
144

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
：

　
『
沈
黙
の
春
』
出
版
五
十
周
年
を
記
念
し
て

コ
ニ
ー
・
ラ
ッ
シ
ャ
ー

前
川
健
一　

訳

１　

は
じ
め
に

　

二
○
一
二
年
は
、
あ
る
一
冊
の
本
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
五
十

周
年
に
あ
た
る
記
念
の
年
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
に
出
版
さ
れ

た
こ
の
本
が
、
現
代
の
環
境
運
動
を
先
導
し
た
こ
と
は
、
広
く

認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
本
は
『
沈
黙
の
春あ
』
で
あ
り
、
そ
の

著
者
は
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
で
あ
る
。﹁
彼
女
が
発
し
た
数

千
語
に
よ
っ
て
、
世
界
は
新
し
い
方
向
に
踏
み
出
し
たい
﹂
と
言

わ
れ
て
い
る
。『
沈
黙
の
春
』
は
カ
ー
ソ
ン
の
最
晩
年
に
世
に
出

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
五
十
年
を
経
た
今
日
、
改
め
て

彼
女
が
遺
し
た
も
の
の
意
義
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
関
心
が
生

じ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
リ
サ
・
サ
イ
デ
リ
ス
と
キ

ャ
ス
リ
ー
ン
・
デ
ィ
ー
ン
・
ム
ー
ア
が
編
纂
し
た
見
事
な
論
文

集
『
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン

│
遺
産
と
挑
戦
』
の
序
論
で

編
者
二
人
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。﹁
現
代
的
な

意
味
で
は
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
＂
環
境
問
題
専
門
家
＂

に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、＂
環
境
問
題
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
＂
に

な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。『
沈
黙
の
春
』
は
、
殺
虫
剤
の
危
険
性

を
詳
細
に
報
告
し
、
見
境
の
な
い
使
用
に
対
し
て
は
っ
き
り
と

警
告
を
発
し
た
こ
と
で
、
彼
女
が
熟
知
し
最
も
愛
し
た
ジ
ャ
ン

ル
の
作
品
か
ら
は
、
多
く
の
点
で
離
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
るう
﹂。﹁
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
全
人
格
、
彼
女
の
仕
事
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の
全
体
、
彼
女
の
地
球
観
の
全
体
﹂
を
顕
彰
す
る
こ
と
の
重
要

性
は
、
サ
イ
デ
リ
ス
と
ム
ー
ア
だ
け
で
な
く
、
こ
の
控
え
め
で
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
勇
敢
な
女
性
が
遺
し
た
も
の
に
触
発
さ
れ
人

生
と
仕
事
に
大
き
な
変
化
を
生
じ
た
人
々
︵
私
自
身
を
含
め
︶
に

と
っ
て
、
分
か
り
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
・
文
化
的
・

宗
教
的
文
脈
に
お
け
る
、
全
体
性
と
い
う
こ
の
遺
産
こ
そ
、
本

稿
で
の
研
究
が
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
カ
ー
ソ
ン
の
生
涯
と
世
界
観
に
対
し
て
﹁
宗
教
的

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
と
い
う
用
語
を
適
用
す
る
の
は
適
当
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
こ
の
言
葉
は
、
彼
女
自
身
が
使
っ
た

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
本
誌
︵The  Jour

nal of the O
riental Studies

︶
そ
の
も
の
が
前
提
と
し
て
い
る
当
の

も
の
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
焦
点
と
し
て
い
る
主
題
の
範
囲
の
中

に
、
こ
う
し
た
用
法
を
正
当
化
す
る
最
初
の
手
掛
り
を
見
出
せ

る
。
そ
の
主
題
の
範
囲
の
輪
郭
を
描
け
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
は
、『
法
華
経
』
の
思
想
の
普
遍
性
、
東
西
哲
学
の
比

較
研
究
、
生
命
科
学
と
宗
教
、
人
権
と
宗
教
、
女
性
と
宗
教
、

環
境
問
題
と
宗
教
、
社
会
倫
理
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
な
ど
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
遺
し
た
も

の
が
こ
う
し
た
主
題
に
含
ま
れ
る
も
の
と
交
錯
す
る
こ
と
は
、

驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
研
究
を
提
示
す
る
に

あ
た
っ
て
、
一
つ
の
枠
組
み
を
与
え
て
く
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
我
々
は
次
の
こ
と
を
心
に
と
め
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

彼
女
は
積
極
的
な
環
境
運
動
の
活
動
家
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
環
境
運
動
と
い
う
考
え
方
が
存
在
す
る
よ
り
も
前

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
倫
理
学
者
で
あ
っ
た
が
、
他

の
倫
理
学
者
た
ち
が
彼
女
を
自
分
た
ち
の
一
員
と
認
め
る

に
は
長
い
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
女
性
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
時
代
、
科
学
と
公
務
は
男
性
に
独
占
さ
れ
て

い
た
。
彼
女
は
科
学
者
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
癌
に
よ
っ
て

死
に
瀕
し
な
が
ら
、
彼
女
の
時
代
の
偉
大
な
﹁
科
学
的
達

成
﹂
の
一
つ
で
あ
っ
た
殺
虫
剤
に
対
し
、
そ
れ
を
見
境
な

く
使
用
す
る
こ
と
に
警
告
を
発
し
た
。
結
局
、
彼
女
は
一

人
の
人
間
で
あ
っ
た
。
一
人
の
人
間
と
し
て
、
海
辺
に
た

た
ず
み
、
こ
の
世
界
の
美
と
神
秘
に
感
謝
を
抱
い
て
い
た

の
で
あ
るえ
。
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彼
女
の
生
涯
に
わ
た
る
幅
広
い
業
績
に
生
命
を
吹
き
込
み
、

そ
れ
を
一
貫
性
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な

世
界
観
と
彼
女
自
身
の
哲
学
を
一
言
で
要
約
す
る
な
ら
、﹁
宗
教

的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
言
葉
は
不
自
然

で
も
な
け
れ
ば
不
正
確
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
こ
の
表
現

が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
女
固
有
の
文

化
的
背
景
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
か
を
説
明

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
ま
ず
は
、
彼
女
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
西
洋
の
宗
教
・
哲
学
の
趨
勢
に
つ
い
て
、
必
要

な
範
囲
で
要
点
を
見
て
み
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
の
母
体
と

な
る
入
り
組
ん
だ
状
況
の
中
に
彼
女
は
生
ま
れ
落
ち
た
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
日
、

全
世
界
で
『
沈
黙
の
春
』
の
著
者
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
物

静
か
な
女
性
の
情
熱
と
生
涯
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、

以
下
の
研
究
の
中
で
、カ
ー
ソ
ン
の
﹁
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂

の
意
義
を
、
本
誌
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
掲
げ
て
い
る
テ
ー
マ

と
の
関
係
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

２　

カ
ー
ソ
ン
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を

取
り
巻
く
文
化
的
状
況

　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
生
涯
と
後
世
へ
の
影
響
を
記
述

す
る
に
あ
た
り
、﹁
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
と
い
う
用
語
を

使
う
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
正
当
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ

う
か
？　

お
そ
ら
く
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
最
も
直
接
的
な
答

え
を
手
短
に
示
す
に
は
、
本
誌
の
読
者
に
と
っ
て
お
馴
染
み
の

名
前
を
引
き
合
い
に
出
す
の
が
好
都
合
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ー
ソ
ン
と
ジ
ョ
ン
・

デ
ュ
ー
イ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・

カ
ー
ソ
ン
の
性
格
と
心
性
は
、
若
い
時
期
の
文
化
的
状
況
と
教

育
環
境
の
中
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
生
み
出

す
種
子
と
な
っ
た
り
、
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
影
響
を
与
え
た

も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
超
絶
主
義
者
た
ち
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
イ

の
哲
学
が
主
役
を
演
じ
た
進
歩
主
義
運
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

エ
マ
ー
ソ
ン
や
デ
ュ
ー
イ
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
彼
ら
自
身
の
背
景
に
あ
っ
た
宗
教
の
歴
史
に

言
及
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
の
歴
史
の
た
だ
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中
に
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
生
ま
れ
、
若
い
時
期
、
家

族
の
も
と
で
、
そ
の
宗
教
の
歴
史
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
わ
け
で
、
カ
ー
ソ
ン
の
﹁
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂

が
﹁
宗
教
的
﹂
で
あ
る
の
は
、
単
に
超
絶
主
義
者
た
ち
の
残
し

た
影
響
や
デ
ュ
ー
イ
自
身
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ムお
の
よ
う

な
仕
方
で
﹁
宗
教
的
﹂
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
メ

リ
カ
的
な
伝
統
の
も
と
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
た
ど
っ
た
複
雑

な
発
展
の
近
く
に
い
て
、
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
点

で
も
﹁
宗
教
的
﹂
な
の
で
あ
る
。

（
１
）　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

と
い
う
背
景

─
「
原
野
の
神
秘
主
義
」

　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
、
長
老
派
教
会
と
深
く
結
び
つ

い
た
家
族
の
中
に
生
ま
れ
た
。
長
老
派
教
会
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
一
派
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
改
革
者
ジ
ャ
ン
・

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
直
系
で
あ
る
。
カ
ー
ソ
ン
の
祖
父
は
、
長
老
派

の
牧
師
で
あ
り
、
彼
女
の
母
は
︵
長
老
派
の
︶
ワ
シ
ン
ト
ン
女
子

神
学
校
で
、
厳
格
な
古
典
的
教
科
課
程
で
教
育
を
受
け
たか
。
カ

ル
ヴ
ァ
ン
派
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
信
仰
の
一
形
態
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
宗
教
改
革
の
、
や

や
も
す
れ
ば
完
全
な
逆
説
と
も
な
る
も
の
を
生
み
出
し
て
き
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
特
徴
と
し
て
、

神
の
﹁
至
高
性
﹂︵
絶
対
的
超
越
︶
と
、
人
間
の
条
件
で
あ
る
﹁
堕

落
﹂︵
罪
︶
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
耳
を
疑
う
人
も
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
で
は
同
時
に
、
次
の
よ
う
な
重

要
な
神
学
的
理
解
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、︵﹁
聖
霊
の
内

的
証
言
﹂
と
し
て
知
ら
れ
る
教
義
を
通
じ
て
︶
神
的
な
も
の
は
、
自

然
及
び
キ
リ
ス
ト
教
信
者
個
人
の
両
方
の
中
に
、
実
在
し
て
お

り
直
接
的
で
あ
る
︵
内
在
し
て
い
る
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
るき
。
こ

の
後
者
の
側
面
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
信
仰
の
一
つ
の
重
要
な

次
元
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
カ
ー
ソ
ン
が
子
ど
も
時
代

に
体
験
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
の
伝
統
に
お
け
る
自
然
に
関
す
る
神
学
の
理
解
と
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
背
景
の
も
と
で
の
そ
の
多
様
な
展
開
と
は
、

神
信
仰
の
一
つ
の
方
向
性
を
代
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
自
然
世
界
と
の
交
流
を
通
じ
て
神
的
な
も
の
に
人
間
が
触

れ
合
う
こ
と
に
一
定
の
正
当
性
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
時
代
︵
十
七
世
紀
︶
か
ら
超
絶
主
義
の
登
場
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︵
十
九
世
紀
︶
に
い
た
る
ま
で
を
含
む
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
社
会
的
・
宗
教
的
な
歴
史
は
、
広
大
で
複
雑

で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
神
学
的
傾
向
は
、
明
ら

か
に
対
極
に
立
つ
こ
の
二
つ
の
も
の
を
、
普
通
に
考
え
れ
ば
思

い
も
か
け
ぬ
よ
う
な
仕
方
で
結
び
付
け
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

見
た
と
こ
ろ
、
最
も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
自
然
と
い
う
も
の
の

役
割
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
状
況

で
起
こ
っ
た
神
学
的
発
展
の
中
で
﹁
原
野
﹂
と
い
う
概
念
が
持

つ
文
化
的
重
要
性
で
あ
る
。
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ー

ソ
ン
は
、
手
紙
や
日
記
の
中
で
、
青
春
時
代
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派

か
ら
受
け
た
強
い
影
響
に
つ
い
て
認
め
て
い
る
し
、
実
際
、
カ

ル
ヴ
ァ
ン
派
で
継
承
さ
れ
た
原
野
の
概
念
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ロ
マ
ン
派
的
・
理
想
主
義
的
な
思
想
と
東
洋
宗
教
か
ら
の
影
響

に
関
し
、
エ
マ
ー
ソ
ン
が
両
者
を
受
容
す
る
よ
う
促
し
、
そ
の

受
用
の
仕
方
を
形
作
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ペ
リ
ー
・

ミ
ラ
ー
の
古
典
的
な
研
究
『
原
野
へ
の
使
い
︵Errand into the 

W
ilderness

︶』
で
論
証
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
の
研
究
者
で
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ

ズ
ム
と
超
絶
主
義
を
研
究
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
中
で
、
自

然
と
い
う
も
の
の
宗
教
的
意
義
が
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
跡
付
け
て
い
る
。﹁
エ
ド
ワ
ー
ズ
か
ら
エ
マ
ー
ソ
ン
へ
﹂
と

題
さ
れ
た
章
で
、
ペ
リ
ー
は
次
の
よ
う
に
断
言
し
て
い
る
。﹁
契

約
神
学
︵
そ
し
て
、
契
約
神
学
に
反
対
す
る
異
端
［
つ
ま
り
、
ク
ェ
ー

カ
ー
教
徒
］︶
か
ら
エ
ド
ワ
ー
ズ
や
エ
マ
ー
ソ
ン
に
い
た
る
ま
で
、

一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
努

力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
理
的
な
宇
宙
の
中
で
、
眼
も
眩
む

よ
う
な
神
性
の
似
像
に
、
直
接
的
に
対
面
し
、
媒
介
的
な
儀
礼

や
儀
式
抜
き
に
、
そ
う
し
た
宇
宙
に
見
入
ろ
う
と
す
る
努
力
で

あ
る
。︵
中
略
︶
自
ら
を
取
り
巻
く
原
野
と
の
何
ら
か
の
交
流
を

保
つ
た
め
の
方
法
、
そ
し
て
、
最
も
没
我
的
な
仕
方
で
保
つ
た

め
の
方
法
を
学
び
た
い
と
い
う
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
不
断
の
衝

動
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
るく
﹂。

　

魂
と
自
然
の
中
へ
神
が
流
出
し
、
神
が
内
在
し
て
い
る
と
い

う
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
な
神
学
的
理
解
、
す
な

わ
ち
神
が
遍
在
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
に
お

け
る
教
理
学
的
に
正
統
的
な
表
現
か
ら
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
超
絶

主
義
と
い
う
自
覚
的
な
異
端
へ
と
進
化
し
た
。
し
か
し
、
ア
メ

リ
カ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
主
導
し
た
エ
マ
ー
ソ
ン
と
そ
の
同
時
代
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人
た
ち
が
成
長
し
た
社
会
は
、
ミ
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
、﹁
ま
だ

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
文
化
的
刻
印
を
残
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、

神
学
的
に
は
既
に
転
回
が
生
じ
て
い
た
が
、
文
化
的
に
は
ま
だ

だ
っ
た
の
で
あ
る
﹂。
そ
れ
故
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
次
の
よ
う
な
時

代
描
写
を
、
懐
か
し
げ
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。﹁
私

の
少
年
時
代
、
周
り
に
い
た
全
て
の
人
々
の
生
活
と
性
格
の
中

で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
ま
だ
力
を
持
っ
て
お
り
、
影
響
力
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
立
ち
居
振
る
舞
い
や
会
話
に
、
深
い
宗
教
的

色
合
い
を
与
え
て
い
たけ
﹂。
エ
マ
ー
ソ
ン
の
生
涯
の
中
で
、
こ
の

生
気
あ
ふ
れ
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
的
キ
リ
ス
ト
教
を
代
表
す
る
者

と
し
て
、
お
ば
の
メ
ア
リ
ー
・
ム
ー
デ
ィ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
以
上

の
者
は
い
な
い
。
彼
女
は
、
敬
虔
な
正
統
的
信
仰
者
と
し
て
、

自
然
の
雄
大
さ
と
美
の
内
に
﹁
自
然
と
啓
示
の
唯
一
な
る
御
作

者
﹂
を
観
想
す
る
よ
う
、
自
ら
の
若
い
甥
を
う
な
が
し
た
の
で

あ
るこ
。﹁
メ
ア
リ
ー
・
ム
ー
デ
ィ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
に
お
け
る
原
野

の
歓
喜

│
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
超
絶
主
義
を
結
ぶ
一
つ
の
環
﹂

と
い
う
論
文
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｒ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
描

写
し
て
い
る
の
は
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
お
ば
が
、
メ
イ
ン
に
あ
っ

た
彼
女
の
農
場
で
、
極
め
て
濃
密
な
か
た
ち
で
体
験
し
た
自
然

に
つ
い
て
の
神
秘
主
義
で
あ
り
、﹁︵
エ
マ
ー
ソ
ン
に
対
し
︶
都
会

を
離
れ
て
自
然
の
中
で
の
孤
独
を
求
め
、
神
的
な
も
の
を
感
受

す
る
こ
と
を
願
っ
て
精
神
的
な
原
野
の
中
で
自
我
を
放
棄
す
る

よ
う
に
駆
り
立
て
た
﹂
彼
女
の
粘
り
強
い
勧
め
で
あ
るさ
。
エ
マ
ー

ソ
ン
は
、﹁
自
然
の
中
に
は
発
見
を
待
っ
て
い
る
聖
な
る
も
の
が

あ
る
こ
と
を
理
解
しし﹂、﹁
自
然
﹂︵
一
八
三
六
年
︶
と
﹁
神
学
校
で

の
講
演
﹂︵
一
八
三
八
︶
で
宣
言
す
る
頃
ま
で
に
は
、
彼
が
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
の
中
で
体
験
し
た
自
然
に
つ
い
て
の
神
秘
主
義
が
、

独
自
の
知
的
総
合
へ
と
進
化
し
た
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
、
彼
の
お
ば
な
ら
﹁
汎
神
論
﹂
と
い
っ
て
非
難
せ
ず
に
は

す
ま
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
たす
。

　
﹁
自
然
と
国
家
的
自
我
﹂
の
中
で
、
ミ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。﹁
自
然
﹂
に
お
け
る
エ
マ
ー
ソ
ン
の
思
想
が
人
々
を

支
配
し
、
一
八
五
○
年
か
ら
六
○
年
に
わ
た
る
十
年
間
、
文
化

の
領
域
で
彼
が
﹁
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
﹂
こ
と
は
、
ア
メ
リ

カ
の
自
己
理
解
の
転
換
点
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、﹁
エ

マ
ー
ソ
ン
に
よ
っ
て
、
ま
だ
明
確
な
形
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た

共
同
体
［
国
民
］
全
体
の
関
心
事
が
示
さ
れ
た
﹂。
そ
れ
は
、
自

然
対
文
明
と
い
う
純
ア
メ
リ
カ
的
な
主
題
で
あ
っ
たせ
、
と
。
広
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大
な
ア
メ
リ
カ
の
原
野
が
、
西
部
へ
の
拡
大
、
都
市
化
、
工
業
化
、

功
利
主
義
的
気
風
の
増
大
と
い
っ
た
も
の
に
覆
い
尽
く
さ
れ
て

い
た
時
、
国
民
的
な
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、

自
然
は
、
聖
な
る
も
の
、
贖
罪
と
霊
的
な
再
生
、
霊
感
、
美
徳
、

善
、
美
、
無
垢
と
い
っ
た
も
の
と
文
化
的
に
深
く
結
び
付
い
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、﹁
自
然
の
国
﹂
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の

自
己
理
解
に
お
い
て
は
、
文
明
の
容
赦
な
い
行
進
と
﹁
進
歩
﹂

に
よ
る
征
服
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
当
の
原

野
が
、
同
時
に
国
民
の
道
徳
的
健
康
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
。

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
生
ま
れ
た
頃
︵
一
九
○
七
年
︶
ま
で

に
は
、
こ
の
文
化
的
な
動
向
は
発
展
を
続
け
、
よ
り
濃
密
に
、

よ
り
複
雑
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
自
然
に
対
す
る
家
族
の

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
的
な
宗
教
的
態
度
と
、
ア
メ
リ
カ
・
ル
ネ
サ
ン

ス
の
偉
大
な
哲
学
的
・
文
学
的
達
成
︵
成
人
し
て
か
ら
、
レ
イ
チ
ェ

ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
枕
元
に
は
い
つ
も
ソ
ロ
ー
の
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
が

あ
っ
た
︶
の
両
方
を
、
彼
女
は
直
接
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
実

際
、
レ
イ
チ
ェ
ル
に
こ
の
文
化
的
な
遺
産
を
手
渡
し
た
の
は
、

彼
女
の
母
マ
リ
ア
・
カ
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
自

身
の
自
然
学
習
運
動
へ
の
献
身
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
運

動
は
、
こ
の
文
化
的
・
宗
教
的
な
遺
産
か
ら
生
ま
れ
た
成
果
で

あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
環
境
運
動
の
歴
史

的
発
展
な
ら
び
に
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
双
方
に
と
っ
て
、
無
視
で
き
な
い
意
義
を
持
つ
よ

う
な
仕
方
で
、
こ
の
文
化
的
・
宗
教
的
な
遺
産
を
一
つ
の
形
に

し
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
ア
メ
リ
カ
の
自
然
学
習
運
動

　

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
で

は
、
自
然
対
文
明
と
い
う
国
民
的
命
題
に
現
れ
た
道
徳
的
ジ
レ

ン
マ
が
、
容
易
な
ら
ぬ
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
第
二
次
産

業
革
命
に
よ
っ
て
、
工
業
資
本
主
義
と
都
市
化
に
よ
る
社
会
問

題
は
深
刻
さ
の
度
を
増
し
た
。
と
い
う
の
も
、﹁
職
場
に
お
け
る

科
学
と
技
術
的
合
理
性
の
結
合
﹂
は
、
労
働
効
率
の
向
上
を
も

た
ら
し
た
だ
け
で
は
な
く
、﹁
生
産
体
制
の
組
織
化
に
と
も
な
う
、

自
律
性
の
喪
失
と
作
業
内
容
の
均
一
化
﹂
と
い
う
ス
ト
レ
ス
を

生
み
出
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
は
﹁
自
然
に
目
を

向
け
た
。
そ
れ
は
、
目
に
余
る
ほ
ど
の
官
僚
的
文
化
と
は
異
な

り
、
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を
増
大
さ
せ
る
、
無
媒
介
の
経
験
を
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再
び
手
に
入
れ
る
た
め
で
あ
っ
たそ
﹂。
自
然
学
習
運
動
は
、
進
歩

主
義
時
代
の
社
会
改
革
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
出
現
し
た
。
そ

れ
は
、
教
育
に
対
す
る
進
歩
主
義
的
な
問
題
意
識
の
基
本
的
な

特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

自
然
学
習
を
提
唱
し
た
人
々
は
、
彼
ら
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た

子
ど
も
た
ち
に
、
現
代
科
学
の
世
界
観
を
分
け
与
え
よ
う

と
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
科
学
的
探
究
の
対
象
で
あ

る
自ネ

イ
チ
ャ
ー然を
使
っ
て
、［
子
ど
も
た
ち
の
］
精
神
的
・
倫
理
的

発
展
を
育ナ

ー
チ
ャ
ー成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
教
育
の

中
に
は
、
科
学
的
探
究
の
限
界
を
認
識
す
る
こ
と
も
含
ま

れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
自
然
学
習
が
も
と
づ
く

世
界
観
の
核
心
に
は
、
自
然
そ
れ
自
体
が
贖
罪
を
も
た
ら

し
う
る
と
い
う
信
念
が
あ
っ
たた
。

　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
生
ま
れ
た
一
九
○
七
年
ま
で
に

は
、﹁
自
然
学
習
は
、
高
い
人
気
を
得
て
、
全
国
い
た
る
と
こ
ろ

の
学
校
で
教
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
運
動
は
、
多
く
の
す

ぐ
れ
た
知
識
人
た
ち
か
ら
も
支
持
を
得
、
専
門
的
な
学
会
の
設

立
と
学
問
的
な
機
関
誌
が
あ
る
こ
と
は
自
慢
の
種
で
あ
っ
たち
﹂。

自
然
学
習
運
動
に
と
っ
て
不
可
欠
の
思
想
を
提
供
し
た
知
識
人

の
中
で
、
特
筆
す
べ
き
人
と
し
て
、
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
に
加
え
て
、
ス
イ
ス
の
教
育
家
ヨ

ハ
ン
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
ツ
ィ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
牧
口
常

三
郎
の
思
想
に
と
っ
て
、
ま
た
若
き
池
田
大
作
に
と
っ
て
、
ペ

ス
タ
ロ
ッ
ツ
ィ
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
人
間
主
義
教
育
に
お
い
て
分
水

嶺
に
あ
た
る
こ
の
時
代
の
変
革
の
力
は
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー

ソ
ン
の
＂
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
＂

│
幼
い
時
期
の
教
育

内
容
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た

│
と
、
創
価
学
会
の
教
育

史
と
哲
学
と
に
と
っ
て
共
通
の
起
源
な
の
で
あ
り
、
こ
の
一
致

は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
るつ
。

　

こ
の
こ
と
は
、
大
部
分
、
レ
イ
チ
ェ
ル
の
母
マ
リ
ア
・
カ
ー

ソ
ン
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー

ソ
ン
の
伝
記
作
者
に
よ
っ
て
、﹁
完
璧
な
自
然
学
習
の
教
師
﹂
と

し
て
描
写
さ
れ
て
い
るて
。
彼
女
は
、
巨
大
な
分
水
嶺
に
お
け
る

別
々
の
河
流
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
き
た
宗
教
的
世
界
観
と
哲
学

的
世
界
観
を
効
果
的
に
合
流
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
一
国
の
子
ど
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も
の
性
格
を
形
成
し
、
道
徳
的
発
展
を
導
く
よ
う
に
計
画
さ
れ

た
、
統
合
的
で
全
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
い
う
、
首
尾
一
貫

し
た
進
歩
主
義
的
な
教
育
理
念
へ
と
合
流
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
宗
教
性
の
河
流
に
含
ま
れ
る
も
の
の
中
で
は
、
キ
リ
ス

ト
教
的
・
有
神
論
的
な
﹁
自
然
に
関
す
る
神
学
﹂
の
諸
命
題
が

顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
、
自
然
学
習
の
教
育
教
材

の
中
で
、
発
展
さ
せ
ら
れ
表
現
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
工
業
化
と
都
市
化
の
病
弊
を
最
初
に
診
断
し
た
ア
メ

リ
カ
の
超
絶
主
義
者
た
ち
の
知
的
・
文
学
的
遺
産
も
、
自
然
学

習
運
動
に
と
っ
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ

れ
は
ま
た
引
き
続
き
起
こ
っ
た
ア
メ
リ
カ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
全

般
的
思
潮
で
も
あ
っ
たと
。
さ
ら
に
、
公
共
的
知
識
人
と
し
て
の

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
役
割
は
、
自
然
学
習
運
動
に
お
け
る
重

要
性
と
い
う
点
で
、
い
く
ら
誇
張
し
て
も
誇
張
し
す
ぎ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
こ
に
は
、﹁
宗
教
的
な
も
の
﹂
と
﹁
お
の
ず
か
ら
な

る
敬
虔
さ
﹂
に
つ
い
て
の
哲
学
、
経
験
や
美
的
経
験
の
哲
学
、

科
学
に
つ
い
て
の
全
体
論
的
な
見
方
と
い
っ
た
も
の
が
含
ま
れ

る
。
事
実
、
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
、
自
然
学
習
は
全
体
論
的
科

学
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
知
識

に
つ
い
て
の
全
体
論
的
な
見
方
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
人
格

の
発
展
に
お
い
て
関
係
性
が
十
全
で
あ
る
こ
と
が
持
つ
倫
理
的

重
要
性
を
完
全
な
か
た
ち
で
伝
え
る
の
で
あ
るな
。

　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
、
幼
い
時
か
ら
、
自
然
学
習
の

子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、マ
リ
ア
・
カ
ー
ソ
ン
は
、

自
然
学
習
運
動
の
古
典
を
使
っ
て
彼
女
を
教
育
し
た
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
リ
バ
テ
ィ
・
ハ
イ
ド
・
ベ
イ
リ
ー
︵『
自
然
学

習
の
理
念

│
自
然
に
対
す
る
児
童
の
共
感
を
生
み
出
す
た
め
の
新
学

校
運
動
の
一
解
釈
』、
一
九
○
三
年
︶、
ア
ン
ナ
・
ボ
ツ
フ
ォ
ー
ド
・

コ
ム
ス
ト
ッ
ク
︵『
自
然
学
習
の
手
引
き
』、
一
九
一
一
年
︶、
そ
れ
に
、

ジ
ー
ン
・
ス
ト
ッ
ラ
ト
ン
・
ポ
ー
タ
ー
の
作
品
を
は
じ
め
と
す

る
大
衆
的
な
自
然
学
習
文
献
の
精
華
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
ポ
ー
タ
ー
は
﹁
自
然
を
通
じ
て
子
ど
も
は
神
に
導

か
れ
る
と
信
じ
た
、
自
然
学
習
運
動
の
使
徒
﹂
と
言
わ
れ
た
人

で
あ
るに
。
レ
イ
チ
ェ
ル
は
子
ど
も
時
代
を
、
自
然
の
中
で
、
母

と
と
も
に
過
ご
し
た
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
家
の
周
り
に
広

が
る
森
や
野
原
や
水
路
に
い
る
生
き
物
を
、
嬉
々
と
し
て
探
索

し
、
熱
心
に
研
究
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
ま
た
、
レ
イ

チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
文
学
へ
の
愛
に
目
覚
め
る
時
で
あ
っ
た
。
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彼
女
が
愛
し
た
の
は
、
書
く
こ
と
に
そ
な
わ
る
生
命
を
形
作
る

力
で
あ
り
、
そ
れ
が
伝
え
る
自
然
の
驚
異
の
世
界
は
、
彼
女
自

身
が
鮮
烈
に
経
験
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
自
然

学
習
運
動
の
目
標
に
は
、
科
学
教
育
へ
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ

と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
目
指
し
て
い
た
の
は
、

既
成
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
改
革
と
し
て
、
子
ど
も
の
五
感
を
結

び
つ
け
、﹁
事
実
﹂
を
教
え
る
前
に
好
奇
心
を
養
い
、﹁
目
の
前

に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
生
き
生
き
と
し
た
共
感
﹂
を

植
え
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
たぬ
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
は
、
以
下

の
よ
う
な
道
徳
的
目
的
に
と
っ
て
役
立
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
自
然
の
中
に
い
る
人
間
以
外
の
生
き
物
と
の
直
接

的
な
関
わ
り
か
ら
、
自
然
で
あ
る
と
と
も
に
文
化
で
も
あ
る
と

理
解
さ
れ
る
地
域
共
同
体
を
経
て
、
国
家
と
い
う
生
命
体
へ
と
、

子
ど
も
が
持
つ
倫
理
的
関
係
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。

全
体
論
的
な
道
徳
教
育
を
通
じ
て
、
健
全
な
市
民
と
市
民
と
し

て
の
責
任
感
が
育
つ
と
い
う
、
こ
の
進
歩
主
義
的
な
信
念
、
す

な
わ
ち
、
自
然
学
習
・
教
育
改
革
・
民
主
主
義
の
間
に
あ
る
重

大
な
連
関
に
つ
い
て
、
自
然
学
習
運
動
の
提
唱
者
の
一
人
は
次

の
よ
う
に
断
言
し
て
い
る
、﹁
民
主
主
義
は
、
大
規
模
な
自
然
学

習
運
動
で
あ
るね
﹂。
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
人
生
に
お
い
て
、

こ
の
大
胆
な
理
念
は
ど
の
程
度
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
我
々
の
研
究
は
、
次
に
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
。

３　

カ
ー
ソ
ン
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が

　

後
世
に
遺
し
た
も
の

　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
﹁
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂

の
本
質
的
な
起
源
は
、
彼
女
の
子
ど
も
時
代
に
あ
る
。
母
の
愛

と
献
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
、
自
然
学
習
運
動
に
基
づ
い
て
、

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
、
生
涯
の
終
わ
り
に
、
彼
女
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
観
と
人
間
主
義
的
気
風
が
、
驚
異
へ
の

感
受
性
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
。
カ
ー
ソ
ン
の
伝
記

を
書
い
た
リ
ン
ダ
・
リ
ア
は
、
マ
リ
ア
・
カ
ー
ソ
ン
が
レ
イ
チ

ェ
ル
に
伝
え
た
、
こ
の
﹁
精
神
的
遺
産
﹂
に
つ
い
て
強
調
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
レ
イ
チ
ェ
ル
は
母
の
死
を
悼
み
、
友
人
に

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、﹁
母
は
生
命
を
愛
し
、
全
て
の
生
き

物
を
愛
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
女
の
並
外
れ
た
美
質
で
し
た
。

⋮
⋮
私
の
知
っ
て
い
る
誰
よ
り
も
、
彼
女
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
言
う
﹁
生
命
へ
の
畏
敬
﹂
を
体
現
し
た
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人
で
し
た
。
穏
や
か
で
同
情
心
に
富
ん
だ
人
で
し
た
が
、
間
違

っ
て
い
る
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
激
し
く
戦
い
ま
し
た
。
ま

る
で
今
私
た
ち
が
戦
い
に
加
わ
っ
て
い
る
十
字
軍
の
よ
う
に
！　

あ
の
こ
と
に
つ
い
て
彼
女
が
ど
う
感
じ
て
い
た
の
か
が
分
か
れ

ば
、
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
上
で
の
励
み
に
な
る
で
し
ょ
うの
﹂。
こ

こ
で
カ
ー
ソ
ン
が
語
っ
て
い
る
﹁
十
字
軍
﹂
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、『
沈
黙
の
春
』
の
原
稿
の
こ
と
で
あ
る
。
数
年
後
、
彼

女
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
な
る
癌
と
戦
い
な
が
ら
、
彼
女
は
原

稿
を
完
成
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
た
。
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ

ァ
イ
ツ
ァ
ー
こ
そ
が
、
彼
女
が
『
沈
黙
の
春
』
を
献
呈
し
た
人

物
で
あ
り
、
出
版
後
、
彼
女
が
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
か
ら
受
け

取
っ
た
直
筆
の
礼
状
は
、﹁
彼
女
に
と
っ
て
最
大
の
宝
物
﹂
と
な

っ
たは
。

　

そ
の
後
、
カ
ー
ソ
ン
は
動
物
福
祉
協
会
か
ら
ア
ル
ベ
ル
ト
・

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
・
メ
ダ
ル
を
受
賞
し
た
が
、
そ
の
時
、﹁
生

命
へ
の
畏
敬
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
、﹁
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
博
士
は
、
人
間
同
士
の
関
係

に
関
わ
る
だ
け
で
は
、
我
々
は
本
当
の
意
味
で
文
明
化
さ
れ
た

と
は
言
え
な
い
、
と
語
り
ま
し
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
人
間
と

全
て
の
生
き
物
と
の
間
の
関
係
な
の
で
すひ
﹂。
大
学
在
学
中
、カ
ー

ソ
ン
が
英
文
学
か
ら
生
物
学
へ
と
専
攻
を
変
え
た
時
、
彼
女
は

専
門
家
と
し
て
の
長
い
旅
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
旅
の

間
、
幼
い
時
か
ら
受
け
て
い
た
全
体
論
的
な
人
間
形
成
に
よ
っ

て
、
彼
女
が
行
う
科
学
調
査
は
、﹁
全
て
の
生
き
物
﹂
に
そ
な
わ

る
神
秘
を
祝
福
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
科
学
者
と
し
て
、
彼
女

は
、
自
ら
の
宗
教
的
な
人
間
形
成
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界

観
が
生
物
学
者
と
し
て
の
使
命
と
衝
突
す
る
と
考
え
た
こ
と
は

一
度
も
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
哲
学
的
影
響
が
後

世
に
遺
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
彼
女
の
科

学
者
と
し
て
の
仕
事
は
、﹁
全
て
の
生
き
物
﹂
と
い
う
全
体
性
を

対
象
と
す
る
美
的
経
験
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
全
く
な
い
。
実
際
、

美
的
な
も
の
と
科
学
的
な
も
の
を
深
い
レ
ベ
ル
で
統
合
し
て
い

る
こ
と
こ
そ
が
、
自
然
を
テ
ー
マ
と
し
た
彼
女
の
作
品
を
際
立

っ
た
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、『
沈
黙
の

春
』
は
、
真
に
人
間
主
義
的
な
宗
教
的
確
信
を
直
接
に
訴
え
か

け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
カ
ー
ソ
ン
の
女
性
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
、
彼
女
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
合
流
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点
に
臨
む
の
で
あ
り
、
男
性
が
支
配
的
な
時
代
に
女
性
と
し
て

彼
女
が
職
業
生
活
に
お
い
て
経
験
し
た
遍
歴
に
向
き
合
う
の
で

あ
る
。
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
人
生
は
、
強
さ
・
人
格
・

専
門
的
能
力
の
点
で
、
お
手
本
と
な
る
よ
う
な
女
性
に
恵
ま
れ

て
い
た
。
自
然
学
習
運
動
に
は
、
有
名
で
高
い
敬
意
を
払
わ
れ

て
い
た
女
性
科
学
者
た
ち
が
か
か
わ
っ
て
い
た
が
、
カ
ー
ソ
ン

は
若
い
頃
、
彼
女
た
ち
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
。
歴
史
的
に
見

れ
ば
、
自
然
学
習
運
動
と
進
歩
主
義
の
時
代
は
、
女
性
の
宗
教

上
の
地
位
や
、
こ
う
し
た
女
性
が
文
化
に
対
し
て
与
え
る
創
造

的
影
響
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ

の
こ
と
は
い
ま
だ
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ

ァ
ニ
ア
に
あ
る
現
在
の
チ
ャ
タ
ム
・
カ
レ
ッ
ジ
の
学
生
だ
っ
た

頃
、
彼
女
を
教
え
、
勇
気
づ
け
た
女
性
た
ち
が
何
人
か
い
た
が
、

そ
の
助
け
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
人
生
の
進
路
を
変
え
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
そ
の
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
るふ
。
カ
ー
ソ
ン
が
生
涯
に

わ
た
り
、
女
性
た
ち
の
間
に
あ
っ
て
発
展
さ
せ
た
、
自
信
と
精

神
的
な
し
な
や
か
さ
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う

の
も
、『
沈
黙
の
春
』
の
出
版
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
ア
メ
リ
カ
全

土
を
舞
台
と
し
た
白
熱
し
た
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
石
油
化
学

産
業
・
ア
メ
リ
カ
政
府
・
研
究
大
学
、
そ
れ
に
彼
ら
を
支
持
す

る
お
お
ぜ
い
の
人
々
と
い
っ
た
も
の
の
内
部
で
組
織
さ
れ
た
勢

力
が
、
悪
意
に
満
ち
、
女
性
嫌
悪
を
む
き
出
し
に
し
て
、
彼
女

の
専
門
的
能
力
や
人
格
に
対
し
て
非
難
を
浴
び
せ
たへ
。
カ
ー
ソ

ン
が
こ
の
期
間
に
経
験
し
た
苦
悶
や
憤
り
、
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な

い
道
徳
的
不
屈
さ
と
い
っ
た
も
の
は
、
進
行
中
の
転
移
性
の
乳

癌
に
よ
っ
て
、
衰
弱
が
進
ん
で
い
く
こ
と
に
苦
し
む
中
で
、
心

に
抱
か
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
自
身
の
癌
と
の
真
っ
向
か
ら
の

戦
い
は
、
公
衆
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。﹁
化
学
産
業

が
彼
女
の
病
気
を
利
用
し
て
、
彼
女
の
科
学
的
客
観
性
の
信
用

を
傷
つ
け
よ
う
と
し
な
い
よ
う
に
﹂
と
彼
女
が
主
張
し
た
か
ら

だ
。﹁
よ
り
大
き
な
善
を
達
成
す
る
た
め
に
、
彼
女
は
沈
黙
を
守

っ
た
﹂、
そ
し
て
、
ご
く
わ
ず
か
の
親
友
た
ち
を
除
い
て
、
全
て

の
人
々
に
対
し
て
病
気
の
こ
と
を
秘
密
に
し
た
の
で
あ
るほ
。
リ

ン
ダ
・
リ
ア
は
、
自
ら
が
著
し
た
素
晴
ら
し
い
カ
ー
ソ
ン
の
伝

記
の
た
め
に
、﹁
自
然
の
側
に
立
つ
証
人
﹂
と
い
う
題
名
を
選
ん

だ
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、﹁
証
人
﹂
を
意
味
す
る
語
が
、

ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
採
ら
れ
、m

artyr

︵
殉
教
者
︶
と
い
う
教
会
ラ

テ
ン
語
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
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カ
ー
ソ
ン
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
な
お
一
層
の
訴
求

力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
理
由
は
、
真
に
人
間
主
義
的
な
宗
教
の
方
向
性
と
し
て
、

彼
女
の
総
合
的
で
全
体
論
的
な
世
界
観
は
、
人
権
と
社
会
倫
理

へ
の
顧
慮

│
完
全
な
広
が
り
と
重
要
性
へ
と
発
展
す
る
出
発

点
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
し
て
も

│
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
で

あ
るま
。
我
々
の
研
究
か
ら
焦
点
を
当
て
た
場
合
、
青
春
時
代
の

自
然
学
習
に
よ
っ
て
カ
ー
ソ
ン
が
人
間
形
成
し
た
こ
と
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
二
点
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た

い
。
第
一
に
、
市
民
と
し
て
の
責
任
や
市
民
と
し
て
の
権
利
、

そ
れ
に
人
間
の
自
然
に
対
す
る
関
係
の
意
義
と
い
っ
た
こ
と
に

対
し
、
教
育
は
不
可
分
の
関
係
を
有
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
今

日
で
は
改
め
て
関
心
を
集
め
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
詩
人

で
あ
り
社
会
批
評
家
で
あ
る
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
ベ
リ
ー
の
よ
う
な

社
会
的
関
心
を
持
っ
た
知
識
人
や
、
オ
リ
オ
ン
協
会
の
活
動
な

ど
に
よ
る
、
民
主
主
義
の
再
活
性
化
へ
の
呼
び
か
け
の
中
に
、

カ
ー
ソ
ン
が
遺
し
た
影
響
が
こ
だ
ま
し
て
い
るみ
。
第
二
に
、
レ

イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
驚
異

へ
の
感
受
性
と
人
権
と
い
う
問
題
と
の
交
錯
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
、
我
々
に
要
求
す
る
。
自
然
世
界
の

中
で
子
ど
も
が
経
験
す
る
こ
と
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
面
で
、

成
長
と
い
う
面
で
、
そ
し
て
、
道
徳
的
に
見
て
、
ど
の
よ
う
な

意
義
が
あ
る
の
か
？　

と
。
彼
女
が
我
々
に
遺
し
た
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
は
、
死
後
出
版
さ
れ
た
小
さ
な
本
の
た
め
の
未
刊
の
原
稿

で
あ
り
、﹁
子
ど
も
の
好
奇
心
を
育
て
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
﹂
と

い
う
一
九
五
七
年
の
エ
ッ
セ
イ
を
も
と
に
し
て
い
たむ
。
し
か
し
、

一
九
五
四
年
、
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ク
ラ
ブ
で
の
招
待
講
演

で
、
千
人
近
い
女
性
の
聴
衆
の
前
で
、
カ
ー
ソ
ン
は
自
ら
の
信

念
を
語
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
、﹁
私
は
次
の

こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
美
を
破
壊
し
た
時
や
、
あ

る
い
は
、
地
球
に
も
と
も
と
あ
る
も
の
を
、
人
間
の
作
っ
た
人

工
的
な
も
の
で
置
き
換
え
る
時
に
は
、
い
つ
も
そ
の
た
び
に
、

人
間
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
成
長
を
幾
分
か
遅
ら
せ
て
い
る
の

で
す
。︵
中
略
︶
私
た
ち
の
中
に
は
、
こ
の
宇
宙
と
い
う
自
然
に

対
し
て
反
応
す
る
こ
と
が
、
深
く
根
付
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

私
た
ち
の
人
間
性
の
一
部
で
すめ
﹂。
生
涯
の
最
後
の
年
、
彼
女
は

自
分
の
関
心
を
も
っ
と
は
っ
き
り
と
表
現
し
て
い
る
、﹁
生
命
の

全
体
性
に
対
す
る
子
ど
も
の
意
識
と
畏
敬
が
発
展
す
る
時
に
だ
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け
、
子
ど
も
の
人
間
性
は
同
朋
に
対
し
て
完
全
に
発
揮
さ
れ
る

の
で
すも
﹂。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
は
、
宗
教
と
環
境
の
探
求
の
最
先
端
に
立
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
普
遍
的
な
妥
当
性
を
鳴
り
響
か
せ
る
、
霊
感
と
確
言

に
満
ち
た
、
後
世
へ
の
遺
産
で
あ
る
。
本
誌
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

的
な
危
機
に
対
す
る
全
地
球
的
な
対
応
の
中
で
現
在
、
宗
教
が

演
じ
て
い
る
役
割
を
例
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
世
界
の
中
で

際
立
っ
て
生
気
に
あ
ふ
れ
た
諸
宗
教
伝
統
が
再
生
し
た
時
、
そ

れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
人
類
の
統
合
こ
そ
が
、
希
望
を
も

っ
て
未
来
に
か
か
わ
る
た
め
に
必
要
な
強
さ
と
勇
気
の
源
泉
を

間
違
い
な
く
提
供
す
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ア
メ
リ
カ
の

偉
大
な
環
境
保
護
活
動
家
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
が
か
つ
て
記

し
た
よ
う
に
、
自
然
の
驚
異
に
敏
感
に
反
応
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ー

的
な
読
解
力
と
そ
う
し
た
人
生
が
必
然
的
に
意
味
す
る
も
の
は
、

﹁
傷
つ
い
た
世
界
の
中
で
﹂
生
き
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
意
識
す
る

こ
と
だ
か
ら
で
あ
るや
。
自
然
の
全
体
性
が
、
人
間
の
全
体
性
と

繁
栄
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
の
と
同
様
、
自
然
の
破
壊
は
、

子
ど
も
の
健
康

│
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
、
心
理
的
な
、
肉
体

的
な

│
の
発
達
に
、し
か
る
べ
き
帰
結
を
も
た
ら
すゆ
。
そ
れ
は
、

成
人
の
社
会
貢
献
の
生
き
方
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
レ
イ

チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
、
次
の
こ
と
を
熱
烈
に
信
じ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、﹁
我
々
を
取
り
囲
む
現
実
世
界
﹂
に
お
い
て
こ
そ
、

人
間
は
﹁
普
遍
的
真
理
﹂
と
、﹁
生
そ
の
も
の
の
究
極
の
神
秘
﹂

に
出
会
う
の
だ
、
とよ
。
彼
女
の
宗
教
的
な
人
間
形
成
は
有
神
論

的
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
親
し
ん
で
い

た
の
で
、
彼
が
次
の
よ
う
に
言
っ
た
時
、
何
を
言
お
う
と
し
て

い
た
の
か
、
恐
ら
く
少
し
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
生
命
へ
の

畏
敬
と
い
う
思
想
を
も
た
ら
し
た
一
瞬
の
洞
察
を
思
い
起
こ
し

な
が
ら
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
記
し
た
、﹁
そ
の
考
え
と
言
葉

が
私
の
も
と
に
到
来
し
た
時
、
そ
れ
は
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
の

ブ
ッ
ダ
か
ら
来
た
の
だ
⋮
⋮ら
﹂。

４　

結
論

　
﹁
真
理
︵
実
相
︶
と
言
っ
て
も
、
ど
こ
か
遠
い
別
世
界
に
あ
る

と
い
う
の
で
は
な
い
。［
諸
法
実
相
の
思
想
は
］
具
体
的
な
現
象
︵
諸

法
︶
か
ら
絶
対
に
離
れ
ず
、あ
く
ま
で
、こ
の
具
体
的
な
現
実
︵
諸

法
︶
の
真
実
の
姿
︵
実
相
︶
に
、
英
知
を
集
中
さ
せ
て
い
るり
﹂。
法
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華
経
の
思
想
の
普
遍
性
に
対
し
て
、
池
田
大
作
は
生
涯
を
捧
げ

て
き
た
が
、
そ
れ
は
様
々
な
宗
教
的
・
哲
学
的
感
受
性
が
一
点

に
収
束
し
て
い
く
こ
と
を
祝
福
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
レ
イ
チ

ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
、
人
気
の
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
士

で
作
家
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
マ
ー
ト
ン
か
ら
受
け
取
っ
た
手
紙

の
こ
と
を
知
っ
て
も
、
池
田
は
驚
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼

女
が
そ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
か

ら
の
大
切
な
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
と
、
ほ
ぼ
同
時
で
、
ど
ち

ら
も
『
沈
黙
の
春
』
を
称
賛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
池

田
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
卓
越
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者

が
、
カ
ー
ソ
ン
の
自
然
を
主
題
と
す
る
作
品
に
与
え
た
評
価
に

目
も
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
神
学
者
が

師
と
仰
い
だ
人
物
は
、
か
つ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
カ
ー

ソ
ン
が
読
ん
だ
な
ら
、
霊
感
を
受
け
た
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　

リ
ア
リ
テ
ィ
の
究
極
の
意
味
へ
と
到
る
旅
に
と
っ
て
の

公
式
は
何
か
？　

そ
れ
は
、
リ
ア
ル
な
も
の
を
生
き
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
知
り
難
く
神
秘
的
な
実
在
が
見
出
さ
れ

る
と
い
う
経
験
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
わ
に
は
知
ら
れ
な

く
と
も
、
あ
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
実
在
は
、
目
を
開
く
こ
と
の
中
に
、
事
物
に
よ

っ
て
再
び
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
親
和
力
の
中
に
、
事
物
の

美
し
さ
の
中
に
、
驚
嘆
の
中
に
、
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
経
験
は
、
感
謝
と
安
ら
ぎ
、
希
望
に
満
ち
て
い
る
。

︵
中
略
︶
真
に
、
確
信
に
満
ち
て
、
宗
教
的
で
あ
る
た
め
の

唯
一
の
条
件
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
意
味
へ
と
到
る
旅
に
と
っ

て
の
公
式
は
、
リ
ア
ル
な
も
の
を
常
に
、
濃
密
に
生
き
る

こ
と
で
あ
る
。︵
中
略
︶
事
物
と
の
結
び
つ
き
の
中
で
、
こ

の
レ
ベ
ル
の
意
識
を
生
き
る
こ
と
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
も
た
ら
す
衝
撃
は
増
大
し
、
よ
り

よ
く
神
秘
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
るる
。

　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
仏
教
徒
で
は
な
い
。
青
春
時
代

に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
所
属
し
て
、
晩
年
に
な
っ
て
も
、
せ

い
ぜ
い
寡
黙
に
な
っ
た
と
い
う
く
ら
い
の
こ
と
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
彼
女
は
確
か
に
﹁
宗
教
的
﹂
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

デ
ュ
ー
イ
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
意
味
に
お
い
て
で
あ

る
。
彼
の
言
葉
は
、『
沈
黙
の
春
』
の
出
版
五
十
周
年
を
祝
う
の
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に
ふ
さ
わ
し
い
贈
り
物
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
の
よ
う
な
活
動
は
、
そ
の
内
容
か
ら
言
っ
て
宗
教

的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
或
る

目
標
が
、
誰
に
と
っ
て
も
永
続
的
な
価
値
が
あ
る
と
信
じ
、

た
と
え
自
ら
が
損
失
を
被
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
、

万
難
を
排
し
て
そ
の
目
標
を
追
求
す
る
と
い
う
場
合
で
あ

る
。
研
究
者
、
芸
術
家
、
慈
善
家
、
一
般
市
民
、
最
下
層

の
男
女
と
い
っ
た
多
く
の
人
々
が
、
で
し
ゃ
ば
り
や
自
己

顕
示
と
は
無
縁
に
、
こ
う
し
た
仕
方
で
自
ら
の
統
一
を
行

い
、
生
存
の
諸
条
件
と
自
身
と
の
間
の
関
係
を
統
一
し
て

い
る
。
次
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
の
精
神
と
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
多
く
の
人
々
に
広
げ
る
こ
と
で
あ
るれ
。

　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
世
界
に
贈
っ
た
も
の
は
、﹁
リ
ア

ル
な
も
の
﹂
へ
、
す
な
わ
ち
、
海
が
語
る
詩
や
、
鳥
の
鳴
き
声

と
い
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
喜
び
に
、
私
た
ち
を
立
ち
戻
ら
せ
る
こ

と
の
中
に
あ
る
。
死
が
近
づ
い
た
頃
、
移
動
す
る
蝶
の
は
か
な

い
愛
ら
し
さ
に
、
彼
女
は
安
ら
ぎ
と
意
味
を
見
出
し
て
い
た
し
、

あ
る
時
に
は
、
Ｅ
・
Ｂ
・
ホ
ワ
イ
ト
へ
の
手
紙
に
、『
沈
黙
の
春
』

の
出
版
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
の
だ
っ
た
。﹁
ツ
グ
ミ

の
鳴
き
声
以
上
に
愛
ら
し
い
記
念
碑
な
ど
、
私
に
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
﹂。
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D

em
ocratic H

um
anism

 (N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity 

Press, 1991 ).

︵『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ

│
宗
教
に
お
け
る
信

仰
と
民
主
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』︶。

︵
6
︶Linda Lear, Rachel C

arson: W
itness for N

ature (N
ew

 York: 
H

enry H
olt and C

om
pany, 1997 ), 10 . ︵

邦
訳
、
上
遠
恵
子
『
レ

イ
チ
ェ
ル

│
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
『
沈
黙
の
春
』
の
生

涯
』、
東
京
書
籍
︶
邦
訳
『
レ
イ
チ
ェ
ル
』
二
二
～
二
三
頁
。

︵
7
︶
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
有
す
る
こ
の
複
雑
な
面
を
概
観
す
る
上
で
は
、

以
下
の
論
文
が
簡
潔
で
役
に
立
つ
。Lisa H

. Sideris, “ The 

Secular and R
eligious Sources of R

achel C
arson’ s Sense of 

W
onder,”  in Rachel C

arson: Legacy and C
hallenge, 233 -

235 . ︵﹁
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
﹁
驚
異
へ
の
感
受
性
﹂
の

非
宗
教
的
源
泉
と
宗
教
的
源
泉
﹂︶。
よ
り
包
括
的
に
取
り
扱
っ

た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
著
作
が
あ
る
。Susan Schreiner, The 

Theater of H
is G

lory: N
ature and the N

atural O
rder in the 

Thought of John C
alvin (D

urham
, N

C
: Labyrinth Press, 

1991 ).

︵『
神
の
栄
光
の
劇
場

│
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思

想
に
お
け
る
自
然
と
自
然
的
秩
序
』︶

︵
8
︶Perry M

iller, Errand into the W
ilderness (C

am
bridge, M

A
: 

The B
elknap Press of H

arvard U
niversity Press, 1956 ), 184 -

185 . 

こ
の
章
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド

ワ
ー
ズ
︵
一
七
○
三
～
一
七
五
八
︶
で
あ
る
。
彼
は
、
最
も
偉

大
な
ア
メ
リ
カ
の
神
学
者
で
あ
る
と
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。

エ
ド
ワ
ー
ズ
の
哲
学
的
神
学
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
自
然
の
中

の
美
を
感
得
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー

ズ
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
伝
統
を
受

け
つ
い
だ
神
学
者
で
あ
り
、﹁
大
覚
醒
﹂
と
し
て
知
ら
れ
る
信

仰
刷
新
運
動
に
関
与
し
て
い
る
。

︵
9
︶Ibid., 200 .

︵
10
︶M

ary K
upiec Cayton, Em

erson’s Em
ergence: Self and Society 

in the Transform
ation of N

ew
 England, 18001845 (C

hapel 
H

ill, N
C

: U
niversity of N

orth C
arolina Press, 1989 ), 58 . 

︵『
エ
マ
ー
ソ
ン
の
出
エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
ス
現

│
変
容
す
る
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
け
る
自
己
と
社
会
、
一
八
○
○
年
か
ら
一
八
四
五
年
ま
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で
』︶

︵
11
︶D

avid R. W
illiam

s, “ The W
ilderness Rapture of M

ary M
oody 

Em
erson: O

ne C
alvinist Link to Transcendentalism

,”  Studies 
in the Am

erican Renaissance (1986 ): 1 -16 , 7 .

︵
12
︶Ibid., 11 .

︵
13
︶Ibid., 12 .

︵
14
︶Perry M

iller, “ N
ature and the N

ational Ego,”  in Errand into 
the W

ilderness, 204 .

︵
15
︶K

evin C
. A

rm
itage, The N

ature Study M
ovem

ent: The 
Forgotten Popularizer of Am

erica’s C
onservation Ethics 

(Law
rence, K

S: U
niversity Press of K

ansas, 2009 ), 2 -3 . 

︵『
自
然
学
習
運
動

│
忘
れ
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
環
境
保
護
倫
理

の
普
及
者
』︶。

︵
16
︶Ibid., 12 .

︵
17
︶Ibid., 4 .

︵
18
︶
以
下
を
参
照
、Takao Ito, “ R

eadings from
 D

aisaku Ikeda ’s 
Y

outh—
Johann H

einrich P
estalozzi in the E

arly 
D

evelopm
ent of D

aisaku Ikeda’ s Educational Thought,”  
Soka Education  1   (M

arch 2008 ): 141 -147  ︵
伊
藤
貴
雄
﹁
池
田

大
作
の
青
春
時
代
の
作
品
│
池
田
大
作
教
育
思
想
の
初
期
の
展

開
に
お
け
る
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ペ
ス
タ
ロ
ッ
ツ
ィ
﹂︶; 

Jason G
oulah and A

ndrew
 G

ebert, “ Tsunesaburo M
akiguchi: 

Introduction to the M
an, H

is Idea, and the Special Issue,”  
Educational Studies 45   (2009 ): 115 -132 , 119 . ︵﹁

牧
口
常
三

郎
│
そ
の
人
物
像
、
思
想
、
特
集
号
へ
の
序
説
﹂︶。

︵
19
︶Lear, 14 .  

邦
訳
『
レ
イ
チ
ェ
ル
』
二
八
頁
。

︵
20
︶
こ
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
下
記
参
照
。A

rm
itage, The 

N
ature Study M

ovem
ent, 45 -51 .

︵
21
︶Ibid., 57 .

︵
22
︶Ibid., 17 .

︵
23
︶
た
と
え
ば
、
下
記
参
照
。A

rm
itage, 42 -70 .

︵
24
︶Ibid., 65 . 

引
用
は
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
総
長
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ス
タ
ー
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
論
文
﹁
自
然
学
習
と
道
徳
文
化
﹂

か
ら
の
も
の
。D

avid Starr Jordan, “ N
ature Study and M

oral 
C

ulture,”  Science 4 , no.84  (7  A
ugust 1896 ): 153 . 

︵
25
︶Lear, 337 -338 .　

邦
訳
『
レ
イ
チ
ェ
ル
』
四
八
四
頁
。

︵
26
︶Ibid., 438 .　

邦
訳
『
レ
イ
チ
ェ
ル
』
六
四
一
頁
。

︵
27
︶Frank Stew

art, “Sm
all W

inged Form
s above the Sea: The 

Life of R
achel C

arson, ” O
rion 1 4   (W

inter 1995 ): 14 -18 , 18 . 

︵﹁
海
の
上
を
飛
ぶ
、
翼
あ
る
小
さ
な
も
の
た
ち

│
レ
イ
チ
ェ

ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
生
涯
﹂︶

︵
28
︶
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
リ
ア
に
よ
る
伝
記
︵
邦
訳
『
レ
イ
チ
ェ

ル
』︶
の
第
２
章
・
第
３
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

︵
29
︶
た
と
え
ば
、
下
記
参
照
。M

ichael Sm
ith, “ Silence, M

iss 
C

arson! :Science, G
ender, and the R

eception of Silent 
Spring,”  in Rachel C

arson: Legacy and C
hallenge, 168 -187

︵﹁
カ
ー
ソ
ン
さ
ん
、お
静
か
に
！

│
科
学
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
、『
沈

黙
の
春
』
の
受
容
﹂︶、
リ
ア
『
レ
イ
チ
ェ
ル
』
第
十
七
章
・
第

十
八
章
。

︵
30
︶Lost W

oods: The D
iscovered W

ritings of Rachel C
arson, 
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edited and w
ith an Introduction by Linda Lear (B

oston: 
B

eacon Press, 1998 ), 224 . ︵
邦
訳
、
古
草
秀
子
訳
『
失
わ
れ
た

森　

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
遺
稿
集
』、
集
英
社
︶
邦
訳
二

五
○
頁
。

︵
31
︶
な
お
、サ
イ
デ
リ
ス
と
ム
ー
ア
の
論
文
集
『
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー

ソ
ン

│
遺
産
と
挑
戦
』
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
に
は
、
こ
の

点
に
関
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

︵
32
︶
一
例
と
し
て
、
下
記
を
参
照
。R

ichard N
elson, B

arry Lopez, 
Terry Tem

pest W
illiam

s, Patriotism
 and the Am

erican Land, 
The N

ew
 Patriotism

 Series, Volum
e 2   (The O

rion Society, 
2002 ).

︵『
愛
国
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
土
地
』︶。

︵
33
︶R

achel C
arson, The Sense of W

onder (N
ew

 York: H
arper &

 
R

ow, 1965 ).

︵
邦
訳
、
上
遠
恵
子
訳
『
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン

ダ
ー
』、
新
潮
社
︶。

︵
34
︶Rachel Carson, “ The R

eal W
orld A

round U
s,”  in Lost W

oods, 
160 .　

邦
訳
『
失
わ
れ
た
森
』
一
八
○
頁
。

︵
35
︶   Ibid., 194 .　

邦
訳
『
失
わ
れ
た
森
』
二
一
八
頁
。　
︵
訳
注
︶﹁
生

涯
の
最
後
の
年
﹂
と
あ
る
が
、
引
用
文
は
、
一
九
六
○
年
に
執

筆
さ
れ
た
﹁
生
物
学
を
理
解
す
る
た
め
に
﹂
か
ら
の
も
の
。

︵
36
︶A

ldo Leopold, Round River: From
 the Journals of Aldo 

Leopold (N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 1993 ), 165 , 
quoted in A

rm
itage, 209 .

︵『
蛇
行
す
る
川

│
ア
ル
ド
・
レ

オ
ポ
ル
ド
の
日
記
か
ら
』︶。

︵
37
︶
下
記
の
論
議
を
参
照
。A

rm
itage, 209 -215 . 

下
記
を
も
参
照
。

D
avid Sobel, Beyond Ecophobia: Reclaim

ing the H
eart in 

N
ature Education (The O

rion Society, 1996 ).

︵『
エ
コ
ロ
ジ
ー

嫌
悪
を
超
え
て

│
自
然
教
育
の
心
を
取
り
戻
す
』︶。

︵
38
︶R

achel C
arson, The Edge of the Sea (B

oston: H
oughton 

M
ifflin C

om
pany, 1955 /1998 ), 250 . ︵

邦
訳
、
上
遠
恵
子
『
海

辺
』、
平
河
出
版
社
︶
邦
訳
三
○
八
頁
。

︵
39
︶Quoted in A. G. Rud, Albert Schweitzer’s Legacy for Education: 

Reverence for Life (N
ew

 York: Palgrave M
acm

illan, 2011 ), 
16 .

︵『
教
育
に
対
す
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の

遺
産

│
生
命
へ
の
畏
敬
』︶。　
︵
訳
注
︶
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー

の
自
叙
伝
『
わ
が
生
活
と
思
想
よ
り
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。﹁
三
日
目
の
晩
、
日
没
の
頃
、
河
馬
の
群
の
あ
い

だ
を
舟
が
進
ん
で
行
っ
た
と
き
、
突
如
、
今
ま
で
予
感
も
し
な

け
れ
ば
求
め
た
こ
と
も
な
い
﹁
生
へ
の
畏
敬
﹂
と
い
う
言
葉
が

心
中
に
ひ
ら
め
い
た
の
で
あ
っ
た
。

│
鉄
扉
は
開
け
た
！　

密
林
の
路
は
見
え
て
き
た
！　

つ
い
に
私
は
、
世
界
人
生
肯
定

と
倫
理
と
が
と
も
に
包
含
さ
れ
る
理
念
に
到
達
し
た
の
で
あ

る
！
﹂︵
竹
山
道
雄
訳
、『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
著
作
集
』
第
二

巻
、
白
水
社
、
一
九
二
頁
︶。

︵
40
︶D

aisaku Ikeda, The W
isdom

 of the Lotus Sutra, Volum
e I, 

quoted in G
arrison, 148 .

︵
池
田
大
作
『
法
華
経
の
智
慧
』
第

一
巻
、
聖
教
新
聞
社
、
二
一
三
頁
︶。

︵
41
︶Luigi G

iussani, The Religious Sense (M
ontreal: M

cG
ill-

Q
ueen’ s U

niversity Press, 1997 ), 108 -109 . ︵『
宗
教
的
感
覚
』︶

︵
42
︶Q

w
oted in G

arrison, 154 . ︵
訳
注
︶John D

ew
ey, A C

om
m

on 
Faith

︵
誰
で
も
の
信
仰
、
共
通
の
信
念
︶
か
ら
の
引
用
。
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学
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研
究
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研
究
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訳
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ま
え
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