
テ
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を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
後
期
の
理
論
の
中
心
を
成
す
「
究
極
的

関
心
(
己
江
田
巴
0

8
ロ
8
5
)
」
概
念
が
彼
の
理
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ド
イ
ツ
出
身
の
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
、
宗
教
哲
学
者
で
あ
り
、
一
九

三
三
年
に
ア
メ
リ
カ
へ
亡
命
し
て
か
ら
は
主
に
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
、
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
研
究
の
分
野
に
お
い
て

も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
「
究
極
的
関
心
」
概
念
は
、
宗
教
を
規
定
す
る
際
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
、
現
代
の
宗
教
学
に
お

け
る
基
礎
的
な
概
念
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
「
究
極
的
関
心
」
に
関
す
る
言
及
は
多
く
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
一

方
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
論
の
発
展
史
的
な
視
点
を
踏
ま
え
た
研
究
は
あ
ま
り
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
概
念
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て

は
シ
ユ
ツ
ス
ラ
l
(∞
各
含
巴

R
君。
B
q
)
が
ま
と
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
関
す
る
研
究
が
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
宗
教
概
念
を
テ
l
マ
と
す
る
研
究
が
少
な
く
、
包
括
的
に
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
芦
名
定
道
は
そ
れ
に
同
意
し
つ
つ
、
こ

の
シ
ユ
ツ
ス
ラ
!
の
研
究
も
「
思
想
の
発
展
史
と
い
う
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
決
定
的
な
限
界
を
も
っ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
芦

名
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
概
念
の
発
展
史
に
つ
い
て
③
意
味
内
実
へ
の
精
神
の
志
向
性
と
し
て
の
宗
教
(
意
味
の
形
而
上
学
)
、
③
究
極
的
関
心

と
し
て
の
信
仰
(
存
在
論
的
人
間
学
)
、
。
精
神
の
次
元
に
お
け
る
生
の
自
己
超
越
性
と
し
て
の
宗
教
(
生
の
次
元
論
)
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の

思
惟
の
枠
組
み
と
の
関
連
に
お
い
て
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
③
は
前
期
I
、
③
は
前
期
E
か
ら
後
期
、
。
は
後
期
か
ら
晩
年
期
に
相

本
論
文
に
お
け
る
問
題
関
心
は
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
象
徴
論
に
み
る
「
究
極
的
関
心
」
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当
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
本
研
究
が
取
り
あ
げ
る
の
は
⑧
の
中
で
の
展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
⑤
は
前

期
E
か
ら
後
期
ま
で
と
時
代
的
な
幅
が
広
い
こ
と
や
、
「
究
極
的
関
心
」
と
い
う
用
語
が
論
文
中
で
明
確
に
宗
教
に
関
す
る
概
念
と
し
て
使
用
さ

れ
る
の
は
一
九
四
一
年
か
ら
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
究
極
的
関
心
」
概
念
の
展
開
を
辿
る
た
め
に
は
、
そ
の
⑮
の
中
を
よ
り
細
か
く
考
察
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
展
開
の
中
で
「
究
極
的
関
心
」
概
念
を
考
察
す
る
た
め
に
、
そ
の
展
開
を
論

文
「
宗
教
的
象
徴
」
に
お
い
て
辿
り
、
ま
た
伝
記
的
事
項
と
の
連
関
を
時
系
列
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
宗
教
論
に
込
め
ら
れ
た
意

味
を
探
求
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
論
文
「
宗
教
的
象
徴
」
を
中
心
に
考
察
す
る
理
由
は
、
こ
の
同
一
内
容
の
論
文
が
一
九
二
八
年
の
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
発
表
さ
れ
て
か
ら
、

そ
の
後
、
改
訂
を
加
え
な
が
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
存
中
に
五
度
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
思
想
展
開
を
明
瞭
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本

論
に
お
い
て
は
特
に
一
九
二
八
年
の
版
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

L
・
ア
ダ
ム
ス

(
E
E
g
「

E
B∞
)
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
一
九
四

O
年
の
版
、
お

よ
び
ア
ダ
ム
ス
訳
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
改
訂
を
加
え
た
一
九
五
八
年
の
版
に
注
目
し
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
宗
教
的
象
徴
論
に
お

け
る
「
究
極
的
関
心
」
概
念
の
展
開
を
考
察
す
る
。

-34-

一
、
二
度
の
破
局
的
体
験

ま
ず
、
宗
教
的
象
徴
論
に
入
る
前
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
涯
に
つ
い
て
、
本
論
と
関
わ
り
が
あ
る
範
囲
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
は
自
ら
「
二
つ
の
死
」
と
表
現
す
る
破
局
的
な
体
験
が
あ
る
。
一
度
目
は
、
第
一
次
大
戦
(
一
九
一
四
ー
一
九
一
九
)
に
お
け

る
体
験
で
あ
る
。
こ
の
間
彼
は
従
軍
牧
師
と
し
て
戦
場
に
い
た
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
国
境
付
近
に
あ
る
シ
ャ
ン
パ

l
ニ
ュ
で
の
戦
闘
は
激
し
さ

を
極
め
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
い
た
部
隊
で
も
何
人
も
の
死
者
が
出
た
。
彼
は
そ
の
遺
体
を
埋
葬
し
、
祈
り
を
捧
げ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
そ
う
し

た
中
、
心
身
と
も
に
弱
り
、
知
人
に
宛
て
た
手
紙
に
は
「
私
は
い
つ
も
、
最
早
生
き
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
身
に
し
み
て
強
く
感
じ
て
い

ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
出
兵
す
る
直
前
に
グ
レ
テ
ィ
・
ヴ
ェ

l
ヴ
ァ

l

お
お
位
当
2
2
)
と
い
う
女
性
と
結
婚

し
て
い
た
が
、
戦
争
の
聞
に
彼
女
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
友
人
の
子
ど
も
を
苧
み
、
後
に
離
婚
し
た
(
一
九
一
二
年
)
。
戦
地
で
の
「
死
」
の
体
験
、



そ
し
て
結
婚
の
破
綻
と
い
う
こ
と
が
重
な
り
、
戦
後
の
彼
の
生
活
は
戦
前
か
ら
は
一
変
し
、
教
会
の
道
徳
や
規
律
を
逃
れ
、
自
由
な
生
活
を
追
い

求
め
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
そ
れ
は
女
性
関
係
に
顕
著
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
女
性
関
係
の
噂
が
当
時
い
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
以
外
の
大
学
に
も

広
が
っ
て
い
た
状
況
か
ら
、
彼
の
友
人
達
は
、
彼
が
教
会
か
ら
破
門
さ
れ
る
の
を
心
配
し
、
生
き
方
を
改
め
る
か
、
神
学
か
ら
哲
学
に
転
向
す
る

よ
う
提
案
す
る
な
、
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
道
徳
や
規
律
を
破
る
こ
と
に
罪
の
意
識
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
慣

習
的
な
道
徳
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
生
活
な
し
に
は
知
的
生
活
が
出
来
な
い
と
考
え
て
い
た
。

ま
た
、
一
九
二
八
年
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
神
学
部
に
就
く
こ
と
を
希
望
し
て
動
き
出
す
が
、
そ
こ
で
は
彼
の
神
学
の
「
教
会
性
」

(自
R
E
C
F
r
E円
)
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
反
応
を
示
し
て
い
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
エ

i
リ
ッ
ヒ
・
ゼ

l
ベ
ル
グ

(肘

R
F
r
s
q
m
)
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
の
神
学
の
教
会
性
に
関
し
て
は
、
あ
な
た
の
懸
念
を
理
解
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
個
人
的
な
生
活
は
教
会
か
ら
距
離
を

保
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
仕
事
に
関
し
て
は
教
会
に
向
け
て
展
開
さ
せ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
神
学
の
本
質
的
な
基
礎
を
成
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
仕
事
上
の
展
開
は
、
長
く
つ
ら
い
我
々
の
状
況
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
展
開

の
方
が
、
教
会
の
状
況
に
お
い
て
当
た
り
前
の
よ
う
に
取
り
組
む
よ
り
も
、
実
り
豊
か
な
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
そ
の
神
学
が
教
会
の
規
律
な
ど
と
相
容
れ
な
い
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
結
局
、

ベ
ル
リ
ン
大
学
の
神
学
部
に
就
く
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
一
九
二
九
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
哲
学
教
授
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
度
目
の
破
局
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
反
ナ
チ
を
公
に
表
明
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
(
一
九
三
三
年
)
。
後
に
な
っ
て
か
ら
、
彼
は
亡
命
当
時
の
こ
と
を
回
顧
し
て
「
無
意
識
的
に
、
私
は
ド
イ
ツ
以
外
で
こ
の
こ
と

(
H
神
学

的
、
哲
学
的
仕
事
)
を
為
す
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
っ
て
い
た
」
と
言
う
よ
う
に
、
当
初
は
神
学
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
に
学
ぶ
こ
と
は

何
も
な
い
と
考
え
、
ま
た
、
生
活
も
仕
事
も
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
憂
欝
に
な
っ
て
い
た
。
次
第
に
そ
う
し
た
考
え
を
改
め
、
や
る
気
を
取

り
戻
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
九
三
四
年
に
ド
イ
ツ
に
い
る
友
人
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

私
は
元
気
づ
け
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
私
が
こ
こ
で
体
験
し
て
い
る
の
は
第
二
の
死
で
す
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
象
徴
論
に
み
る
「
究
極
的
関
心
」

F
h
u
 

n〈
υ

一
つ
目
は
一
九
一
五
年
の
シ
ャ
ン
パ

i
二
ユ
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で
の
戦
闘
の
と
き
で
し
た
。
そ
の
時
は
も
っ
と
想
像
を
絶
し
、
切
迫
し
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
二
つ
目
は
よ
り
繊
細
で
苦
々
し
い
も
の
で
す
。

外
的
な
事
柄
が
そ
の
理
由
だ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
は
よ
い
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
:
:
:
し
か
し
、
死
の
中
に
あ
り
、
過
去
に
生
き
、

そ
れ
を
苦
し
み
な
が
ら
過
ご
す
し
か
な
く
、
私
自
身
の
新
た
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
全
く
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
が
、
表
面
上
は
順
調
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
に
と
っ
て
は
「
死
」
と
い
う
ほ
ど

の
体
験
で
あ
り
、
「
新
た
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
全
く
で
き
な
い
」
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
適
応
の
た
め
に
大

き
な
困
難
を
伴
っ
た
も
の
に
言
語
の
問
題
が
あ
り
、
英
語
の
習
得
と
ド
イ
ツ
語
で
考
え
て
き
た
自
身
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
英
語
で
表
現
す
る
か

と
い
う
問
題
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
重
く
の
し
掛
か
っ
て
い
た
。

二
、
宗
教
に
お
け
る
象
徴
の
位
置

論
文
「
宗
教
的
象
徴
」
を
考
察
す
る
前
に
、
『
現
在
の
宗
教
的
状
況
』
(
宮
内
ミ
凡
な
b
h
n

宮
崎
町
忠
之

U
A
S
S
R
-甲
N
a
)

か
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

象
徴
論
が
用
い
ら
れ
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
確
認
す
る
。
こ
の
著
書
は
三
部
か
ら
成
り
、
第
一
部
で
は
芸
術
と
科
学
、
第
二
部
で
は
政
治
と
倫
理
、

第
三
部
で
は
宗
教
の
分
野
に
お
け
る
現
在
の
宗
教
的
状
況
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
宗
教
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
人

間
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
結
合
で
あ
る

E
B〈
O同

E
E
S加
号
∞
冨

gm各
g
E
E
O
B
m
5
m問
。
ロ
)
」
と
捉
え
て
、
こ
の
右
記
の
構
成
か
ら
も
推
察
さ

れ
る
よ
う
に
第
一
部
、
第
二
部
で
は
様
々
な
文
化
的
分
野
に
宗
教
的
な
運
動
を
見
出
し
て
い
く
。
こ
の
著
書
に
お
い
て
全
体
を
貫
い
て
い
る
基
調

は
「
永
遠
と
時
間
の
関
係
は
あ
ら
ゆ
る
精
神
生
活
の
分
野
に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
の
支
配
の
下
に
、

優
位
は
完
全
に
文
化
的
領
域
に
移
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
現
在
」
の
社
会
に
お
い
て
は
、
「
宗
教
的
領
域
」

(
込
町

H
O出
包

U
8
8管
。
)
よ
り
も
「
文
化
的
領
域
」
の
方
が
優
位
を
占
め
て
い
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
て
い
る
。

し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
宗
教
的
領
域
」
に
お
い
て
宗
教
的
状
況
を
考
察
す
る
こ
と
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
の
支
配
下
に
あ
る
現
代
社
会

の
宗
教
的
状
況
を
よ
り
明
瞭
に
描
き
出
す
利
点
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
「
宗
教
的
領
域
」
に
関
す
る
理
解
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
永
遠
へ
と
向
け
ら
れ
た
時
間
の
方
向
づ
け
を
明
確
に
意
味
し
、
そ
れ
を
明
確
な
象
徴
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
こ
そ
、
宗
教
的
領

ハ
hu

n〈
U



域
特
有
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
は
無
制
約
的
な
も
の
に
向
か
う
被
制
約
的
な
も
の
の
方
向
で
あ
る
だ
ろ
う
(
同
急
性

s
iロ
回
忌
宮
口
関

与

g
出
色
吉
宮

S
S
T
g
d号
注
目
唱
。
∞
巳
ロ
)
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
は
自
己
の
う
ち
に
安
住
す
る
有
限
性
を
原
理
と
す
る
文
化
に
対
し
て
本
質
的

に
対
立
す
る
。
宗
教
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
精
神
に
対
し
て
本
質
的
に
対
立
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
象
徴
の
役
割
は
「
永
遠
へ
と
向
け
ら
れ
た
時
間
の
方
向
づ
け
」
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
「
宗
教
的
領
域
」
を
形
成
す
る
基
礎
に
な
る
と
言
え
る
。
し
か
し
「
永
遠
」
や
「
無
制
約
的
な
も
の
」
へ
の
志
向
性
は
、
「
自
己
の
う
ち

に
安
住
す
る
有
限
性
」
を
原
理
と
す
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
」
と
本
質
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
」
の
支
配
下

に
あ
る
「
宗
教
的
領
域
」
、
端
的
に
は
教
会
が
抱
え
る
困
難
な
問
題
が
あ
り
、
彼
は
「
教
会
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
と
い
う
問
題
の
中
心
に
立
っ
て

い
る
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
で
あ
る
」
と
捉
え
て
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
」
の
問
題
を
克
服
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
求
し

ょ
う
と
す
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

そ
の
根
本
的
な
問
題
は
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
危
険
は
、
そ
れ
が
反
抗
に
と
ど
ま
っ
て
、
十
分
な
仕
方
で

現
実
化

2
0
2事
出
各

gm)
に
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
」
は
あ
ら
ゆ
る
有
限
な

形
式
に
対
し
て
「
全
く
の
彼
方
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
行
為
を
凌
駕
し
て
い
る
神
的
な
も
の
の
名
に
お
い
て
」
反
抗
す
る
が
、
同
時
に
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
教
会
は
教
会
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
形
式
を
必
要
と
す
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
う
し
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
抱
え
る
具
体
的
な
社
会
問
題
を
二
つ
あ
げ
て
、
教
会
が
そ
れ
ら
に
対
し
て
「
き
わ
め
て
保
守
的
な
宗
教
的
・
律
法
的
姿
勢

を
取
っ
て
い
る
」
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
男
女
両
性
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
教
会
は
「
排
他
的
一
夫
一
婦
制
の
無

制
約
的
要
請
」
を
掲
げ
て
、
現
在
の
問
題
か
ら
目
を
逸
ら
し
、
「
彼
岸
を
指
し
示
し
、
律
法
的
、
因
襲
的
で
な
い
解
決
を
与
え
る
、
と
い
う
自
己

の
課
題
」
に
達
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
二
つ
目
は
教
育
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
世
俗
化
の
問
題
と
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
教
育
は
「
宗
教
的
信
仰
と
人
文
主
義
的
な
理
念
と
の
分
裂
」
に
帰
着
し
、
結
局
「
宗
教
破
壊
作
用
」
を
果
た
し
て
「
教

養
層
の
大
部
分
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
か
ら
離
れ
去
っ
て
い
く
最
も
主
要
な
原
因
の
一
つ
」
に
な
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。

こ
れ
ら
の
社
会
問
題
に
対
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
消
極
的
な
態
度
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
象
徴
論
に
み
る
「
究
極
的
関
心
」
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ズ
ム
」
が
そ
れ
自
体
の
積
極
的
な
形
式
、
す
な
わ
ち
、
現
実
に
と
る
べ
き
姿
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
会
は
(
そ
れ
と
と
も
に
神
学
も
)
、
教
会
の
伝
統
に
固
着
す
る
か
(
正
統
主
義
)
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
」
に
歩
み
寄
る
か
(
自
由
主
義
)
の

ど
ち
ら
か
の
方
向
に
お
い
て
自
身
の
立
場
を
措
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
特
に
「
現
在
」
の
宗
教
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
」
の
支
配
下
に
あ

る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
宗
教
に
お
い
て
重
要
な
の
は
「
永
遠
的
な
も
の
と
人
間
の
結
合
」
で
あ
る
か
ら
、

伝
統
も
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
」
も
共
に
有
限
な
も
の
で
あ
り
、
宗
教
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
鍵

と
な
る
の
が
象
徴
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
宗
教
に
お
け
る
形
式
の
問
題
、
特
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
と
の
対
立
を
解
決
す
る
の
は
神
学
の
仕
事
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
自
律
で
も
な
く
、
ま
た
教
会
的
他
律
で
も
な
く
、
:
:
:
こ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
神
律
が
、
す
な
わ
ち
時
間
的
な
形
式

が
永
遠
的
な
も
の
へ
自
由
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
う
し
た
試
み
が
可
能
に
な
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
宗
教
の
形
式
が
得

ら
れ
る
と
い
う
。

そ
れ
は
、
宗
教
的
象
徴
が
再
び
表
現
力
を
獲
得
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
間
全
体
が
自
身
の
永
遠
の

意
味
を
宗
教
的
象
徴
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
象
徴
が
宗
教
の
形
式
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
制
約
さ
れ
た
形
式
に
お
い
て
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
表
現
す
る
も
の

と
し
て
象
徴
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
永
遠
的
な
も
の
と
人
間
の
結
合
」
を
可
能
に
す
る
。
こ
う
し
た
方
向
性
に
お
い
て
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
自
由
主
義
と
正
統
主
義
を
総
合
す
る
第
三
の
神
学
の
方
向
を
模
索
し
、
律
法
や
因
襲
に
囚
わ
れ
る
の
で
も
な
く
、
文
化
に
解
消
す
る
の

で
も
な
い
新
た
な
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
を
探
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
、
だ
ろ
う
。

n
k
u
 

円ぺ
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三
、
象
徴
の
一
般
的
特
徴

こ
こ
ま
で
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
生
涯
や
象
徴
の
位
置
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
論
文
「
宗
教
的
象
徴
」
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
論
文
の
冒
頭
に

お
い
て
、
「
宗
教
的
象
徴
は
一
般
に
象
徴
の
特
徴
で
あ
る
も
の
と
、
宗
教
的
象
徴
で
あ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
特
別
な
特
徴
と
を
併
せ
持
っ
て
い
討
」



と
述
べ
て
、
象
徴
一
般
の
も
つ
特
徴
と
、
宗
教
的
象
徴
と
し
て
の
特
別
な
特
徴
と
を
区
別
し
て
い
る
。

ま
ず
、
象
徴
一
般
の
持
つ
特
徴
に
つ
い
て
、
①
非
本
来
性
(
ロ
ロ

a
m
g
E♀
宮
昨
)
、
②
具
象
性
(
〉
ま
の
FE--
。FWS)
、
③
自
力
性
(
伝
∞

0=

④
承
認
性

(S〉ロ50同件W
包ロ毘門
F宮
0旦岳
』
昨
己
同
乙
)
の
四
つ
を
あ
、
げ
げ
て
い
る
。

①
の
非
本
来
性
に
つ
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
象
徴
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
内
的
行
為
は
、
象
徴
自
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
象
徴
自
体
と
象
徴
が
指
し
示
す
も
の
を
区
別
し

て
い
る
。

②
の
具
象
性
に
つ
い
て
、
彼
は
「
本
質
的
に
具
象
的
で
な
い
も
の
、
観
念
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
超
越
的
な
も
の
が
象
徴
に
お
い
て
具
象
的
な

も
の
へ
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
客
観
性
へ
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
象
徴
は
そ
れ
な
し
に
は
捉
え
所
の
な
い
も
の
を
、
具
体
化
し
、

客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
の
象
徴
の
自
力
性
に
つ
い
て
は
「
象
徴
は
そ
れ
自
体
の
内
在
的
な
力
を
持
っ
て
お
り
、
た
だ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
無
力
な
記
号
と
区
別
す
る

(

閉

山

)

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
:
:
:
象
徴
は
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
あ
る
も
の
が
象
徴
に
な
る
に
は
そ
れ
な
り
の
必
然
性
を
有
す
る
の

で
あ
っ
て
、
怒
意
的
に
作
り
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

最
後
に
④
の
承
認
性
に
つ
い
て
、
「
象
徴
が
社
会
的
に
埋
め
込
ま
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
同
時
に
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
九
四

O
年
版
以
降
は
①
比
喰
的
な
性
質
宙
開
C
E
E
5
舌
佐
々
)
、
②
知
覚
可
能
性
(
司

2
8
E
Z
S
)、
③
固
有
の
力
(
宮
口
語

3
5円
)
、
④
受

容
性

2
2
8
E
σ
E
q
)
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
表
現
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
特
徴

は
一
九
二
八
年
の
版
と
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な
い
。

四
、
象
徴
一
般
と
宗
教
的
象
徴

そ
れ
で
は
宗
教
的
象
徴
は
象
徴
一
般
と
ど
の
よ
う
に
し
て
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
宗
教
的
象
徴
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
年
代
と
と
も

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
象
徴
論
に
み
る
「
究
極
的
関
心
」
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に
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
考
え
る
「
宗
教
的
」
と
い
う
も
の
の
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
、

そ
の
相
違
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
を
年
代
順
に
列
挙
す
る
。
ま
ず
一
九
二
八
年
の
版
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

宗
教
的
象
徴
は
、
次
の
点
で
そ
の
他
の
象
徴
よ
り
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
象
徴
が
、
具
象
性
の
領
域
を
無
制
約
的
に
越
え
て
い
る

も
の
、
宗
教
的
な
営
み
に
お
い
て
最
後
的
に
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
、
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
(
号
田
口
号
a
E
m
T司
吉
田
N
g円

HOEg)

の
具
象
化
(
〈
R
S
R
E
g
E
S
g
m
)
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
一
九
四

O
年
版
の
同
じ
箇
所
で
は
、

宗
教
的
象
徴
は
、
次
の
事
実
に
よ
っ
て
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
象
徴
が
無
制
約
的
に
概
念
的
な
領
域
を
越
え
て
お

り
、
宗
教
的
営
み
に
お
い
て
暗
に
意
味
さ
れ
て
い
る
究
極
的
実
在
(
号

5
巴
0

8
怪
奇
)
、
す
な
わ
ち
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
(
早
5

5
8
E
E
s
a
Eロ
R
O
E
S円
)
の
代
理
(
円
8
5
8
D
S
E。
ロ
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
い
、
さ
ら
に
一
九
五
八
年
の
版
で
は
以
下
の
よ
う
に
改
訂
さ
れ
る
。

宗
教
的
象
徴
は
、
次
の
事
実
に
よ
っ
て
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
象
徴
が
無
制
約
的
に
概
念
的
な
領
域
を
越
え
て
お

り
、
宗
教
的
営
み
に
お
い
て
暗
に
意
味
さ
れ
て
い
る
究
極
的
実
在
、
す
な
わ
ち
我
々
に
究
極
的
に
関
わ
ら
せ
る
も
の

Z
F巳
の

8
8
B∞

g

巳
巴
自
己
oq)
の
代
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
版
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
宗
教
的
象
徴
が
「
そ
の
他
の
象
徴
よ
り
優
れ
て
い
る
」
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
は
「
無
制
約
的

に
超
越
的
な
も
の
」
を
具
象
化
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
宗
教
的
」
と
は
、
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
を
志
向

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
話
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
「
神
話
的
象
徴
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
存
在
と
意
味
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
存
在
そ
れ
自
体
と
我
々
の
存
在
と
を
同
じ
よ
う
に

越
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
存
在
と
意
味
を
与
え
る
も
の
」
と
は
、
あ
る
も
の
を
存
在
さ
せ
て
そ
れ
に
意
味
を
与
え
る
も
の
、

つ
ま
り
存
在
の
根
拠
と
な
る
も
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
人
間
の
存
在
、
だ
け
で
な
く
「
存
在
そ
れ
自
体
」
さ
え
も
超
越
し
て
い
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る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
に
二
重
の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、

「
存
在
そ
れ
自
体
」
を
も
超
越
し
て
い
る
と
い
う
点
に
後
期
の
思
想
と
の
相
違
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
無
制
約
的
な
も
の
」
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
る
こ
と
が
現
実
に
対
し
て
与
え
る
機
能
に
つ
い
て
、
同
時
期
の
別
の
論
文
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
宗
教
的
な
も
の
の
無
制
約
性
が
体
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
無
制
約
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
制
約
さ

れ
た
関
係
の
な
か
に
押
し
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
無
制
約
性
は
、
わ
れ
わ
れ
を
こ
れ
ら
の
関
係
か
ら
解
き
放
ち
、
わ
れ
わ
れ
を
た
だ

こ
の
無
制
約
性
の
前
だ
け
に
据
え
、
こ
の
究
極
的
な
も
の
の
前
で
す
べ
て
の
も
の
の
価
値
を
下
落
さ
せ
る
傾
向
を
も
っ
。

と
述
べ
、
「
無
制
約
的
な
も
の
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
価
値
を
相
対
化
し
、
人
間
の
生
を
そ
う
し
た
現
実
の
制
約
か
ら
解
放
す
る
傾
向
を
も
っ

と
い
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
当
時
、
教
会
以
外
の
領
域
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
宗
教
的
」
「
無
制
約
的
」
な
も
の
の
意
義
を
重
要
視
し
て
お
り
、

教
会
と
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
、
当
時
の
彼
の
宗
教
的
象
徴
論
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
し
い
象
徴
は
、
確
か
に
ま
っ
た
く
客
観
的
な
認
識
を
与
え
な
い
が
、
む
し
ろ
真
の
認
識
を
与
え
る
。
:
:
:
象
徴
の
真
理
性
は
、
象
徴
を
創

造
す
る
意
識
(
仏
S
4
B
g
z
岳
民
問
。
足
。
回
。
ョ
M
g
g
E
)
に
と
っ
て
、
そ
の
象
徴
が
内
的
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
依
存
し
て
い

る
。
象
徴
の
真
理
性
に
関
す
る
懐
疑
は
、
意
識
の
変
化
、
す
な
わ
ち
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
に
対
す
る
新
た
な
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ

る。
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「
正
し
い
象
徴
」
あ
る
い
は
「
象
徴
の
真
理
性
」
は
、
そ
れ
を
象
徴
と
し
て
仰
ぐ
者
の
「
意
識
」
に
と
っ
て
「
内
的
必
然
性
」
を
有
す
る
か
ど

う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
の
「
真
の
認
識
」
が
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
象
徴
が

人
間
の
「
意
識
」
に
対
し
て
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
を
そ
の
無
制
約
性
や
超
越
性
を
失
う
こ
と
な
く
認
識
さ
せ
る
力
を
有
す
る
か
ど
う

か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
象
徴
そ
れ
自
体
は
あ
く
ま
で
媒
介
で
あ
り
、
且
つ
「
意
識
」
に
対
し
て
無
制
約
性
や

超
越
性
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
「
正
し
い
象
徴
」
観
に
お
い
て
宗
教
的
象
徴
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会
の
律
法
や
因
襲
な
ど
が
絶
対
的
で

固
定
的
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
現
実
の
個
別
的
な
宗
教
の
形
式
を
超
越
的
な
次

元
か
ら
批
判
的
に
捉
え
る
と
い
う
緊
張
関
係
に
お
い
て
宗
教
的
象
徴
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
象
徴
論
に
み
る
「
究
極
的
関
心
」
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五
、
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
と
「
究
極
的
関
心
」

一
九
四

O
年
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
に
対
し
て
、
同
じ
雑
誌
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ル
バ

I
・
M
-
ア
ー
バ
ン
(
者
号
再
認
-
d号
自
)
と
エ
ド
ウ
ィ
ン
-

E
・
オ
l
ブ
リ
l
(開
ι玄
白
担
・
〉
号
B
可
)
と
い
う
二
人
の
人
物
の
批
判
文
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
応
答
文
が
「
象
徴
と
知
」

(E3Eσ
♀
自
仏
関
口
。
三

amo--。
主
)
と
い
う
題
で
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
両
者
と
も
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
と
い

う
用
語
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

ア
ー
バ
ン
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
存
在
と
意
味
を
与
え
る
」
一
方
で
「
存
在
そ
れ
自
体
と
我
々
の
存
在
を
越
え
て
い
る
」
と
い
う
考
え
に
つ
い

(
お
)

て
、
「
私
は
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
。

ま
た
、
オ
l
ブ
リ
l
も
ア
ー
バ
ン
の
異
議
を
共
有
し
て
い
る
と
言
い
、
「
大
抵
『
存
在
そ
れ
自
体
』
と
い
う
言
い
ま
わ
し
は
究
極
的
な
も
の
を

暗
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
究
極
的
な
も
の
を
超
越
す
る
も
の
が
存
在
し
得
る
と
い
う
観
念
は
、
私
に
は
論
理
的
に
不
可
能
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

今
日
、
私
は
こ
の
よ
う
に
書
こ
う
と
は
思
わ
な
い
。
確
実
に
英
語
で
は
。
そ
れ
は
、
幸
運
に
も
ド
イ
ツ
哲
学
の
用
語
の
両
義
性
を
不
可
能
に

す
る
。
私
が
意
図
す
る
の
は
、
存
在
の
根
拠
が
同
時
に
限
定
さ
れ
た
存
在
の
深
淵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
反
対
に
、
あ
ら
ゆ
る
特
定
の

諸
存
在
を
超
越
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
の
深
淵
は
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
実
存
形
式
の
創
造
的
な
根
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
引
用
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
二
人
の
批
判
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
「
特
定
の
諸
存
在
」
と
い
う
こ
と
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
想
定
し
て
い
る
の
は
人

間
で
あ
る
。
有
限
な
人
間
存
在
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
「
根
拠
」
を
求
め
る
問
い
は
「
深
淵
」
へ
と
い
た
ら
し
め
る
。
し
た
が
っ

て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
逆
説
的
に
、
そ
の
「
深
淵
」
こ
そ
が
実
存
の
「
根
拠
」
で
あ
る
と
展
開
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
、
人
間
存
在
の
「
深
淵
」
で

あ
る
と
同
時
に
「
根
拠
」
で
あ
る
も
の
を
表
す
用
語
と
し
て
「
我
々
に
究
極
的
に
関
わ
ら
せ
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
究
極
的
関
心
」
と
い
う
概
念

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

究
極
的
関
心
、
す
な
わ
ち
、
意
味
と
存
在
の
根
拠
が
究
極
的
な
真
理
を
有
し
て
お
り
、
:
:
:
あ
ら
ゆ
る
相
対
的
で
予
備
的
な
真
理
の
条
件
を

円
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な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
宗
教
的
象
徴
の
理
論
は
前
提
し
て
い
る
。
そ
の
宗
教
的
象
徴
の
理
論
は
、
実
存
す
る
か
実
存
し
な
い
か
に
関
す

る
蓋
然
的
判
断
の
無
限
の
不
確
実
性
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
確
実
性
を
そ
の
実
際
的
で
絶
対
的
な
基
盤
へ
と
引
き
戻
す
。

ま
ず
「
究
極
的
関
心
」
と
は
「
意
味
と
存
在
の
根
拠
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
人
間
存
在
の
意
味
や
根
拠
へ
の
聞
い
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て

の
究
極
的
な
関
心
事
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
究
極
的
関
心
」
は
「
究
極
的
な
真
理
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
宗
教
的
象
徴
の
理
論
が
前
提
と

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
人
間
の
「
意
味
と
存
在
の
根
拠
」
へ
の
問
い
と
そ
れ
へ
の
究
極
的
な
答
え
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
前
提
が
妥
当
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
別
途
考
察
を
用
す
る
が
、
そ
う
し
た
前
提
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
宗
教

を
「
実
際
的
で
絶
対
的
な
」
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
四
一
年
以
降
の
宗
教
的
象
徴
論
は
、
「
究
極

的
関
心
」
あ
る
い
は
そ
の
対
象
と
し
て
の
「
我
々
に
究
極
的
に
関
わ
ら
せ
る
も
の
」
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に
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一
九
二
八
年
か
ら
一
九
四

O
年
ま
で
の
版
で
用
い
ら
れ
た
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
や
、
そ
れ
以
降
用
い
ら
れ
た
「
我
々
に
究
極
的
に

関
わ
ら
せ
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
究
極
的
関
心
」
と
い
う
用
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
生
涯
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
説
明
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
背
景
に
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
第
一
の
「
死
」
と
そ
の
後
の
生
活
が
あ
る
だ
ろ
う
。
彼

は
教
会
の
道
徳
や
規
律
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
た
(
あ
る
い
は
そ
う
信
じ
よ
う
と
し
た
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
用
語
に
は
、
一
方

で
は
因
襲
的
で
律
法
的
な
も
の
を
、
他
方
で
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
」
を
「
無
制
約
的
」
に
「
超
越
」
し
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
自
身
の
神
学
を

構
築
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
宗
教
は
人
間
の
「
意
識
」
と
「
無
制
約
的
に
超
越
的
な
も
の
」
の
関
係
に
お
い
て

構
想
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
以
降
、
自
身
の
生
き
る
意
味
の
喪
失
と
い
う
体
験
に
も
根
ざ
し
て
、
主
題
が
人
間
の
実
存
的
な
問
題
へ
と
集
中

し
、
「
我
々
に
究
極
的
に
関
わ
ら
せ
る
も
の
」
と
い
う
用
語
の
「
我
々
」
へ
と
強
調
点
が
移
っ
て
い
く
と
解
釈
で
き
る
。
「
究
極
的
関
心
」
を
前
提

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
象
徴
論
に
み
る
「
究
極
的
関
心
」
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と
す
る
彼
の
宗
教
的
象
徴
論
は
「
我
々
」
の
主
体
的
実
存
を
象
徴
の
中
に
引
き
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
を
「
我
々
」
に
と
っ

て
「
実
際
的
で
絶
対
的
な
」
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
究
極
的
関
心
」
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
教
会

の
道
徳
や
規
律
に
生
の
基
準
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、
自
身
の
「
意
味
と
存
在
の
根
拠
」
を
探
求
す
る
な
か
で
、
そ
の
「
意
味
と
存
在
の
根
拠
」

や
、
「
我
々
の
実
存
に
と
っ
て
の
究
極
的
基
準
」
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
現
れ
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
「
意
味
と

存
在
の
根
拠
」
を
問
う
態
度
自
体
を
宗
教
的
と
捉
え
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
営
み
に
宗
教
的
な
も
の
を
見
出
す
宗
教
概
念
と
し
て
の
「
究

極
的
関
心
」
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

;主

(
1
)

田
丸
徳
善
「
究
極
的
関
心
」
『
宗
教
学
辞
典
』
小
口
偉
一
・
堀
一
郎
監
修
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、
二
一

O
頁。

(
2
)
P
E
g
-
R
当

3
2・
K
E
E
5
3
F
S
E認
定
ミ
ヨ
S
H
i
p
N凡な
S
-
u
q
脅
さ
s
h
E
3
M可
凡
さ
さ
み

E
ミ

g
p
p
F
S
5尽
き
さ
百
一
〉
円
F
S
E
E
-

-。∞。∞--。
l
M
∞.

(
3
)

芦
名
定
道
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
現
代
宗
教
論
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
四
年
、
七
三
頁
。

(
4
)

芦
名
定
道
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
現
代
宗
教
諭
』
一

O
八
ー
一
一

O
頁
参
照
。
た
だ
し
、
窓
あ
と
い
う
記
号
は
筆
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
芦
名
は
、
①
初
期

(
1第
一
次
世
界
大
戦
)
。
②
前
期
(
第
一
次
世
界
大
戦

1
一
九
三
三
一
ワ
イ

マ
l
ル
時
代
)
。
こ
れ
は
前
期
I
(
1
一
九
二
五
一
文
化
の
神
学
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The “Ultimate Concern" in Tillich' s 

Theory of Religious Symbol 

Jiro SAWAI 

揮

井

治

郎

This paper deals with Paul Tillich's theory of religious symbol. Needless to say， he was a 

Christian theologian as well as a philosopher of religion， who mainly played an active p紅 tin the 

United States of America in the 20th century. This paper focuses on Tillich's concept of“ultimate 

concem，" which had a cen佐alsignificance in his later religious theory， and which also gives great 

influences on contempor紅yreligious studies. In order to take into consideration his concept of 

“ultimate concem" in the development of his religious theory and to clarify the context in which 

his concept of“ultimate concem" appeared， we trace the development of his religious theory with 

main reference to his article，“Das religiose Symbol / The Religious Symbol." Thus， on the basis 

of our confirmation of Tillich's life history， we would like to consider how he developed his 

concept of“ultimate concem" in his life and also to elucidate the meaning of his concept of 

“ultimate concem" and its relationship with his life history. 
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