

て
も
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

６．

ア
ラ
ブ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
課
題

カ
ン
ト
は
、
地
球
の
ど
こ
か
で
起
こ
っ
た
権
利
の
侵
害
は
、

地
球
の
い
か
な
る
場
所
で
も
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
（
29
）
と
主
張
し

た
。
こ
れ
に
先
駆
け
て
、
既
に
十
三
世
紀
日
本
の
仏
教
僧
、
日

蓮
は
、
そ
の
著
作
の
中
で
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
30
）

今
日
、

民
族
の
移
動
や
大
規
模
な
自
然
災
害
の
影
響
を
見
た
と
き
、
彼

ら
の
主
張
が
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

移
民
の
問
題
は
、
民
主
主
義
の
問
題
の
一
部
と
し
て
憲
法
上

で
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
、
移
民
の
大
部

分
は
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（H

annah
A

rendt,
1906 -1975

）
が
定

義
し
た
よ
う
に
、
全
て
の
権
利
を
剥
奪
さ
れ
、
搾
取
さ
れ
、
そ

の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
裸
の
人
間
」
で
あ
る
。

法
律
の
欠
如
は
疑
い
な
く
堕
落
を
も
た
ら
す
。
カ
モ
ッ
ラ
団
員

（
マ
フ
ィ
ア
）
の
船
や
密
売
人
の
船
の
操
業
は
、
そ
の
明
ら
か
な

例
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
我
々
の
社
会
の
「
人
権
の
尊
重
」
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は
、
多
く
の
場
合
、
不
法
入
国
者
臨
時
収
容
施
設
の
中
に
は
存

在
し
な
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
イ
タ
リ
ア
の
警
察
は
テ
ロ
リ

ス
ト
の
捜
査
は
行
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
密
輸
業
者
の
活
動
を

止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
政
治
家
、
企
業
家
と
労

働
者
協
会
は
、
労
働
力
の
配
置
政
策
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
、
特
に
そ
の
南
部
の
歴
史
と
多
く
の
ア
ラ
ブ
諸
国

の
そ
れ
に
は
共
通
点
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
社
会
に

も
、
本
当
の
意
味
で
の
激
し
い
革
命
的
な
運
動
が
起
こ
っ
た
こ

と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
エ
ジ
プ
ト
の
「
ア
ラ
ー
ヒ
ー
（‘U

ra -b� -

）

運
動
」、

（
31
）

そ
し
て
サ
ア
ド
・
ザ
グ
ル
ー
ル
（S

a‘ad
Z

aghlu -l,
1860 -

1927

）

（
32
）

の
た
め
に
行
わ
れ
た
デ
モ
の
よ
う
な
、
国
民
の
解
放
の
た

め
の
闘
争
運
動
は
、
本
当
の
自
由
主
義
革
命
を
引
き
起
こ
し
は

し
な
か
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
や
ア
ラ
ブ
諸
国
の
社
会
の
解
放
は
、

少
数
の
エ
リ
ー
ト
知
識
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
か

つ
て
王
族
、
ア
ミ
ー
ル
あ
る
い
は
外
国
の
列
強
に
よ
っ
て
統
治

さ
れ
て
い
た
国
は
、
自
由
主
義
の
基
準
に
基
づ
い
た
変
化
、
成

熟
段
階
を
通
し
て
独
立
国
家
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ッ

ビ
オ
は
ゴ
ベ
ッ
テ
ィ
（Piero

G
obetti,1901 -1926

）

（
33
）

を
引
用
し
、
自

由
主
義
革
命
と
は
、
社
会
を
抜
本
的
に
変
革
す
る
為
の
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
の
運
動
で
あ
る
と
解
釈
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
由
主
義
革
命
は
、
自
由
主
義
の
名
の
下
に
、
古
く
か
ら

根
付
い
て
い
る
イ
タ
リ
ア
の
社
会
的
罪
悪
か
ら
民
衆
を
解
放
す

る
革
命
で
あ
り
、
そ
の
自
由
主
義
と
は
、
哲
学
的
な
観
点
か
ら

み
れ
ば
対
立
的
な
歴
史
観
念
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
は
自
由
市

場
の
理
論
、
ま
た
政
治
的
な
観
点
に
お
い
て
は
法
律
に
基
づ
い

た
国
家
の
理
論
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
家

は
、
あ
ら
ゆ
る
専
制
政
体
に
反
対
し
、
市
民
の
基
本
的
な
自
由

の
行
使
を
保
障
す
る
」

（
34
）

既
に
十
九
世
紀
前
半
、
エ
ジ
プ
ト
の
ル
ト
フ
ィ
ー
・
ア
ッ
サ

イ
イ
ド
と
シ
リ
ア
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
他
の
知
識
人
は
、
自
由
市

場
及
び
市
民
の
自
由
を
保
障
す
る
法
的
制
度
は
不
可
欠
な
要
素

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
ア
ラ
ブ
世
界
の
み
な
ら
ず
、

他
の
地
域
に
も
今
日
存
在
す
る
問
題
が
、
政
治
的
な
指
導
者
が

慌
て
て
押
し
付
け
た
選
択
と
、
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
と
い
う
夢
へ

の
情
熱
に
起
因
し
て
、
国
家
の
解
放
の
時
期
に
生
じ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
の
知
識
階
級
は
ナ
セ
ル
の
計
画
を
全
面
的

に
支
持
し
て
い
た
が
、
六
日
間
戦
争
の
敗
北
は
社
会
に
急
激
な
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覚
醒
を
も
た
ら
し
た
。
ナ
セ
ル
は
辞
意
を
表
明
し
た
が
、
危
機

的
な
状
況
に
お
い
て
は
体
制
の
転
換
は
避
け
る
べ
き
と
の
判
断

か
ら
、
ナ
セ
ル
政
権
は
維
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
決
定
は

状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
内
部
討
議
に
よ

っ
て
広
く
問
題
を
検
証
し
、
責
任
の
所
在
を
追
及
す
る
か
わ
り

に
、
す
べ
て
の
政
治
的
な
批
判
が
抑
圧
さ
れ
、
敗
北
は
米
国
・

イ
ス
ラ
エ
ル
の
陰
謀
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
の
流
れ
を
勇
気
あ
る
数
人
の
知
識
人
は
批

判
し
た
。
同
じ
時
期
、
詩
人
ア
ド
ニ
ス
は
「
小
王
国
の
歴
史
に

つ
い
て
の
緒
論
」
と
い
う
詩
を
著
し
た
。
詩
は
、
独
裁
政
体
に

よ
る
罪
悪
と
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
苦
し
み
に
対
す
る
人
々
の
無
関

心
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、「
こ
れ
が
私
の
名
前
」

（
35
）

と
い
う
詩
の

中
で
は
、
個
人
の
意
識
の
目
覚
め
、
自
己
責
任
の
引
き
受
け
と

い
う
、
個
人
の
内
部
で
起
こ
る
変
化
の
必
要
性
が
何
度
も
強
調

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ア
ド
ニ
ス
は
、
東
洋
の
政
治
制
度
の
大

罪
の
み
な
ら
ず
、
拝
金
主
義
の
た
め
に
原
則
や
理
想
、
人
の
命

ま
で
犠
牲
に
す
る
西
洋
社
会
の
非
人
間
性
も
批
判
し
た
。
共
通

の
悪
に
つ
い
て
の
議
論
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
意
見
が
異

な
る
場
合
、
池
田
は
ミ
リ
ン
ダ
王
と
賢
人
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
（
那
先
）

比
丘
と
の
対
話
を
、
西
洋
の
合
理
性
と
東
洋
の
知
恵
と
の
精
神

的
な
出
会
い
の
模
範
に
す
る
事
を
提
案
し
て
い
る
。

（
36
）

議
論
は
政

治
的
な
視
野
で
は
な
く
知
恵
と
い
う
視
野
に
立
っ
て
行
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
政
治
的
な
議
論
の
場
合
、
経
済
的
脅
迫
や
武
力

の
誇
示
に
よ
っ
て
自
ら
の
優
位
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
し
ま

う
た
め
、
合
意
や
解
決
に
至
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
知
恵
を
基

に
す
れ
ば
、
他
文
化
に
対
す
る
理
解
と
尊
重
が
生
ま
れ
、
ま
た

創
造
性
を
基
に
す
れ
ば
、
相
手
の
尊
厳
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、

一
致
点
あ
る
い
は
双
方
が
合
意
で
き
る
解
決
策
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
自
由
で
対
等
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
目
指
す
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（Jürgen

H
aberm

as,
1929 -

）

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
の
概
念
と
一
致
す
る
。

（
37
）

７．

個
人
の
変
革
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成

社
会
的
、
政
治
的
な
姿
勢
に
変
化
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、

関
係
者
全
員
の
積
極
的
な
参
加
に
基
づ
い
た
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス

作
り
の
長
い
作
業
を
行
う
以
外
に
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味

で
は
、
知
識
人
の
責
任
感
を
喚
起
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

ボ
ッ
ビ
オ
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
知
識
人
は
、
善
意
に
つ
い
て



の
弱
々
し
い
発
言
、
あ
る
い
は
こ
の
世
界
に
嫌
気
が
差
し
、
隠

遁
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
事
で
は
そ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
は

で
き
な
い
。

（
38
）

ア
ド
ニ
ス
が
書
い
た
よ
う
に
、
ま
た
、
池
田
が
断
言
し
て
い

る
よ
う
に
、
全
て
は
一
人
の
人
間
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
よ

き
人
間
関
係
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
個
人
の
行
動
は
、
周
囲
に

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与
え
る
。
人
間
と
し
て
、
偏
見
や
差
別

を
越
え
て
い
く
た
め
に
は
、
自
己
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。

（
39
）

ユ

ン
グ
は
、
人
間
の
本
当
の
抜
本
的
な
変
革
は
、
個
人
間
の
イ
ン

タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

対
話
を
求
め
る
今
日
の
一
人
ひ
と
り
の
努
力
は
、
私
た
ち
を
明

日
の
平
和
の
文
化
に
導
い
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
さ
な

出
来
事
か
ら
私
た
ち
は
多
く
の
人
間
関
係
を
構
築
し
、
そ
の
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
、
自
然
に
、
よ
り
民
主
的
な
人
間
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
一
一
四
二
年
に
現
在
の
イ
ラ
ン
に
生
ま
れ
た
ペ
ル
シ
ャ
の
詩
人
。

彼
が
著
し
た
『
示
唆
の
本
』（L

e
livre

de
conseil

）
は
一
八
一

九
年
に
パ
リ
で
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
イ
ザ
ー
ク
（A

ntoine
Isaac

）

と
シ
ル
ベ
ス
ト
ル
・
ド
ゥ
＝
サ
シ
（S

ilvestre
de

S
acy

）
に
よ

っ
て
編
集
さ
れ
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
鳥
た
ち
の
言
葉
』

（L
e

L
angage

des
O

iseaux

）
は
ジ
ョ
ゼ
フ
＝
エ
リ
オ
ド
ー
ル
＝

ガ
ル
セ
ン
・
ド
ゥ
＝
タ
ッ
シ
（Joseph

H
éliodore

G
arcin

de

T
assy

）
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
著
『
ペ
ル

シ
ャ
人
に
お
け
る
詩
と
哲
学
』（P

oésie
philosophique

chez

les
P

ersans

）
の
な
か
で
も
こ
の
詩
に
言
及
し
て
い
る
。

（
２
）D

.Ikeda
e

M
.T

ehranian,
C

iviltà
globale

（
ミ
ラ
ノ
、
二
〇
〇

四
年
）、
七
二
―
三
頁
。
日
本
語
版
『
二
十
一
世
紀
へ
の
選
択
』

（
マ
ジ
ッ
ド
・
テ
ヘ
ラ
ニ
ア
ン
／
池
田
大
作
、
潮
出
版
社
、
二

〇
〇
〇
年
）
三
九
九
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
は
「
認
識
の
悲
観
主

義
」
と
な
っ
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ

ラ
ム
シ
の
言
葉
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

マ
ジ
ッ
ト
・
テ
ヘ
ラ
ニ
ア
ン
は
、
一
九
三
七
年
イ
ラ
ン
に
生

ま
れ
る
。
現
在
、
ハ
ワ
イ
大
学
教
授
、
戸
田
記
念
国
際
平
和
研

究
所
所
長
。
同
研
究
所
は
東
京
の
東
洋
哲
学
研
究
所
、
創
価
大

学
に
続
き
池
田
大
作
博
士
が
設
立
し
た
も
の
。

（
３
）
一
九
四
八
年
生
ま
れ
の
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
。
現
在
ロ
ー
マ
の

ル
イ
ス
・
グ
イ
ド
・
カ
ル
リ
大
学
で
教
鞭
を
執
り
な
が
ら
、
ハ

ー
バ
ー
ド
大
学
お
よ
び
タ
フ
ツ
大
学
で
も
客
員
教
授
を
つ
と
め

て
い
る
。
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
基
盤
』
（F

o
n

d
a

m
en

ti
d

el
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liberalism
o

、
ロ
ー
マ
、
一
九
九
六
年
）、『
生
命
の
価
値
』（Il

valore
della

vita

、
ミ
ラ
ノ
、
一
九
九
八
年
）、『
公
共
倫
理
』

（E
tica

pubblica

、
ミ
ラ
ノ
、
二
〇
〇
一
年
）、『
世
界
の
思
考
可

能
性
』（L

a
pensabilità

del
m

ondo

、
ミ
ラ
ノ
、
二
〇
〇
六
年
）

な
ど
人
権
、
倫
理
、
政
治
哲
学
に
関
す
る
多
く
の
著
作
が
あ
る
。

な
お
、
本
文
の
「
最
新
の
著
作
」
と
は
『
世
界
の
思
考
可
能
性
』

を
指
す
。

（
４
）『
文
化
と
帝
国
主
義
』（C

ulture
and

Im
perialism

、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
、
一
九
九
四
年
）、
日
本
語
版
は
一
・
二
巻
と
も
大
橋
洋

一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
―
二
〇
〇
一
年

（
５
）『
二
十
一
世
紀
へ
の
選
択
』
マ
ジ
ッ
ド
・
テ
ヘ
ラ
ニ
ア
ン
／

池
田
大
作

（
６
）「
外
へ
出
て
行
く
者
た
ち
」
と
い
う
意
味
で
、
七
世
紀
後
半
に

出
現
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ス
ラ
ー
ム
・
セ
ク
ト
の
一
般
的
総
称

で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
最
初
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
市
民
戦
争
、
す

な
わ
ち
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
数
年
間
続
い
た
ム
ス
リ
ム

の
共
同
体
に
対
す
る
覇
権
を
め
ぐ
る
紛
争
に
あ
る
。
六
五
六
年
、

第
三
代
カ
リ
フ
で
あ
っ
た
ウ
ト
マ
ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
ッ
フ
ァ
ン

（U
tm

an
ibn

A
ffan

）
が
反
乱
軍
に
殺
さ
れ
、
そ
の
後
継
を
め
ぐ

っ
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
従
弟
で
義
理
の
息
子
で
も
あ
る
ア
リ
ー

と
ダ
マ
ス
ク
ス
の
統
治
者
で
の
ち
に
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
初
代
カ
リ

フ
に
な
っ
た
ム
ア
ウ
ィ
ヤ
（M

u’a -w
iya

）
と
の
間
で
紛
争
が
あ

っ
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
は
ア
リ
ー
の
側
に

つ
い
て
い
た
が
、
六
五
八
年
に
起
き
た
シ
ッ
フ
ィ
ン
の
戦
い
を

機
に
ア
リ
ー
か
ら
の
申
し
出
を
断
っ
た
。
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
は

ア
リ
ー
に
反
抗
す
る
よ
う
に
な
り
、
六
六
一
年
に
は
ア
リ
ー
を

暗
殺
し
た
。
今
日
で
は
彼
ら
は
南
イ
ラ
ク
に
集
中
し
て
お
り
、

ス
ン
ニ
派
と
も
シ
ー
ア
派
と
も
区
別
さ
れ
る
。

（
７
）
一
九
三
〇
年
に
シ
リ
ア
に
生
ま
れ
た
詩
人
で
、
ア
ラ
ビ
ア
詩
に

お
け
る
最
も
重
要
な
改
革
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五
六

年
か
ら
パ
リ
へ
と
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
一
九
八
二
年
ま
で
、

ベ
イ
ル
ー
ト
で
知
的
活
動
を
行
う
。
な
お
本
文
で
と
り
あ
げ
た

箇
所
は
、『
祈
り
と
剣

―
ア
ラ
ビ
ア
文
化
論
』（L

a
prière

et

l’épée.
E

ssais
sur

la
culture

arabe

、
パ
リ
、
一
九
九
三
年
）

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
お
も
な
著
作
と
し
て
以
下
の
も
の

が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
ダ
マ
ス
ク
ス
の
人
ミ
ヒ
ャ
ー
ル
の
歌
』
、

『
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
本
』、『
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ス
ム
』。

（
８
）
一
九
四
六
年
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
生
ま
れ
た
詩
人
で
エ
ッ
セ
イ
ス

ト
で
あ
る
。
現
在
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
ア
ラ
ビ
ア
文
学
を
教
え

て
い
る
。
彼
の
作
品
は
非
常
に
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
的
色
彩

が
濃
く
出
て
い
る
。
な
お
、
本
文
で
取
り
上
げ
た
箇
所
は
、

『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
病
』（L

a
M

aladie
de

l’Islam

、
パ
リ
、
二
〇

〇
二
年
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

（
９
）
九
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
の
一
学
派
で
、
知
的

階
級
に
影
響
を
与
え
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、『
聖
ク
ル
ア
ー
ン
』

は
宇
宙
創
生
か
ら
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
後
に
造
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も

文
化
と
文
明
か
ら
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
学
派
は
大
き
な
迫
害
を
受
け
た



が
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
ア
ラ
ビ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
知
識
人

か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
の
も
の
を
参
照

さ
れ
た
い
。
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
エ
ン
ド
レ
ス
（G

erhard
E

ndress

）、

『
イ
ス
ラ
ー
ム

―
そ
の
歴
史
概
説
』
（D

er
Isla

m
:

ein
e

E
inführung

in
seine

G
eschichte

、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
一
九
八
二

年
）。

（
10
）
エ
ジ
プ
ト
文
学
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ス
ト
運
動
の
傑
物
の
一
人
で
、

彼
の
著
作
は
小
説
、
批
評
、
社
会
論
、
政
治
論
に
わ
た
っ
て
い

る
。
エ
ジ
プ
ト
の
外
で
は
彼
は
自
伝
『
ア
ル
・
ア
ヤ
ー
ム
』

（A
l-A

yyam

）
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自
伝
の
名

称
は
「
時
代
」
と
い
う
意
味
で
、「
エ
ジ
プ
ト
で
の
子
供
時
代
」、

「
時
代
の
流
れ
」、「
パ
リ
へ
の
道
」
と
い
う
三
部
構
成
に
な
っ

て
い
る
。

（
11
）
タ
ー
ハ
ー
・
フ
セ
イ
ン
、『
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
文
化
の
将
来
』

（M
ustaqbalal-thaqa -fa

fim
isr

、
カ
イ
ロ
、
一
九
四
六
年
）。

（
12
）
エ
ジ
プ
ト
の
新
聞
「
ア
ル
・
ジ
ャ
リ
ダ
」
の
編
集
者
で
あ
っ
た

が
、
後
に
政
党
「
ウ
ン
マ
党
」
を
設
立
し
た
。
彼
に
は
エ
ジ
プ

ト
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
著
作
が
あ
る
。
ま
た
、
エ
ジ

プ
ト
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
銀
行
の
設
立
を
推
進
し
た
。

（
13
）
エ
ジ
プ
ト
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
詩
人
、
文
芸
批
評
家
で
、
二

十
世
紀
ア
ラ
ビ
ア
詩
と
批
評
の
改
革
者
の
一
人
で
あ
る
。
ま
た
、

文
芸
批
評
の
同
人
誌
『
デ
ィ
ワ
ン
』（D

iw
an

）
を
創
設
し
た
。

（
14
）
ト
ル
コ
を
独
立
に
導
い
た
政
治
家
に
し
て
軍
人
で
、
オ
ス
マ
ン

朝
に
よ
る
支
配
が
終
わ
っ
た
後
、
初
代
大
統
領
と
な
り
、
カ
リ

フ
制
度
を
廃
止
し
た
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
重
要
な
文
化
改

革
を
行
い
、
ト
ル
コ
語
の
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
を
止
め
ラ
テ
ン

文
字
表
記
を
採
用
し
た
。
な
お
、
以
下
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た

い
。
Ｍ
・
ヤ
ッ
プ
、『
中
東
の
構
造：

一
七
九
二
―
一
九
二
三
』

（T
he

M
aking

of
the

N
ear

E
ast
1792 -1923

、
ロ
ン
ド
ン
、

一
九
八
七
年
）。

（
15
）
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
判
事
。
イ

ス
ラ
ー
ム
の
世
俗
主
義
に
お
け
る
知
性
の
父
と
見
な
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
彼
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
論
考
が
あ
り
、

後
に
宗
教
財
産
に
関
す
る
大
臣
を
つ
と
め
た
。

（
16
）
以
下
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ア
ド
ニ
ス
、『
黒
い
海
洋
』

（O
ceano

nero

、
ミ
ラ
ノ
、
二
〇
〇
六
年
）、M

.C
harfi

、『
イ
ス

ラ
ー
ム
と
自
由

―
歴
史
の
誤
解
』（Isla

m
et

lib
erté.

L
e

m
alentendu

historique

、
パ
リ
、
一
九
九
九
年
）、A

.
L

aroui

、

『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
現
実
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』（Islam

ism
e

M
odernism

e
L

iberalism
e

、
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
、
一
九
九
七
年
）。

（
17
）
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
独
立
を
導
き
、
植
民
地
支
配
が
終
わ
っ
た
あ
と

初
代
大
統
領
に
な
っ
た
。
ま
た
女
性
に
多
く
の
権
利
を
認
め
る

重
要
な
改
革
を
行
っ
た
。

（
18
）
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
、
伝
統
的
宗
教
の
知
識
を

兼
ね
備
え
て
い
た
政
治
的
活
動
家
。
労
働
組
合
に
関
す
る
著
作

が
あ
り
、
女
性
解
放
に
関
す
る
著
名
な
著
作
『
わ
れ
わ
れ
の
女

性
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
社
会
』（N

otre
F

em
m

e,
la

legislation

islam
ique

et
la

société

、
チ
ュ
ニ
ス
、
一
九
八
七
年
）
が
あ

る
。

（
19
）
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
家
・
政
治
家
。
彼
は
そ
の
著
作
の
な
か
で
南
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イ
タ
リ
ア
の
貧
困
地
域
の
状
況
を
訴
え
た
。
ま
た
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
戦
い
、
政
治
運
動
「
正
義
と
自
由
」
の
結
成
に
協
力
し
た
。

な
お
、
イ
タ
リ
ア
の
政
治
文
化
お
よ
び
社
会
文
化
に
関
し
て
も

著
作
を
残
し
て
い
る
。

（
20
）
教
育
か
ら
宗
教
を
分
離
さ
せ
る
考
え
。

（
21
）
Ｎ
・
ボ
ッ
ビ
オ
、『
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
民
主
主
義
へ
』（D

a
l

fascism
o

alla
dem

ocrazia

）
ミ
ラ
ノ
、
一
九
九
七
年
、
一
九
九

頁
。

（
22
）
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
・
政
治
家
。
フ
ァ
シ
ス
ト
政
権
下
で
知
的

活
動
を
行
い
、
閣
僚
と
し
て
教
育
シ
ス
テ
ム
の
改
革
を
行
っ
た
。

教
育
学
と
哲
学
に
関
す
る
著
作
が
あ
る
。

（
23
）
Ｎ
・
ボ
ッ
ビ
オ
、『
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
民
主
主
義
へ
』、
二
〇
〇

頁
。

（
24
）
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
・
法
学
者
。
彼
は
政
治
的
議
論
に
参
加
し
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
人
権
に
関
し
て
重
要
な
研
究
を
行
っ
た
。
彼

は
ま
た
上
院
議
員
に
も
任
命
さ
れ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
人
権
に

関
す
る
貢
献
に
よ
っ
て
多
く
の
博
士
号
を
獲
得
し
て
い
る
。
主

要
著
作
と
し
て
、『
政
治
と
文
化
』（
一
九
五
五
年
）、『
権
利
の

時
代
』（
一
九
九
〇
年
）、『
左
と
右
』（
一
九
九
四
年
）、『
フ
ァ

シ
ズ
ム
か
ら
民
主
主
義
へ
』
な
ど
が
あ
る
。

（
25
）
イ
タ
リ
ア
の
経
済
学
者
・
政
治
家
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
う
。
財

政
学
に
関
す
る
多
く
の
著
作
が
あ
り
、
一
九
四
八
年
に
は
イ
タ

リ
ア
の
大
統
領
に
な
っ
た
。

（
26
）
Ｎ
・
ボ
ッ
ビ
オ
、『
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
民
主
主
義
へ
』、
二
六
五

頁
。

（
27
）
シ
リ
ア
生
ま
れ
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
教
授
。
人
権
と
民
主
主
義

に
関
す
る
著
作
が
あ
る
。

（
28
）
イ
ス
ラ
ー
ム
の
作
家
・
活
動
家
。
ア
メ
リ
カ
で
の
学
生
生
活
を

終
え
た
後
、
西
洋
文
明
に
幻
滅
を
抱
き
、「
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
」

に
参
加
し
、
そ
の
最
も
重
要
な
思
想
家
に
な
っ
た
。
拘
束
さ
れ

て
い
た
期
間
に
、
急
進
的
で
教
義
的
な
書
物
を
著
し
、
そ
の
作

品
は
急
進
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
を
鼓
舞
し
た
。

（
29
）
Ｎ
・
ボ
ッ
ビ
オ
、『
権
利
の
時
代
』（L

’età
dei

diritti

）、
お
よ

び
カ
ン
ト
（Im

m
anuel

K
ant,
1724 -1804

）、『
永
遠
平
和
の
た

め
に
』（Z

um
ew

igen
F

rieden

）。

（
30
）
日
蓮
、『
立
正
安
国
論
』、「
国
を
失
い
家
を
滅
せ
ば
何
れ
の
所

に
か
世
を
遁
れ
ん
汝
須
く
一
身
の
安
堵
を
思
わ
ば
先
ず
四
表
の

静
謐
を

ら
ん
者
か
」、
創
価
学
会
版
『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全

集
』、
三
一
頁
。

（
31
）
一
八
七
九
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
エ
ジ
プ
ト
で
起
き
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
化
に
対
す
る
抵
抗
運
動
。

（
32
）
エ
ジ
プ
ト
の
国
民
的
指
導
者
。
当
時
エ
ジ
プ
ト
を
支
配
し
て
い

た
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
抵
抗
運
動
「
ワ
フ
ド
」（W

afd

）
を
組

織
し
た
。
後
に
首
相
と
な
り
、
エ
ジ
プ
ト
の
政
治
改
革
を
行
っ

た
。

（
33
）
イ
タ
リ
ア
の
政
治
活
動
家
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
下
、
雑
誌
『
自

由
革
命
』
を
発
刊
し
、
そ
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
、
そ

こ
で
没
し
た
。

（
34
）
Ｎ
・
ボ
ッ
ビ
オ
、“P

rem
essa”,

O
n

L
iberal

revolution,
under

the
editorship

of
N

.U
rbinati,Y

ale
U

niversity
Press,2001 .
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（
35
）
ア
ド
ニ
ス
、H

adha -
huw

a -
ism

� -,
M

uqaddim
a

li
ta’rikh

al-

m
ulu -k

al-taw
a’if,in

D
� -w

a -n,B
eirut,D

a -r
al’A

w
da -,1975 .

（
36
）D

.
Ikeda

and
M

.
T

ehranian,
G

lobal
C

ivilization,

、
一
三
〇

―
一
三
三
頁
。
日
本
語
版
『
二
十
一
世
紀
へ
の
選
択
』、
二
六

九
頁
以
降
。

（
37
）
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、『
他
者
の
受
容

―
多
文
化
社

会
の
政
治
理
論
に
関
す
る
研
究
』（D

ie
E

in
b

ezieh
u

n
g

d
es

A
nderen.

Studien
zur

politischen
T

heorie

）
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
〇
四
年
。

（
38
）
Ｎ
・
ボ
ッ
ビ
オ
、『
権
利
の
時
代
』、
一
四
二
頁
。

（
39
）
池
田
大
作
、「
第
三
十
一
回
『
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
日
』
記
念
提
言
『
新

民
衆
の
時
代
へ
　
平
和
の
大
道
』」

（
Ｆ
・
Ｍ
・
コ
ッ
ラ
オ
／
ナ
ポ
リ
東
洋
大
学
教
授
、

東
洋
哲
学
研
究
所
海
外
研
究
員
）

（
お
ん
だ
　
れ
い
こ
／
翻
訳
者
・
通
訳
者
）

（
マ
ル
チ
ェ
ラ
・
モ
ル
ガ
ン
テ
ィ
／
翻
訳
者
・
通
訳
者
）

（
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
二
十
八
―
二
十
九
日
に
イ
タ
リ
ア
・

ベ
ニ
ス
で
行
わ
れ
た
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
チ
ニ
財
団
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
の
発
表
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
）
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