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か
つ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
語

り
え
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
せ
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
論
じ
た
と
き
、
彼
は
ま
だ
、

言
葉
の
限
界
が
論
理
の
限
界
（
あ
る
い
は

そ
の
逆
）
だ
と
考
え
て
い
た
（﹃
論
理
哲
学

論
考
﹄）。
し
か
し
、
後
期
の
彼
の
思
想
は
、

言
葉
を
複
数
の
主
体
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
文
脈
で
と
ら
え
、
そ
の
言
葉
が

い
か
な
る
意
味
に
理
解
さ
れ
た
の
か
に
着

目
す
る
よ
う
に
な
る
（﹃
哲
学
探
究
﹄）。

　

前
者
が
論
理
を
言
葉
に
投
射
し
、
ピ
ュ

ア
な
真
理
に
接
近
し
よ
う
と
し
た
の
に
対

し
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
よ
り
人
間

的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
々
の
営
み
は
客

観
的
な
論
理
な
ど
で
は
語
り
え
ぬ
も
の
で

あ
ふ
れ
て
お
り
、
か
と
い
っ
て
沈
黙
が
必

ず
し
も
金
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
情
報
化
が
進
む

今
日
の
世
界
は
、
国
境
を
ま
た
ぎ
、
人
・

モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
が
錯
綜
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
の
場

と
な
っ
て
い
る
。
人
々
は
自
ら
の
「
平
和
」

や
「
正
義
」
を
主
張
し
、他
方
で
が
む
し
ゃ

ら
に
持
て
る
パ
ワ
ー
や
利
益
の
極
大
化
を

図
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
知
性
と
力
の
賢

明
な
使
い
方
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

著
者
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
教
授
は
、
本

書
を
通
じ
、
二
一
世
紀
の
世
界
を
牽
引
す

る
「
ス
マ
ー
ト
・
パ
ワ
ー
」
の
重
要
性
を

説
い
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
・
パ
ワ
ー
と
は
、

物
理
的
な
強
制
や
見
返
り
で
相
手
を
動
か

す
ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー
と
、
魅
力
や
説
得
で

相
手
を
引
き
込
む
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
を
組

Book Review

最
新
の
パ
ワ
ー
論
を

支
え
る
未
来
へ
の
情
熱

【選評】
大阪大学大学院教授

星野俊也

スマート・パワー　
21世紀を支配する新しい力
ジョゼフ・Ｓ・ナイ・著
Joseph S. Nye, Jr.　ハーバード大学特別功労教授
山岡洋一・藤島京子訳
日本経済新聞社／2011年７月
定価　2000円＋税
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み
合
わ
せ
る
外
交
上
の
「
賢
さ
」
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
力
を
指
し
て
い
る
。

　

著
者
が
こ
と
さ
ら
に
賢
慮
の
要
を
説
く
裏

に
は
、
特
に
９
・
11
事
件
か
ら
近
年
ま
で

（
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ

シ
ュ
大
統
領
の
共
和
党
政
権
の
時
期
と
重
な

る
が
）、
米
国
の
パ
ワ
ー
行
使
が
「
ス
マ
ー

ト
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
批
判
や
失
望

と
、
政
権
交
代
を
経
て
、
自
身
が
提
唱
す
る

ス
マ
ー
ト
・
パ
ワ
ー
概
念
が
民
主
党
オ
バ
マ

政
権
の
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
に
採
用
さ
れ
た
こ
と

へ
の
期
待
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
米
国
を
代
表

す
る
国
際
政
治
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
先
の

民
主
党
政
権
下
で
国
家
情
報
会
議
や
国
防
総

省
な
ど
の
高
官
と
し
て
も
辣
腕
を
ふ
る
っ
た

著
者
の
ク
ー
ル
な
分
析
と
熱
い
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
ナ
イ
教
授
の
パ
ワ
ー

論
は
あ
ま
り
に
有
名
で
、
い
ま
さ
ら
読
ま
な

く
て
も
、
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
う
し
た
読
者
こ
そ
本
書
を
手
に

取
る
価
値
が
あ
る
。
実
際
、
ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー

の
功
罪
や
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
の
誤
解
や
ス
マ
ー

ト
・
パ
ワ
ー
の
効
用
に
つ
い
て
は
、
本
家
本

元
な
ら
で
は
の
明
快
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
二
一
世

紀
の
今
日
、
パ
ワ
ー
の
分
布
が
こ
れ
ま
で
と

は
大
き
く
異
な
り
、二
つ
の
顕
著
な
シ
フ
ト
、

す
な
わ
ち
、
各
国
間
の
力
の
「
移
行
」
と
、

国
家
か
ら
非
国
家
主
体
へ
の
力
の
「
拡
散
」

と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
世
界
の
実
情

が
的
確
に
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

力
の
移
行
は
、Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
s
（
ブ
ラ
ジ
ル
、

ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
）
の
台
頭
に
象
徴

さ
れ
る
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
を
示
し
、

力
の
拡
散
と
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
や
ハ
ッ
カ
ー
の

暗
躍
な
ど
、
新
た
な
脅
威
の
高
ま
り
に
見
て
取

れ
る
。
そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
情
報
革
命

の
な
か
で
、
パ
ワ
ー
行
使
の
ス
テ
ー
ジ
は
確
実

に
広
が
り
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
パ
ワ
ー
の

競
争
が
極
め
て
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
が
改
め
て
実
感
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
変
化
は
、
最
強
国
・
米
国
で
さ

え
も
管
理
で
き
な
い
動
き
の
拡
大
を
物
語
る

が
、
こ
こ
で
逆
に
、
我
々
に
は
、
ナ
イ
教
授

が
国
際
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
な

ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
パ
ワ
ー
の
分
析
に
こ
だ
わ

る
の
か
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

そ
れ
は
、
い
か
に
パ
ワ
ー
の
移
行
や

拡
散
が
起
こ
っ
て
も
、
米
国
は
没
落
せ
ず
、

ま
た
衰
退
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
つ

の
確
信
的
な
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
米
国
が
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
価
値
へ
の

絶
対
的
な
信
奉
を
反
映
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
米
国
自
身
が

学
習
し
、
成
長
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

賢
慮
の
外
交
に
は
、
一
層
磨
き
が
か
け
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
自

意
識
の
過
剰
と
切
り
捨
て
る
こ
と
は
簡
単
だ

が
、
空
白
の
歳
月
を
重
ね
、
衰
退
の
危
機
に

面
し
て
な
お
人
々
に
希
望
の
未
来
を
語
り
え

な
い
ど
こ
か
の
国
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
較
べ
れ

ば
、
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
前
向
き
で
あ
る
。
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ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
・
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

教
授
の
提
唱
す
る
「
ス
マ
ー
ト
・
パ
ワ
ー
」

が
賢
慮
の
外
交
を
目
指
そ
う
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」

に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
つ
は
、
直
面
す
る
状
況
を
的
確
に
把

握
す
る
知
性
と
し
て
の
意
味
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
国
家
の
安
全
保
障
に
と
っ
て

最
も
基
本
的
な
機
能
の
一
つ
で
あ
る
べ
き

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
プ
ロ
セ
ス
・
成
果

物
・
組
織
で
あ
る
。
前
者
は
、
政
策
決
定

や
情
報
分
析
に
携
わ
る
人
々
に
よ
っ
て
培

わ
れ
る
ア
ー
ト
に
関
わ
り
、
後
者
は
、
政

府
の
機
構
と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方

に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
国
家
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

が
本
来
的
に
機
密
情
報
を
扱
い
、
秘
匿
性

の
高
い
活
動
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
お
の
ず

と
過
度
の
神
秘
化
や
反
発
を
招
き
や
す
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
に
つ
い
て
の
健
全
な
理
解
と
適

正
な
運
用
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
信
頼
で
き
る
教
科
書
が
必
要

と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
米
国
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
裏
も
表
も
熟
知
す
る
原

著
者
の
手
に
よ
る
教
科
書
の
待
望
の
邦
訳

版
で
、
お
よ
そ
こ
の
分
野
の
理
解
に
欠
か

せ
な
い
概
念
・
歴
史
・
制
度
・
論
点
が
網

羅
さ
れ
て
い
る
。
邦
訳
は
日
本
の
外
交
・

情
報
部
門
の
第
一
線
で
の
豊
富
な
実
務
経

験
と
鋭
い
分
析
眼
に
加
え
、
大
学
で
の
熱

意
あ
ふ
れ
る
授
業
で
も
知
ら
れ
る
監
訳
者

と
そ
の
チ
ー
ム
が
、
手
堅
く
、
し
か
も
読

み
や
す
く
仕
上
げ
て
い
る
。

　

米
国
中
心
の
記
述
は
原
著
者
も
認
め
る

と
こ
ろ
だ
が
、莫
大
な
予
算
、強
大
な
組
織
、

最
先
端
の
技
術
を
持
つ
米
国
の
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
も
失
敗
す
る
。
他
方
、
戦
後
日

本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
体
制
は
、
依
然

と
し
て
脆
弱
に
過
ぎ
る
。
国
家
の
進
路
を

正
し
く
見
極
め
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
反

面
、
権
力
者
を
幻
惑
す
る
媚
薬
と
し
て
も

作
用
す
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
ア
ー
ト

と
シ
ス
テ
ム
を
、
我
々
は
磨
き
あ
げ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
本
書
の
邦
訳
が
出
版
さ

れ
た
社
会
的
・
政
策
的
な
意
義
は
大
き
い
。

Book Review
ア
ー
ト
と
シ
ス
テ
ム
の

二
面
性
を
語
る

信
頼
の
教
科
書

インテリジェンス　
機密から政策へ
マーク・Ｍ・ローエンタール・著
Mark M. Lowenthal 米国インテリジェンス・
安全保障アカデミー会長
茂田宏監訳
慶應義塾大学出版会／2011年5月
定価　4200円＋税

ア
ー
ト
と
シ
ス
テ
ム
の
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国
際
関
係
や
公
共
政
策
の
研
究
や
教
育
の

一
環
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
つ
の
専
門
分
野

と
し
て
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
、
米
英
な
ど
で
は
一
般
的
だ
が
、
日

本
で
は
今
も
ま
だ
限
ら
れ
た
例
し
か
な
い
だ

ろ
う
。
評
者
が
し
ば
ら
く
前
に
大
学
院
の
国

際
公
共
政
策
専
攻
課
程
で
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ

ン
ス
分
析
と
対
外
政
策
」
を
科
目
名
に
授
業

を
立
ち
上
げ
た
と
き
も
、
半
ば
手
探
り
で
学

問
と
し
て
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
保
持
に
腐
心
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
験
か
ら
、
本
書
を

通
じ
、
著
者
が
、
学
術
的
な
理
論
的
枠
組

み
に
基
づ
く
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
研
究

と
学
習
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
に

は
大
い
に
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

本
書
は
、
初
学
者
向
け
に
わ
か
り
や
す

い
構
成
と
記
述
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
イ

ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
基
礎
理
論
の
下
地
づ
く

り
の
面
で
は
妥
協
を
し
て
い
な
い
。
と
り
わ

け
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
定
義
・
機
能
・
特

徴
の
検
討
に
始
ま
り
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

と
政
策
立
案
・
政
策
決
定
の
峻
別
、
素
材
情

報
（
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
）
を
分
析
・
加

工
し
、そ
れ
を
優
れ
た
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・

プ
ロ
ダ
ク
ト
に
高
め
る
プ
ロ
セ
ス
や
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
機
関
に
対
す
る
民
主
的
統
制
、

さ
ら
に
法
執
行
機
関
と
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

と
の
関
係
性
の
考
察
な
ど
に
至
る
議
論
で

は
、
実
務
経
験
を
有
す
る
著
者
な
ら
で
は

の
、
教
科
書
を
超
え
た
専
門
的
な
深
み
を

展
望
さ
せ
る
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。

　

評
者
が
授
業
の
な
か
で
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ

ン
ス
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
理
由
の
一
つ

は
、
そ
れ
が
対
外
政
策
決
定
に
お
け
る
情
報

分
析
の
ス
キ
ル
や
分
析
の
妥
当
性
を
判
断
す

る
目
を
養
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、
本
書
で
は
、
そ

れ
を
本
来
の
目
的
と
し
て
は
い
な
い
な
が

ら
も
、
分
析
す
べ
き
課
題
の
設
定
か
ら
、
対

象
の
意
図
と
能
力
や
国
内
情
勢
と
対
外
関

係
を
含
む
全
体
的
な
分
析
枠
組
み
の
形
成
、

素
材
情
報
の
扱
い
や
結
論
の
ス
タ
イ
ル
な

ど
、
例
を
挙
げ
て
懇
切
に
説
明
す
る
。
こ

れ
は
本
書
の
構
築
す
る
基
礎
理
論
が
実
践

面
に
も
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
■

実
践
に

裏
打
ち
さ
れ
た

深
み
と
展
望

インテリジェンスの
基礎理論
小林良樹・著
こばやし　よしき　慶應義塾大学教授
立花書店／2011年3月
定価　1715円＋税

実
践
に

裏
打
ち
さ
れ
た

深
み
と
展
望
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二
〇
〇
一
年
の
９
・
11
事
件
か
ら
一
〇
年

に
な
る
。
国
際
政
治
の
上
で
、
こ
の
一
〇
年

は「
グ
ロ
ー
バ
ル・テ
ロ
リ
ズ
ム
」が
展
開
し
、

「
対
テ
ロ
戦
争
」
が
重
要
課
題
と
な
っ
た
「
ポ

ス
ト
９
・
11
」
の
時
代
だ
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ア
ラ
ブ
世
界
の

二
〇
一
一
年
の
政
変
で
、こ
の
「
ポ
ス
ト
９
・

11
」
の
時
代
は
幕
を
下
ろ
し
か
け
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
つ
の
時
代

は
、
終
わ
り
に
近
づ
い
て
は
じ
め
て
、
そ

の
意
味
や
性
質
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。

鋭
い
観
察
者
と
し
て
の
ケ
ペ
ル

　

し
か
し
時
代
が
今
ま
さ
に
作
ら
れ
て
い

く
最
中
に
も
、
鋭
敏
に
将
来
へ
の
変
化
を

感
じ
取
り
、
重
要
な
こ
と
と
そ
う
で
な
い

こ
と
を
選
り
分
け
て
、
的
確
な
形
で
物
事

を
と
ら
え
表
現
し
て
い
け
る
、
特
殊
な
才

能（
と
幾
分
か
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
運
）を
持
っ

た
人
た
ち
が
、
こ
の
世
の
中
に
は
少
数
存
在
す

る
。
９
・
11
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
い
て
、

何
が
最
重
要
の
課
題
な
の
か
、
そ
の
課
題

は
ど
の
よ
う
な
形
の
も
の
な
の
か
。
今
か

ら
考
え
れ
ば
、
最
も
納
得
の
ゆ
く
議
論
を

展
開
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
ジ
ル
・
ケ

ペ
ル
（
パ
リ
政
治
学
院
教
授
）
だ
っ
た
。

　
「
や
は
り
」
と
い
う
の
は
、
ケ
ペ
ル
の
作

品
は
９
・
11
事
件
や
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
派

に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
っ

た
近
年
の
事
象
の
出
現
に
よ
っ
て
注
目
を

集
め
る
前
に
も
、
幾
度
も
脚
光
を
浴
び
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
か
ら
カ

イ
ロ
に
住
ん
で
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
運
動
の

調
査
を
行
っ
て
い
た
ケ
ペ
ル
は
、
八
一
年

一
〇
月
、
ま
さ
に
研
究
対
象
の
ジ
ハ
ー
ド
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団
に
よ
っ
て
サ
ー
ダ
ー
ト
大
統
領
が
暗
殺
さ

れ
る
事
態
に
遭
遇
す
る
。
最
前
線
の
知
見
を

盛
り
込
ん
だ
博
士
論
文
は
『
預
言
者
と
フ
ァ

ラ
オ
─
─
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激

派
』
と
し
て
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
、
即
座
に

こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
古
典
的
名
作
と
な
っ

た
。
ケ
ペ
ル
は
五
五
年
生
ま
れ
だ
か
ら
こ
の

時
ま
だ
二
〇
歳
代
で
あ
る
。

　

処
女
作
で
の
ま
る
で
事
態
の
急
展
開
を
見

通
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
課
題
設
定
が
、
ま

ぐ
れ
当
た
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ケ
ペ

ル
は
次
々
と
発
表
す
る
作
品
で
証
明
し
て

い
っ
た
。

　

一
九
八
七
年
に
刊
行
し
た
『
イ
ス
ラ
ー
ム

の
郊
外
』
に
始
ま
る
、
一
連
の
社
会
学
調
査

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
郊
外
に
多
く
住
む
よ
う
に

な
っ
て
い
た
ム
ス
リ
ム
系
の
移
民
と
そ
の
子

孫
が
提
起
す
る
政
治
問
題
を
、
表
面
化
す
る

よ
り
も
遥
か
前
に
指
し
示
し
て
い
た
。
さ
ら

に
九
四
年
の
『
西
洋
の
ア
ッ
ラ
ー
』
で
は
、

こ
れ
を
欧
米
各
国
の
移
民
ム
ス
リ
ム
問
題
の

比
較
考
察
に
発
展
さ
せ
た
。
そ
こ
で
ケ
ペ
ル

は
イ
ギ
リ
ス
的
な
多
文
化
主
義
に
よ
る
受
け

入
れ
策
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
そ
の

こ
と
は
あ
た
か
も
フ
ラ
ン
ス
の
「
悪
し
き
」

同
化
主
義
を
称
揚
す
る
自
文
化
中
心
主
義
の

発
露
か
、
は
た
ま
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の

偏
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
英

米
圏（
や
そ
れ
を
表
層
的
に
受
け
入
れ
る
日
本
）

で
短
絡
的
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
。
し
か

し
イ
ギ
リ
ス
で
も
多
文
化
主
義
の
負
の
側
面
が

幅
広
い
立
場
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ

れ
て
、
ケ
ペ
ル
の
炯
眼
は
（
時
に
不
承
不
承

な
が
ら
）
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、『
預
言
者
と
フ
ァ
ラ
オ
』
で
展
開

し
た
宗
教
回
帰
現
象
の
研
究
は
、
キ
リ
ス
ト

教
や
ユ
ダ
ヤ
教
で
の
並
行
す
る
事
象
と
比
較

し
た
一
九
九
一
年
の
『
神
の
復
讐
』（
中
島

ひ
か
る
訳
『
宗
教
の
復
讐
』
晶
文
社
）
に
発

展
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
研
究
分
野
は
、
ケ
ペ
ル
の
後

に
は
多
く
の
研
究
者
が
こ
ぞ
っ
て
参
入
し
た

が
、
ケ
ペ
ル
の
前
に
は
ほ
と
ん
ど
未
踏
の
領

域
だ
っ
た
。
現
地
に
赴
き
、
目
の
前
に
存
在

す
る
、
し
か
し
ま
だ
明
確
に
認
識
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
だ
理
論
の
枠
を
は
め
ら
れ
て
い
な

い
現
象
を
見
つ
め
、
卓
抜
な
概
念
化
の
才
を

働
か
せ
て
対
象
を
イ
デ
ア
と
し
て
目
の
前
に

現
出
さ
せ
る
ケ
ペ
ル
の
手
法
は
、
真
の
「
哲

学
」
の
営
為
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

米
仏
の
は
ざ
ま
で
揺
れ
る
評
価

　

し
か
し
そ
の
こ
と
が
、
英
語
圏
、
特
に
ア

メ
リ
カ
が
圧
倒
的
な
影
響
力
と
活
力
を
持
つ

社
会
科
学
の
世
界
に
お
い
て
、
ケ
ペ
ル
の
十

全
な
評
価
を
阻
害
し
た
面
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
研
究
の
場
で
は
、
ケ
ペ

ル
の
『
預
言
者
と
フ
ァ
ラ
オ
』
は
先
駆
的
な

研
究
と
し
て
常
に
言
及
は
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
、
フ
ラ
ン
ス
的

な
修
辞
と
発
想
法
で
組
み
立
て
ら
れ
た
ケ
ペ

ル
の
諸
作
品
は
、
す
で
に
終
わ
っ
た
現
象
に
つ

い
て
、
特
定
の
因
果
関
係
の
証
明
を
行
う
こ
と
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に
よ
っ
て
「
理
論
」
を
構
築
し
、
科
学
の
装
い

を
凝
ら
そ
う
と
し
て
い
く
性
向
を
強
く
持
つ

米
国
の
政
治
学
や
社
会
学
の
場
で
は
、
ど
こ

か
懐
疑
的
に
見
ら
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
確
か
に
ケ
ペ
ル
の
本
は
、
英
米

圏
の
学
術
書
の
流
儀
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
者

に
は
「
読
み
に
く
い
」。
序
文
だ
け
熱
心
に

読
み
、
各
章
の
論
証
や
デ
ー
タ
を
、
索
引
を

頼
り
に
拾
い
読
み
し
、
さ
っ
さ
と
結
論
部
分

に
進
む
、
と
い
う
よ
う
な
読
み
方
は
通
用
し

な
い
。
論
理
と
感
性
と
レ
ト
リ
ッ
ク
を
総
動

員
し
た
文
章
そ
の
も
の
が
対
象
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
い
く
過
程
を
、
文
学
作
品
を
読
む

よ
う
に
丹
念
に
追
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
だ
結
論
が
見
え
て
い
な
い
、
さ
ほ

ど
重
要
性
を
認
知
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
対
象

を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
因
果
関
係
と
い
っ
た

一
方
向
的
な
論
証
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
読
者
に
よ
っ
て
受
け
止
め
る
部
分
も
理

解
も
ま
ち
ま
ち
に
な
る
。

　

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
学
問
的

風
土
、
そ
の
背
後
に
あ
る
学
問
の
社
会
的
役

割
の
違
い
と
し
て
興
味
深
い
だ
け
で
な
く
、

政
治
学
は
万
人
が
手
続
き
を
踏
め
ば
参
加
で

き
再
現
で
き
る
科
学
（
サ
イ
エ
ン
ス
）
な
の

か
、
そ
れ
と
も
直
観
と
職
人
芸
や
天
性
の
才

能
に
か
な
り
依
存
す
る
芸
術
・
技
術
（
ア
ー

ト
）
な
の
か
、
と
い
う
簡
単
に
は
解
決
の
つ

か
な
い
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。

 

「
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
派
の
伸
長
」「
ム
ス
リ

ム
移
民
問
題
の
顕
在
化
」
で
す
で
に
十
分
に

脚
光
を
浴
び
て
い
た
ケ
ペ
ル
に
、
９
・
11
事

件
に
よ
っ
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ハ
ー
ド
」

が
米
国
の
対
外
政
策
の
最
重
要
課
題
と
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
も
注
目
の
的
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ケ
ペ
ル
は
す
で
に
前

年
に
大
著
『
ジ
ハ
ー
ド
』（
丸
岡
高
弘
訳
『
ジ

ハ
ー
ド
─
─
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
発
展
と
衰

退
』
産
業
図
書
）
を
著
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
諸
集
団
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
を
包
括
的

に
ま
と
め
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
し
て
確
か
な
評
価
へ

　

９
・
11
事
件
に
よ
っ
て
、
英
語
圏
で
の
ケ

ペ
ル
の
作
品
へ
の
評
価
は
急
上
昇
し
、
今
に

至
る
。
こ
の
場
合
は
、
狭
い
専
門
研
究
業
界

で
は
な
く
、
論
壇
や
政
策
論
の
場
で
の
注
目

で
あ
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア

ル
と
し
て
の
評
価
だ
っ
た
。パ
ス
カ
ル・ガ
ザ
ー

レ
（Pascale Ghazaleh

）
と
い
う
、
エ
ジ
プ

ト
人
で
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
を
自
在
に
操
る
闊

達
な
英
訳
者
も
得
て
、
ケ
ペ
ル
の
著
作
は
急

速
に
世
界
に
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

私
も
ケ
ペ
ル
に
一
度
だ
け
会
い
に
行
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
九
月
に
は
、
ケ
ペ
ル
が

二
〇
〇
二
年
に
刊
行
し
て
い
た
、
９
・
11
事

件
の
直
後
に
エ
ジ
プ
ト
、
レ
バ
ノ
ン
・
シ
リ

ア
、
湾
岸
諸
国
を
め
ぐ
っ
て
記
し
た
フ
ィ
ー

ル
ド
・
ノ
ー
ト
を
翻
訳
刊
行
す
る
機
会
を
得

た
（『
中
東
戦
記　

ポ
ス
ト
９
・
11
時
代
へ

の
政
治
的
ガ
イ
ド
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）。

　

訳
し
な
が
ら
、
ケ
ペ
ル
が
偶
然
目
に
入
っ
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た
も
の
を
た
だ
記
す
か
の
よ
う
に
装
っ
た

文
章
が
、
実
に
微
細
に
、
思
想
史
・
政
治

学
・
社
会
学
・
人
類
学
と
い
っ
た
諸
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
を
駆
使
し
て
対
象
を
切
り
分
け
、

再
び
統
合
す
る
営
為
を
包
含
し
て
い
る
こ

と
に
、
戦
慄
に
近
い
も
の
さ
え
覚
え
た
。

二
〇
〇
一
年
の
時
点
で
す
で
に
ケ
ペ
ル
は
、

一
方
で
超
大
国
に
打
撃
を
与
え
た
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ジ
ハ
ー
ド
に
興
奮
す
る
若
者
が
お

り
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
同
じ
若
者
た
ち

が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
消
費
社
会
や
欧
米
文
化

の
普
遍
性
に
魅
惑
さ
れ
、
個
人
と
し
て
も

社
会
集
団
と
し
て
も
そ
の
内
側
に
激
し
い

せ
め
ぎ
合
い
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
、
観

察
し
て
い
た
。
さ
ら
に
「
異
教
徒
へ
の
ジ

ハ
ー
ド
」
の
次
に
来
る
も
の
は
、
全
面
的

な
文
明
間
の
対
立
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
に
侵
食
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の

社
会
の
中
に
生
じ
て
く
る
、
信
仰
者
同
士

の
闘
争
す
な
わ
ち
「
フ
ィ
ト
ナ
（
騒
擾
）」

で
あ
る
こ
と
を
予
見
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ノ
ー
ト
に
繰
り
返
し
記
し
て
い
た
。

　

ケ
ペ
ル
が
９
・
11
直
後
に
感
知
し
た
、

迫
り
く
る
ム
ス
リ
ム
社
会
の
内
乱
は
、
イ

ラ
ク
再
建
の
過
程
で
ス
ン
ナ
派
・
シ
ー
ア

派
間
の
宗
派
紛
争
と
し
て
現
実
化
し
た
。

今
年
二
〇
一
一
年
に
顕
在
化
し
た
ア
ラ
ブ

各
国
の
激
動
は
、
さ
ら
に
次
の
段
階
で
の

ム
ス
リ
ム
社
会
内
の
闘
争
の
顕
現
と
解
釈

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
間
ケ
ペ
ル
は
〇
四
年
の
『
ジ
ハ
ー

ド
と
フ
ィ
ト
ナ
─
─
イ
ス
ラ
ム
精
神
の
戦

い
』（
早
良
哲
夫
訳
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）、
そ

し
て
〇
八
年
に
本
書
『
テ
ロ
と
殉
教
─
─

「
文
明
の
衝
突
」
を
こ
え
て
』（
冒
頭
の
写

真
は
英
訳
版
。
邦
訳
は
丸
岡
高
弘
訳
、
産

業
図
書
）
を
刊
行
し
、『
中
東
戦
記
』
で
感

覚
的
・
断
片
的
に
記
し
て
い
た
「
フ
ィ
ト
ナ
」

が
現
実
化
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
だ
け
で

な
く
西
欧
諸
国
を
最
前
線
と
し
て
展
開
し

て
い
く
過
程
を
分
析
し
、
世
界
の
一
般
読

者
に
発
信
し
て
き
た
。

　

二
〇
一
一
年
の
ア
ラ
ブ
政
変
に
関
し
て
、

ケ
ペ
ル
は
何
を
書
い
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
書
の
献
辞
に
は
、
若
い
元
気
な
研

究
者
た
ち
が
出
て
き
た
か
ら
、本
書
を
「
最

後
の
著
作
」
と
し
た
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ケ
ペ
ル
は
ま
だ
隠
居
す
る
ほ
ど
の
年
齢
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
と
い
う
も
の
は
安
価
に
手
に
入
り
、

飽
き
れ
ば
捨
て
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
よ
う

な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
書
か
れ
て

い
る
言
葉
の
背
後
に
は
、
時
に
と
て
つ
も

な
く
崇
高
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ

は
読
者
が
積
極
的
に
捜
し
に
行
か
な
い
限

り
は
見
つ
か
ら
な
い
。
書
き
手
が
聖
人
君

子
だ
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
人
類
の

歴
史
の
大
き
な
波
を
、
一
人
の
頭
脳
で
受

け
止
め
る
か
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
人
が

時
に
現
れ
る
。
ジ
ル
・
ケ
ペ
ル
は
そ
の
よ

う
な
役
割
を
負
わ
さ
れ
、
そ
し
て
十
分
に

そ
の
任
を
果
た
し
て
き
た
。
■




