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5命

カ

ノレ

ヴ内

教

会

理

論

ア

シ〆

の

第
一
章
教
会
の
本
質

ハ
円
見
え
ざ
る
教
会

伺
経
験
的
教
会
の
存
在
理
由
と
そ
の
本
質

伺
プ
ナ
バ
プ
テ
イ
九
ト
批
判
(
以
上
第
日
巻
第
4
号
)

第
二
章
教
会
の
統
治

付
聖
書
の
解
釈
の
一
致
と
「
仕
え
人
」

∞
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
と
「
人
間
の
法
」

同
教
会
規
律
と
神
の
審
判

( 2 ) 

荒

木

俊

夫
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第
二
章

の

統

治

教

会

神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
者
の
救
い
は
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
に
入
り
、

て
受
け
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
あ
る
恵
み
を
御
霊
の
働
き
を
通
し

不
可
視
的
な
こ
の
交
わ
り
は
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
が

立
て
た
制
度
、
即
ち
御
言
葉
を
宣
ベ
伝
え
、
聖
礼
典
を
執
行
す
る
教
会
、
す
べ
て
の
者
を
包
括
す
る
可
視
的
教
会
共
同
体
で
遂
行
さ
れ
る
の

で
あ
っ
た
。
教
会
共
同
体
の
本
質
が
こ
の
〈
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
〉
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
秩
序
も
ま
た
、
こ
の
教
会
の
「
か
し
ら
」

で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
、
御
言
葉
の
宣
教
を
通
し
て
彼
の
御
霊
を
そ
の
肢
々
に
注
ぎ
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
に
よ
る
直
接
の
統
治
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

カ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
御
霊
に
よ
る
統
治
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
、
御
言
葉
と
御
霊
が
教
会
の
個
々
の
成
員
の
魂
に
直
接
働
き
か
け
、
そ
こ
に
生
ず
る
個
々
人
の
自
由
な
意
思
決
定
の
み
の
結
果
と

し
か
し
、

~) 

し
て
自
ず
と
教
会
の
秩
序
が
つ
く
ら
れ
、
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
個
人
は
他
の
成
員
の
意
思
、
し
た
が
っ

て
彼
に
と
っ
て
さ
し
当
り
外
的
な
意
思
に
服
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
働
き
か
け
る
こ
の
他
人
の
意
思
も
、
な

る
ほ
ど
究
極
的
に
は
、
御
霊
の
働
き
に
基
礎
ず
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
彼
の
う
ち
に
直
接
働
く
御
霊
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
に

カノレグァンの教会理論

と
っ
て
は
「
外
的
援
助
」
と
し
て
媒
介
的
に
働
く
御
霊
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ル
ヴ
ア

γ
に
と
っ
て
、
こ
の
「
外
的
援
助
」
は
単
な
る
説

得
ば
か
り
で
な
く
、
命
令
的
・
強
制
的
力
を
も
つ
も
の
を
も
含
む
の
で
あ
る
o

さ
ら
に
、
こ
の
他
人
を
媒
介
し
て
働
く
御
霊
は
、
キ
リ
ス

ト
が
立
て
た
基
本
的
諸
制
度
に
基
づ
い
て
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
不
可
視
的
な
霊
的
統
治
は
、
教
会
員

相
互
の
権
威
関
係
と
し
て
現
象
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
教
会
共
同
体
は
そ
の
存
続
の
た
め
に
は
政
治
体
を
必
要
と
す
る
。
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ど
ん
な
都
市
も
村
落
も
統
治
者
と
政
治
体
な
し
に
は
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
神
の
教
会
も
「
霊
的
」
な
政
治
体
を
必
要
と
す



説

る
0

(

川

H

・H
・
-
)

す
べ
て
の
教
会
員
は
そ
れ
ら
の
諸
制
度
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
人
聞
の
権
威
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
、
御
言
葉
に
従
う
限
り
、
服
し

論

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
方
個
々
の
教
会
員
に
直
接
働
く
御
霊
は
、
全
く
否
定
さ
れ
つ
く
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
行
使
さ
れ
る
人
聞
の
権
威
が
は
た
し
て
御
霊
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
、

御
一
言
葉
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問

カ
ル
ヴ
ア
ソ
は
た
え
ず
こ
の
聞
を
発
す
る
だ
ろ
う
1

1
に
対
し
て
は
、
究
極
に
は
、
た
だ
個
々
の
教
会
員
の
う
ち
に
直
接

働
く
御
霊
に
よ
っ
て
の
み
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
御
霊
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
彼
ら
自
身
の
確
信
に

ー
ー
ー
そ
し
て
、

基
づ
い
て
、
彼
ら
の
唯
一
の
か
し
ら
に
服
従
し
、

そ
の
結
果
自
ず
と
自
由
な
る
秩
序
が
彼
ら
相
互
の
間
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
、
確
か
に

教
会
統
治
の
理
想
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
人
間
の
権
威
へ
の
服
従
と
自
己
の
内
面
的
確
信
へ
の
服
従
と
の
間
に
緊
張
が
生
ず
る
。
教
会
統
治
の
た
め
に
必
要
な
人
間
の

権
威
は
弁
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
他
方
、
究
極
的
に
は
た
だ
神
の
権
威
に
服
す
べ
き
人
々
の
前
で
は
、
人
間
の
権
威
に
は
な
ん

ら
か
の
限
界
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

聖
書
の
解
釈
の
一
致
と
「
仕
え
人
」

教
会
の
統
治
が
神
の
御
言
葉
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
何
が
真
の

御
言
葉
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
の
統
一
は
宣
ベ
伝
う
べ
き
御
言
葉
、
即
ち
「
純
粋
な
教
理
」
に

つ
い
て
の
一
致
を
前
提
と
す
る
だ
ろ
う
o

聖
書
解
釈
に
お
け
る
深
刻
な
不
一
致
は
、
教
会
の
統
一
を
そ
こ
な
い
、
し
た
が
っ
て
統
治
を
不

可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、

聖
書
の
正
し
い
意
味
は
、

聖
書
の
意
味
は
常
に
同
一
で
あ
る
。

本
来
自
明
な
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
御
霊
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
各
々
の
心
の
う
ち
に

と
い
う
の
は
、

北法17(3・74)448



照
明
を
与
え
、

あ
る
。

書
か
れ
た
御
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
け
る
も
の
と
す
る
御
霊
の
同
一
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

聖
霊
に
よ
っ
て
内
的
に
教
え
を
う
け
た
も
の
た
ち
は
、
聖
書
の
う
ち
に
し
っ
か
り
と
安
ら
う
。
聖
書
は
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
信
じ
ら
る
べ
き
も
の
」
で
あ

る。

j
e
-
-
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
確
実
さ
は
、
御
霊
の
証
し
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
I
・7
・5
〉

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
、
聖
書
の
解
釈
に
つ
い
て
深
刻
な
対
立
が
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
彩
っ
て
い
る

ば
か
り
か
、
同
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
陣
営
内
部
に
お
い
て
も
存
在
し
た
。
こ
の
否
定
し
得
な
い
事
実
は
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、

結
局
、
人
々
が
御
言
葉
を
受
け
入
れ
る
に
際
し
て
御
霊
の
全
き
支
配
に
自
己
を
ゆ
だ
ね
ず
に
、
人
間
の
欲
望
や
情
熱
を
介
入
さ
せ
た
結
果

で
あ
る
。
例
え
ば
、
古
代
の
諸
宗
教
会
議
が
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
御
霊
の
支
配
の
下
に
聖
書
の
正
し
い
理
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

カ
ル
ヴ
ア
ン
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
o

こ
と
を
-
評
価
し
な
が
ら
も
、

(2) 

た
だ
、
古
代
の
い
っ
そ
う
純
粋
で
あ
っ
た
諸
会
議
に
も
な
お
、
欠
け
た
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
出
席
し
た
司
教
た
ち
は
、
他
の
点

で
は
学
徳
す
ぐ
れ
、
思
慮
の
深
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
当
面
の
問
題
に
忙
殺
さ
れ
て
、
そ
の
他
の
多
く
の
こ
と
が
ら
ま
で
は
見
通
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
た
め
か
、
あ
る
い
は
、
よ
り
重
大
で
よ
り
真
剣
な
問
題
に
心
を
と
ら
え
ら
れ
て
、
よ
り
軽
い
意
義
し
か
持
た
な
い
も
の
を
見
の
が
し
た
た
め
か
、
あ
る
い

は
も
っ
と
単
純
な
意
味
で
、
か
れ
ら
も
人
間
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
無
知
に
よ
る
誤
り
を
犯
し
得
た
た
め
か
、
も
し
く
は
余
り
に
感
情
に
駆
ら
れ
て
、
時
と
し

て
真
逆
様
に
落
ち
こ
む
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

(
W
H

・9
-
m
)

カノレヴアソの教会理論

確
か
に
、
本
来
自
明
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
一
致
す
べ
き
は
ず
の
聖
書
の
解
釈
が
多
様
に
な
る
の
は
、

な
ん
ら
か
の
程
度
の
御
霊
の
欠

如
に
よ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
肉
の
う
ち
に
あ
る
人
聞
が
、
彼
個
人
に
お
い
て
聖
書
の
意
味
を
完
全
に
把
握
す
る
に
足
る
霊
を
持
つ
こ
と

ゴヒ法17(3・75) 449 

は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

い
い
か
え
れ
ば
、
た
と
え
真
の
キ
リ
ス
ト
者
の
間
で
さ
え
、
聖
書
の
正
し
い
解
釈
に
つ
い
て
、
お
の

ず
と
一
致
、
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
述
し
た
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ア

γ
に
と
っ
て
は
教
会

の
秩
序
の
た
め
に
、
聖
書
解
釈
H
H
純
粋
な
教
理
に
お
け
る
一
致
は
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
矛
盾
は
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
さ
れ



説:

ん

3
〉

4
4
h
r

る
で
あ
ろ
う
か
。
聖
書
の
解
釈
権
を
教
会
の
「
機
関
」
に
限
定
し
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
の
立
て
た
聖
な
る
制
度
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
、

」
れ
が
ま
づ
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
と
っ
た
方
法
で
あ
る
。

論

こ
れ
ま
で
に
、

〈
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
〉
は
御
言
葉
と
御
霊
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
御
言
葉
は
地
上
に
住
む
人
聞
の

口
を
通
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
来
た
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
に
と
っ
て
は
、
可
視
的
教
会

共
同
体
の
存
在
根
拠
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
教
会
の
牧
師
職
を
始
め
と
す
る
「
仕
え
人
」
の
存
在
の
必
然
性
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
は
、
検
討
す
べ
き
問
題
、
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
御
言
葉
が
人
間
の
口
を
通
し
て
宣
ベ
伝
え
ら
れ
な

オ
フ
イ
キ
カ

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
御
言
葉
を
語
る
と
い
う
人
聞
の
活
動
が
「
職
務
」
と
し
て
特
定
の
人
に
、
継
続
的
に
帰
属
さ
せ
ら
れ

る
べ
し
と
い
う
こ
と
と
は
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
人
が
彼
ら
に
与
え
ら

れ
た
御
霊
に
よ
っ
て
知
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、
御
言
葉
を
相
互
に
宣
ベ
合
う
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
排
除
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ル

〈

5
〉

ヴ
ア
ソ
自
身
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
御
言
葉
の
種
ま
き
に
は
人
聞
の
務
め
が
必
要
だ
」

と
彼
が
云
う
時
、
そ
れ
は
常
に
「
仕
え
人
」
に
よ
る
宣
教
を
意
味
し
て
い
た
。
と
い
っ
て
も
、
彼
は
「
仕
え
人
」
に
よ
る
御
言
葉
の
宣
教

が
神
の
欲
し
た
秩
序
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
を
打
ち
切
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
コ
リ
ン
ト
前
書
十
四

章
三
一
節
に
読
ま
れ
る
「
あ
な
た
が
た
は
ひ
と
り
残
ら
ず
予
言
す
る
こ
と
が
出
来
る
」

(
こ
こ
で
「
予
一
言
」
と
は
、
未
来
の
出
来
事
を
予

一
宇
一
目
す
る
と
い
う
固
有
の
意
味
で
な
く
、
御
言
葉
の
「
解
釈
」

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
カ
ル
ヴ
ア
ゾ
に
よ
れ
ば
、

「
説
教
L

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
)
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
説
明
し

)
こ
で
云
わ
れ
て
い
る
「
残
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、

「
全
信
者
ひ
と
り
残
ら
ず
を

包
含
す
る
も
の
で
は
な
く
、

た
だ
予
言

(
1説
教
)
の
で
き
る
恵
み
を
さ
、
す
か
っ
た
人
た
ち
の
こ
と
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
o
」

そ
し
て
こ

の
解
釈
は
、
前
述
し
た
教
会
共
同
体
の
秩
序
に
関
す
る
あ
の
根
本
原
理
|
|
}
教
会
の
成
員
各
々
が
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
賜
物
U

能
力

は
相
互
に
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
多
様
性
は
あ
る
賜
物
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
者
と
等
し
く
な
ろ
う
と
す
る
野
望

北法17(3・76)450 



に
よ
っ
て
消
滅
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、

む
し
ろ
多
様
性
に
お
い
て
統
一
が
保
た
れ
、
促
進
さ
れ
る
ー
ー
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
ニ
と
に

な
る
。ひ

と
り
の
牧
者
が
立
て
ら
れ
て
、
他
の
も
の
た
ち
を
同
時
に
教
え
、
弟
子
た
る
べ
く
命
じ
ら
れ
た
も
の
ら
が
、
ひ
と
つ
の
口
か
ら
共
通
の
教
を
受
け
と
る
こ

と
に
も
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
兄
弟
相
互
の
愛
を
は
ぐ
く
む
適
切
な
き
ず
な
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
人
は
自
ら
足
れ
り
と
し
て
、
他
の
人
と
か
か
わ
り
あ
う
必
要
が
な
い
と
思
う
な
ら
(
人
間
の
本
位
の
倣
慢
さ
は
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
)
、
各
々

は
他
の
人
々
を
軽
蔑
し
、
ま
た
他
の
人
々
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
な
る
神
は
最
も
固
い
一
致
に
結
び
合
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
あ
ら
か

じ
め
見
た
も
う
た
き
ず
な
に
よ
っ
て
御
自
身
の
教
会
を
糾
合
し
た
も
う
た
の
で
あ
る
。

(
N
・3
・1
〉

御
言
葉
を
教
え
宣
ベ
伝
え
る
職
務
に
つ
か
え
る
人
の
同
じ
言
葉
、
が
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
聞
か
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
教
会
共
同
体
の
一
致
が
得
ら
れ
る
o

「
公
的
真
理
の
解
釈
権
を
〈
仕
え
人
V

に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
の
共
同

グ
イ
ク
ヨ
J

の
基
礎
を
守
り
、
個
人
的
な
解
釈
よ
り
生
ず
る
不
統
一
を
さ
け
よ
う
」
と
い
う
カ
ル
ヴ
ア
ゾ
の
努
力
は
こ
の
基
本
的
原
理
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
神
が
教
会
を
統
治
す
る
に
あ
た
っ
て
用
い
た
こ
の
職
務
は
「
信
仰
者
た
ち
を
ひ
と
つ
の
か
ら
だ
に
糾
合
さ
せ
る
主
要
な
鍵
で

あ
る
」

(
N
・3
・2

〉

カ
ル
ヴ
ア
ソ
に
よ
っ
て
最
大
の
讃
辞
を
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
し
て
、

(2) 

地
上
の
教
会
を
保
つ
た
め
に
使
徒
と
牧
師
の
職
務
が
必
要
な
の
と
く
ら
べ
れ
ば
、
現
世
の
生
を
養
い
支
え
る
た
め
の
太
陽
の
光
や
熱
も
、
食
べ
物
や
飲
み
も

の
も
、
そ
れ
ほ
ど
に
は
不
可
欠
と
い
え
な
い
。

(
N
・3
・2
)

カノレウ'アンの教会理論

こ
の
「
仕
え
人
」
に
よ
る
統
治
を
廃
止
し
よ
う
と
し
た
り
、
そ
の
権
威
を
低
く
見
る
者
た
ち
は
、
教
会
の
破
滅
を
望
む
も
の
に
等
し
い
。

し
か
し
、
こ
の
権
威
は
職
務
そ
の
も
の
に
、

一
一
層
正
確
に
云
え
ば
、
そ
の
た
め
に
召
さ
れ
て
い
る
神
の
御
言
葉
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
る

そ
の
職
務
を
担
っ
て
い
る
人
間
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
御
言
葉
の
力
や
効
果
は
、

「
仕
え
人
」
か
ら
生
ず
る
の
で

の
で
あ
っ
て
、

は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
が
彼
の
御
霊
に
よ
っ
て
生
み
だ
す
の
で
あ
る
o
だ
か
ら
「
御
霊
の
恵
は
い
つ
も
人
の
言
葉
に
と
も
な
い
た
も
う
の
で
は
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設

な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
御
自
身
設
定
さ
れ
た
教
牧
の
わ
ざ
に
お
い
て
榔
自
身
の
権
能
を
あ
ら
わ
に
し
た
も
う
た
限
り
で
あ
る
。
」

(
I
・
コ
リ

ン
ト
-
M
)

論

こ
の
よ
う
に
「
人
閉
そ
の
も
の
と
務
め
そ
の
も
の
の
尊
厳
や
特
性
と
を
区
別
す
る
o
」

(
I
・
コ
リ
シ
ト
-
M
)
こ
と
を
主
張
す
る
カ
ル

ヴ
ア
ン
の
主
要
な
目
的
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
仕
え
人
」
の
権
能
を
た
え
ず
御
言
葉
に
服
従
さ
せ
、
人
聞
の
怒
意
を
排
除
し
、
「
教

会
や
そ
の
職
務
を
御
言
葉
の
宣
教
の
た
め
の
私
的
利
害
関
係
に
左
右
さ
れ
な
い
器
官
に
し
よ
う
」
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
職

務
に
仕
え
る
人
間
と
そ
の
職
務
と
を
厳
密
に
区
別
し
、
権
能
を
職
務
に
固
有
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
権
威
が
抽
象
化
さ
れ
、
そ

の
限
り
に
於
い
て
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
権
威
は
職
務
に
あ
る
人
の
人
格
に
よ
っ
て
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
教
会
員

の
服
従
は
人
聞
に
対
し
て
で
は
な
く
、
職
務
に
属
す
る
権
威
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
服
従
は
「
仕
え
人
」
の
質
い
か
ん

に
か
か
わ
ら
ず
一
様
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
o

御
霊
を
受
け
な
い
偽
の
牧
師
さ
え
も
、
神
は
御
一
言
葉
の
種
ま
き
の
道
具
と
し
て
用
い

る
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
一
言
葉
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
全
く
肯
定
的
に
引
用
す
る
。

羊
の
群
れ
に
は
、
監
督
者
が
い
る
。
そ
の
あ
る
も
の
は
神
の
子
た
ち
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
や
と
い
人
で
あ
る
。
子
で
あ
る
監
督
者
た
ち
こ
そ
真
の
牧
者
で

あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
聞
い
て
ほ
し
い
。
や
と
い
人
も
ま
た
必
要
な
の
だ
。
た
し
か
に
、
教
会
に
お
い
て
多
く
の
仕
え
人
ら
は
、
地
上
的
な
利
益
を
追
い
求

め
る
た
め
キ
リ
ス
ト
を
宣
ベ
伝
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
を
通
じ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
御
声
は
聞
か
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
羊
の
群
は
、
や
と
い
人

に
は
つ
い
て
行
か
ず
、
や
と
い
人
を
通
じ
て
あ
の
牧
者
に
つ
い
て
行
く
の
で
あ
る
。

(
W
H
F

・叩

-m)

だ
が
、
他
方
彼
は
こ
の
論
理
が
押
し
進
め
ら
れ
た
場
合
生
ず
る
で
あ
ろ
う
危
険
性
を
考
慮
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

彼
は
こ
の
危

険
性
を
出
来
る
限
り
さ
け
よ
う
と
す
る
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
主
張
し
て
い
る
会
衆
全
体
に
よ
る
「
仕
え
人
」
の
選
挙
は
、
こ
の
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
ず
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
選
挙
の
性
格
で
あ
る
。
確
か
に
カ
ル
ヴ
ァ

γ
は
会
衆
全
体
に
よ
る
選
挙
を
教
会
の
正
し
い
制
度
と
し
て
主
張
し
た
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が
、
こ
の
こ
と
は
、
会
衆
が
彼
ら
の
「
代
表
」
と
し
て
「
仕
え
人
」
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
職
務
が
神
に
よ
っ
て

立
て
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
職
務
に
つ
か
え
る
人
も
ま
た
神
の
「
代
理
人
」
と
し
て
、
神
に
よ
っ
て
「
召
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
選
挙
は

確
か
に
人
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
彼
ら
は
本
来
的
に
は
何
の
決
定
も
下
さ
な
い
の
で
あ
る
。
決
定
は
職
務
に
選
ば
れ
る
で
あ

ろ
う
も
の
が
内
面
に
於
い
て
確
信
す
る
神
の
「
隠
さ
れ
た
召
し
」

(
N
・3
-
m
)

と
し
て
、

神
に
よ
っ
て
す
で
に
下
さ
れ
て
い
る
o

際
、
神
は
彼
の
「
仕
え
人
」
を
任
命
す
る
に
先
だ
ち
、

そ
の
任
務
を
果
す
に
必
要
な
賜
物
H
H
能
力
を
彼
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
賜
物

を
持
た
ず
に
職
務
に
つ
く
も
の
は
、

リ
ソ
ト

-
M
〉
す
な
わ
ち
、
職
務
に
必
要
な
能
力
と
い
う
も
の
は
、

が
出
来
る
。
会
衆
に
よ
る
、
選
挙
と
い
う
の
は
こ
の
「
召
し
」
の
し
る
し
を
手
が
か
り
と
し
て
、
神
の
「
隠
さ
れ
た
召
し
」
を
外
的
に
現
わ

「
途
方
も
な
い
ゃ
か
ら
で
あ
っ
て
、

よ
こ
し
ま
な
精
神
に
動
か
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
。
」

(
I
・コ

神
に
よ
る
賜
物
と
し
て
、

「
召
し
」
の
し
る
し
で
あ
る
と
云
う
こ
と

一
層
し
る
し
ず
け
ま
た
目
立
つ
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
健
全
な
教
理
に
か
な
い
、
聖
な
る
生
活
を
い
と
な
み
、
自

ら
つ
と
め
の
権
威
を
否
認
し
た
り
、
仕
え
る
つ
と
め
に
恥
を
負
わ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
、

し

い
か
な
る
悪
徳
も
知
ら
れ
て
い
な
い
人
で
な
け

れ
ば
選
ぶ
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
」

(
N
・3
・
ロ
〉
「
教
会
の
召
し
」
は
「
神
の
召
し
」
に
可
能
な
限
り
一
致
す
る
よ
う
に
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
が
選
挙
の
際
の
祈
り
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
選

ω 

挙
人
た
ち
は
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
は
教
会
に
必
要
な
適
任
者
を
見
わ
け
す
る
水
準
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
思
慮
分
別
の
御
霊
」

(
N
・

(
8
)
 

3
・
臼
)
を
神
か
ら
請
い
求
め
る
の
で
あ
る
o

カノレヴァンの教会理論

こ
の
よ
う
に
〈
仕
え
人
〉
の
選
挙
は
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
に
あ
っ
て
は
本
来
個
人
と
し
て
選
挙
人
が
各
々
有
し
て
い
る
権
利
を
各
々
の
自
由

な
判
断
に
基
づ
い
て
、
あ
る
個
人
に
委
託
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヵ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る

〈
仕
え
人
〉
の
選
挙
制
度
の
中
に
近
代
的
な
代
議
制
の
理
念
を
見
い
だ
す
こ
と
立
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
カ
ル
ヴ
ア
ン

は
こ
の
選
挙
人
を
会
衆
全
員
と
み
な
す
の
で
あ
る
う
か
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
o

彼
は
「
仕
え
人
が
全
会
衆
に
よ
っ の
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説

て
選
ば
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
監
察
の
任
に
定
め
ら
れ
た
同
僚
と
長
老
た
ち
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、

た
だ
ひ

と
り
の
人
の
権
威
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
」
〈
N
・
3
・
日
)

と
い
う
問
題
を
提
出
し
、
最
初
の
方
式
を
よ
し
と
す
る
の
で
あ

論

る
o

確
か
に
、
彼
は
会
衆
全
体
に
よ
る
選
挙
を
常
に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
心
の
定
ま
ら
な
い
大
衆
が
、
対
立
的
熱
心
さ
え

と
分
裂
し
て
い
く
」

(
N
・4
-
U
)

よ
う
な
場
合
、
即
ち
会
衆
全
体
の
選
挙
が
教
会
の
統
一
を
む
し
ろ
危
険
に
お
と
し
入
れ
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
実
質
的
選
挙
権
を
こ
れ
ま
で
の
八
仕
え
人
〉
に
委
ね
、
会
衆
全
体
に
は
そ
の
同
意
や
承
認
を
求
め
る
と
い
う
方
式
を
と
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
o

し
か
し
、

た
と
え
こ
の
よ
う
な
会
衆
の
選
挙
権
に
対
す
る
制
約
が
あ
る
に
し
て
も
、
会
衆
全
体
の
同
意
、
あ
る
い
は
拒
否

権
だ
け
は
最
後
の
保
障
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
見
の
が
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
が
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は

選
挙
が
会
衆
の
同
意
の
下
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
「
神
の
権
威
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら

聖
書
と
教
父
の
証
言
に
求
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
何
故
神
は
こ
の
方
式
を
よ
し
と
し
た
か
と
い
う
実
質
的
な
理
由
づ
け
は
な
に
も
な
さ

れ
て
い
な
い
o

し
か
も
、
彼
の
主
張
を
支
持
す
る
教
父
の
証
言
と
し
て
彼
が
挙
げ
て
い
る
の
は
唯
一
人
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
の
証
言
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
さ
ら
に
彼
が
聖
書
の
中
か
ら
提
出
で
き
た
唯
一
の
証
拠
で
あ
る
使
徒
行
伝
一
四
章
二
三
節
に
あ
る
一
語
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
本

来
の
意
味
に
お
い
て
は
、
単
に
「
職
に
指
名
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
彼
は
そ
れ
を
あ
え
て
「
会
衆
に
工
る
選
挙
」

と
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
|
|
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
カ
ル
ヴ
ァ

γ
の
い
わ
ば
形
式
的
な
主
張
の
背
後
に
あ
る
に
違
い
な

い
実
質
的
な
理
由
を
探
り
だ
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
o

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
で
次
の
よ
う
な
説
明
を
試
み
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

八
仕
え
人
〉
の
任
命
を
究
極
的
に
会
衆
の
同
意
に
基
礎
ず
け
る
こ
と
は
第
一
に
、
仕
え
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
務
め
」
の
性
格
と
関
係

し
て
い
る
o

カ
ル
ヴ
ア
ア
ゾ
に
よ
れ
ば
、

〈
仕
え
人
〉
の
務
め
は
、
単
に
説
教
壇
の
上
か
ら
聴
衆
に
説
教
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
群
を
牧

す
る
も
の
と
し
て
教
会
の
肢
一
人
一
人
の
罪
の
赦
し
と
生
活
の
聖
化
に
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
会
衆
に
よ
く
知
ら
れ
、
信
頼
さ
れ

て
い
る
者
の
み
が
こ
の
よ
う
な
務
め
を
は
た
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二
に

l
!こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
が
l

|
そ
れ
は
、
御
言
葉
の
宣
教
に
対
す
る
会

衆
の
「
検
査
」
の
能
力
に
つ
い
て
カ
ル
ヴ
ア
ン
、
が
語
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
確
か
に
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
前
述
し
た

よ
う
に
御
一
言
葉
を
の
ベ
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
能
力
が
、
神
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
人
に
の

み
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
万
人
祭
司
の
理
念
を
そ
の
ま
ま
現
実
の
教
会
の
制
度
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。

し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ

γ
は
、
会
衆
は
〈
仕
え
人
〉
に
よ
っ
て
宣
ベ
伝
え
ら
れ
た
言
葉
を
た
だ
受
動
的
に
受
け
入
れ
る
べ

し
と
云
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
霊
的
指
導
者
と
は
主
な
る
神
の
律
法
か
ら
、
あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
そ
れ
な
い
人
で
あ
る
。
も
し
ど
の
よ
う
な
牧
者
の
教
え
で
も
、

践
路
な
く
受
け
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
偽
予
言
者
(
と
偽
り
の
牧
者
)
の
説
教
に
耳
を
貸
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
警
告
が
主
な

る
神
の
御
声
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
に
わ
た
っ
て
、
あ
の
よ
う
に
熱
心
に
わ
れ
わ
れ
に
向
け
ら
れ
た
の
は
何
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

(
N
・9
・ロ〉

包)

カ
ル
ヴ
ア
ン
に
と
っ
て
、
御
言
葉
そ
の
も
の
は
い
か
な
る
人
間
の
「
検
査
」
に
も
服
し
な
い
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ

っ
た
。
し
か
し
人
が
御
言
葉
を
正
し
く
宣
ベ
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
彼
の
う
ち
に
御
霊
が
働
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
も
し
十
分
な
啓
示
を
受
け
て
い
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
そ
の
賜
物
を
持
つ
ほ
ど
の
人
は
い
っ
さ
い
の
批
判
を
越
え
た
と
こ
ろ

に
あ
る
と
あ
る
と
云
え
よ
う
o
」
(
I
・
コ
リ
ン
ト
・

ω)
し
か
し
キ
リ
ス
ト
が
職
務
に
つ
く
も
の
に
御
霊
の
賜
物
を
分
か
ち
与
え
た
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
或
る
程
度
で
あ
っ
て
、
完
全
で
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
だ
れ
か
ら
も
批
判
を
受
け
な

い
で
い
ら
れ
る
程
、
高
い
所
に
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
た
人
は
ひ
と
り
も
い
な
い
よ

(
I
・
コ
リ

γ
ト・

ω)
宜
ベ
伝
え
ら
れ
た
言
葉
は
、
そ

れ
が
人
聞
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
他
人
の
批
判
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
む
し
ろ
〈
仕
え
人
〉
は
「
他
人
に
聞
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
教
を
検
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

(
I
・
コ
リ

γ
ト
-
M
)

カノレヴアンの教会理論

「
教
会
会
議
」
と
か
「
牧
者
」
と
か
「
司
教
し
と
い
う
よ
う
な
名
目
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
べ
て
の
人
の
霊
を
、
は
た
し
て
そ
れ
が
神
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
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説

か
ど
う
か
を
試
験
す
る
た
め
に
、
こ
と
ば
と
、
事
実
と
の
証
拠
に
注
意
を
う
な
が
さ
れ
つ
つ
、
神
の
御
言
葉
の
規
範
に
則
し
て
検
討
す
る
の
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。

(
N
・9
・ロ)

論

こ
の
よ
う
に
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
人
聞
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
、
能
力
の
不
完
全
さ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
立
て
た
制
度
そ
の
も

をの
阻の
止価
し値
ょを
う L、
とき
すさ
るカミ

のも
で 傷
あけ
る口ず
。~ iこ

そし
のか
際も

そ
の
制
度
を
通
し
て
行
使
さ
れ
る
人
間
の
権
威
が
絶
対
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

「
多
様
性
に
お
け
る
統
ご
の
あ
の
基
本
原
理
は
そ
こ
に
「
相
互
批
判
」
の
観
念
が
導
入

よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
グ
な
も
の
に
変
っ
て
い
く
o

確
か
に
、
思
想
の
こ
の
方
向
を
全
面
的
に
展
開
し
、
教
会
共
同

体
の
統
治
の
た
め
の
諸
制
度
に
具
体
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
カ
ル
ヴ
ア

γ
は
極
め
て
慎
重
で
あ
っ
た
が
、
会
衆
全
体
の
同
意

に
基
づ
く
〈
仕
え
人
〉
の
選
出
と
い
う
方
式
は
、
こ
の
思
想
の
具
体
的
な
表
現
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
と
「
人
間
の
法
」

カ
ル
ヴ
ア
ソ
に
よ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
の
思
寵
は
、
最
初
の
罪
の
赦
し
を
も
っ
て
終
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

聖
化
の
長
い
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
そ
の
目
的
に
達
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
聖
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
導
く
道
し
る
べ
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、

義
の
完
全
な
規
範
と
し
て
の
神
の
律
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
書
か
れ
た
律
法
」
と
し
て
神
に
よ
っ
て
人
間
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
は
、
罪
の
う
ち
に
あ
る
人
聞
の
自
然
的
理
性
に
よ
っ
て
は
神
の
律
法
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、

カ
ル
ヴ
ア

γ
は
人
間
の
自
然
的
理
性
も
あ
る
程
度
の
善
悪
を
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
人
間
に
は
、

そ
の
心
情

の
う
ち
に
宗
教
の
種
が
植
え
つ
け
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
神
を
認
識
し
、
崇
拝
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
に
は
良
心
が
与
え
ら
れ
て
い

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
正
と
不
正
と
を
弁
別
す
る
の
で
あ
る
o

こ
の
意
味
で
、
す
べ
て
の
自
然
の
ま
ま
の
人
聞
の
心
に
も
「
内
的
律
法
」
あ

る
い
は
「
自
然
的
律
法
」
が
し
る
さ
れ
、
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
云
与
え
る
o

北法17(3・82)456



わ
れ
わ
れ
の
良
心
は
わ
れ
わ
れ
が
感
覚
を
失
っ
て
い
つ
ま
で
も
限
り
続
け
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
神
に
負
っ
て
い
る
負
い
目
の
内
的
証
人
、

ま
た
は
答
告
者
と
な
り
、
普
と
悪
と
の
区
別
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
、
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
が
義
務
か
ら
遠
ざ
か
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
を
告
発
す
る
の
で

あ
る

Q
(
E
・8
・1
)

悪
を
犯
す
者
が
そ
れ
を
悪
と
し
て
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
口
実
に
の
が
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
人
間

は
彼
の
心
に
き
ざ
ま
れ
た
「
自
然
的
律
法
」
に
よ
っ
て
自
ら
を
た
え
ず
良
心
の
法
廷
に
引
き
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
『
自
然

的
律
法
』
の
目
的
は
人
聞
を
し
て
云
い
の
が
れ
の
余
地
な
か
ら
し
め
る
に
あ
る
」

(
E
・2
・2
〉

し
か
し
、

「
自
然
的
律
法
L

の
役
割
は
正

に
こ
の
点
に
つ
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
う
ち
に
「
自
然
的
律
法
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
必
ず
個
々
の
場
合
に
、
真
理
が

見
わ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
人
間
の
自
然
的
理
性
の
判
断
と
完
全
な
義
の
模
範
で
あ
る
神
の
律
法
と
の
対

比
を
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
両
者
が
い
か
に
相
違
し
て
い
る
か
を
示
す
。

(
E
・2
・
n)
そ
し
て
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
「
書
か
れ
た
律
法
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
れ
は
「
自
然
的
律
法
」
に
よ
っ
て
余
り
に
も
あ
い
ま
い
模
糊
と
し
て
い
た
も
の
を
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
託
し
、
そ
し
て
無
感
覚
を
払
い
の
け
て
、
わ
れ

わ
れ
の
精
神
と
記
憶
と
を
も
っ
て
、
生
き
生
き
と
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

(
E
・8
・1

〉

(2) 

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヵ
ル
ヴ
ア
ン
は
こ
こ
で
、
自
然
的
理
性
の
不
完
全
性
が
「
書
か
れ
た
律
法
」
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る

と
い
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
人
間
は
自
然
的
律
法
の
お
ぼ
ろ
な
光
を
た
よ
り
に
し
て
進
ん
で
い
て
は
、

未
だ
神
の
完
全
な
義
に
達
し
得
な
い

l
lこ
の
こ
と
を
う
ら
が
え
し
に
し
て
云
え
ば
「
自
然
的
律
法
」
だ
け
に
導
か
れ
て
も
人
聞
は
な
ん

ら
か
の
相
対
的
完
全
性
に
達
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
!
!
と
い
う
こ
と
を
云
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
原
罪
に
よ
っ

て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
人
間
の
う
ち
に
あ
る
自
然
の
光
に
よ
っ
て
は
、
人
聞
は
そ
も
そ
も
神
の
義
の
方
向
に
進
む
こ
と
さ
え
出
来

な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
の
頭
で
理
解
し
、
推
進
し
、
計
画
し
、
実
現
す
る
こ
と
は
ど
れ
も
み
な
つ
ね
に
悪
で
あ
り
」

(
E
・2
・
お
)
わ
れ
わ
れ
の
精

カノレヴァンの教会理論
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説

神
の
う
ち
に
あ
る
理
性
は
ど
ち
ら
に
向
お
う
と
も
虚
無
の
中
に
お
ち
い
る
。
罪
の
う
ち
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
理
性
は
、
神
の
義
に
関

E命

す
る
限
り
、
そ
れ
と
全
く
根
本
的
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
神
の
義
に
向
っ
て
歩
む
た
め
に
は
、
「
自
ら
の
本
性
を
捨
て
去
っ

て
、
理
性
と
意
志
の
命
じ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
否
定
し
」

(
E
・7
・3
〉
た
だ
「
書
か
れ
た
律
法
」
の
み
を
そ
の
道
し
る
べ
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

し
か
し
律
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
神
の
要
請
は
峻
厳
で
あ
る
。
律
法
は
神
の
義
l
l
l
そ
れ
の
み
が
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
欠
け
る
と
こ

ろ
の
な
い
義
を
命
令
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
命
じ
た
こ
と
に
い
さ
さ
か
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
、

た
ち
ま
ち
に
し
て

わ
れ
わ
れ
に
「
呪
い
」
を
ふ
り
か
け
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、

い
か
な
る
人
間
に
あ
っ
て
も
、
自
己
の
行
い
の
中
に
律
法

の
完
成
を
見
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
義
を
自
己
の
行
い
に
よ
っ
て
根
拠
ず
け
よ
う
と
す
る

限
り
、

わ
れ
わ
れ
は
律
法
の
「
呪
い
」
の
前
に
恐
怖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
「
神
の
要
請
」
と
「
人
聞
の
無
力
」
と
の
間
に

あ
る
越
え
が
た
い
深
淵
と
そ
れ
に
伴
う
呪
い
の
恐
怖
が
、
人
聞
を
し
て
自
ら
の
力
に
た
の
む
こ
と
を
断
念
さ
せ
、
彼
の
目
を
賠
い
の
主
、

キ
リ
ス
ト
に
向
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
い
は
ば
律
法
は
「
呪
い
」
を
媒
介
に
し
て
、
信
仰
に
向
う
ば
ね
と
な
る
。
こ
れ
が
律
法
の
「
死
の

つ
と
め
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヵ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
れ
ば
律
法
の
っ
と
め
は
、
こ
の
い
は
ば
「
教
育
的
目
的
」
に
つ
き
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
律
法
の
「
固
有
の
目
的
」
は
す
で
に
「
そ
の
心
の
う
ち
に
神
の
御
霊
が
活
動
し
、
支
配
し
て
い
る
信
仰
者
」

(
N
-
7
・

2 、J

に
関
係
す
る
o

信
仰
者
は
、
神
が
彼
ら
の
不
完
全
な
善
き
行
い
さ
え
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
神
は
彼

ら
を
彼
ら
の
行
い
に
よ
っ
て
判
定
せ
ず
、
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
に
あ
る
限
り
、

キ
リ
ス
ト
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
完
全
な
服
従

に
よ
っ
て
彼
ら
を
判
定
す
る
こ
と
を
彼
ら
は
信
じ
る
。
彼
ら
は
律
法
の
「
呪
い
」
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
者
に
と
っ

て
は
、
律
法
は
「
彼
ら
の
渇
望
す
る
主
の
御
旨
が
何
で
あ
る
か
を
日
ご
と
に
よ
り
よ
く
教
え
、

ま
た
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
を
た
し
か

に
す
る
最
良
の
器
官
」

(
E
・7
・ロ〉

と
な
る
。
彼
ら
に
律
法
が
必
要
な
の
は
、
主
人
の
意
に
か
な
う
よ
う
に
す
っ
か
り
心
構
の
出
来
て
い

北法17(3・84)458



る
下
僕
が
、
さ
ら
に
、
主
人
の
し
き
た
り
を
知
り
ま
た
見
守
っ
て
、
そ
れ
に
自
己
を
合
せ
、
適
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
と
同
じ
で
あ
る
c

、

、

、

、

、

さ
ら
に
信
仰
者
は
、
律
法
か
ら
こ
の
よ
う
な
教
え
ば
か
り
で
な
く
、
は
げ
ま
し
を
も
受
け
る
。
彼
ら
は
「
御
霊
に
よ
り
つ
つ
神
の
義
に
自

分
を
合
わ
そ
う
と
し
て
も
、
肉
の
怠
惰
を
つ
ね
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
」
律
法
に
よ
っ
て
た
え
ず
刺
戟
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
も
律
法
は
廃
止
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
廃
止
さ
れ
た
の
は
そ
の
「
呪
い
」
の
力
だ
け
で

あ
る
。わ

れ
わ
れ
が
神
の
恩
寵
の
下
に
あ
る
以
上
、
律
法
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
に
対
し
、
つ
と
め
を
は
た
さ
な
い
限
り
は
満
足
し
な
い
苛
酷
な
収
税
吏
の
役
を
す
る

の
で
は
な
い
:
・
。
む
し
ろ
律
法
は
わ
れ
わ
れ
に
す
す
め
る
こ
の
完
全
さ
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
目
的
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
に
わ
れ
わ
れ

が
生
涯
を
あ
げ
て
達
成
し
よ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
義
務
に
一
致
す
る
に
お
と
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
に
有
益
な
の
で
あ
る
。

(
E・
7
・
日
)

律
法
は
再
生
し
た
者
が
そ
れ
に
服
し
て
生
活
を
と
と
の
え
て
行
く
た
め
の
実
践
的
規
範
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
加
え
て
、
ヵ
ル
ヴ
ア

γ
が
御
霊
を
持
た
な
い
者
に
対
す
る
律
法
の
役
割
を
述
べ
る
時
、
律
法
の
実
践
的
規
範
と
し
て
普
遍

的
拘
束
性
が
全
く
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
強
制
さ
れ
な
け
れ
ば
正
し
い
行
い
に
つ
い
て
何
の
心
づ
か
い
も
し
な
い
も
の
た
ち
も
、

律
法
に
あ
る
恐
る
べ
き
宣
告
を
聞
く
と
き
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
無
制
約
に
外
に
現
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
邪
悪
を
内
側
に
と
ど
め

(2) 

て
お
く
こ
と
に
な
る
o

神
の
律
法
は
、
外
面
的
な
制
約
ば
か
り
で
な
く
、
正
に
内
面
的
な
遵
守
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

た
だ
恐

カノレヴァンの教会理論

怖
の
力
や
恥
に
よ
っ
て
だ
け
律
法
に
従
う
者
は
、
決
し
て
律
法
を
守
っ
て
い
る
と
云
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
神
は
こ
の
よ
う
な
強
い
ら
れ

人
間
の
公
共
の
社
会
生
活
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
配
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
N
・7
-
m
)

し
7こ
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お
し
つ
け
ら
れ
た
義
さ
え
も
、

が
っ
て
、
律
法
は
真
の
信
仰
者
ば
か
り
か
、
す
べ
て
の
人
間
の
生
活
を
律
す
る
一
般
的
規
別
で
あ
り
、
す
べ
て
の
者
を
包
括
す
る
教
会
共

同
体
の
法
と
み
な
さ
れ
る
o

し
か
し
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
こ
と
は
聖
書
に
し
る
さ
れ
た
す
べ
て
の
律
法
に
妥
当
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
彼
は
旧
約
の



~t 

律
法
全
体
を
、

モ
l
ゼ
の
二
枚
の
板
に
し
る
さ
れ
て
い
る
道
徳
的
律
法
と
儀
式
的
律
法
と
裁
判
的
律
法
の
三
つ
に
区
別
す
る
。
こ
の
う
ち

論

「
純
粋
な
信
仰
と
敬
度
と
を
も
っ
て
神
を
礼
拝
す
べ
き
こ
と
」
と
っ
人
々
を
誠
実
な
愛
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
」
を
教
え
る
道
徳
的

律
法
の
み
が
「
神
の
意
志
に
そ
っ
て
自
己
の
生
涯
を
整
え
よ
う
と
欲
す
る
あ
ら
ゆ
る
国
・
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
々
に
対
し
て
規
定
さ
れ
た

こ
れ
に
対
し
て
、
後
の
二
つ
の
律
法
は
、
道
徳
的
律
法
を
保
存
す
る

た
め
に
特
定
の
時
代
、
特
定
の
民
族
に
(
旧
約
の
下
に
あ
る
エ
ス
ラ
エ
ル
人
)
に
対
し
て
特
別
に
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
一
定
の
形
式

義
に
つ
い
て
の
真
実
に
し
て
永
遠
的
な
規
範
で
あ
る
。
」

(
H
-
m
・
日
)

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
旧
約
の
儀
式
律
法
は
品
ス
ラ
エ
ル
人
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
に
心
を
向
け
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
真
理

に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
「
影
」
ま
た
は
「
象
徴
」
で
あ
っ
た
。
今
や
キ
リ
ス
ト
の
来
臨
に
よ
っ
て
、
真
理
そ
の
も
の
が
明
ら
か
に
輝
き
出

そ
れ
を
象
徴
す
る
儀
式
は
も
は
や
必
要
で
な
く
な
っ
た
。
未
だ
儀
式
律
法
に
固
執
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
わ
に
さ
れ
た

そ
の
「
か
お
お
お
い
」
を
通
し
て
ぼ
ん
や
り
さ
せ
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
旧
約
の
儀
式
律
法
は
キ
リ
ス
ト
の
来
臨
に
よ
っ
て
文

字
通
り
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
や
十
戒
に
要
約
さ
れ
て
い
る
道
徳
的
律
法
の
み
が
永
遠
に
し
て
普
遍
的
な
規
範
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
者
を
内
面
的
に
拘
束
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
律
法
の
み
が
他
の
人
々
を
か
え
り
み
る
こ
と
も
、
彼
ら
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と

た
の
で
あ
る
か
ら
、

真
理
を
、

な
く
た
だ
神
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
o

た
と
い
、
世
界
の
う
ち
に
人
が
ひ
と
り
も
生
き
て
い
な
い
と
し
て
も
、
わ
た
し
の
良
心
は
、
こ
の
律
法
を
守
る
よ
う
に
服
従
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
無
節
度
に
振
舞
う
も
の
は
、
兄
弟
の
目
に
悪
し
き
模
範
を
一
が
す
だ
け
で
な
く
、
神
の
前
に
そ
の
良
心
を
罪
責
あ
る
も
の
と
し
て
責
め
を
課
す
る
の
で
あ

る

0
(
N
-
m
-
4
)

こ
の
こ
と
か
ら
一
つ
の
重
大
な
命
題
が
引
き
出
さ
れ
る
。
即
ち
道
徳
的
律
法
が
命
じ
て
い
る
こ
と
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ

ア

ヂ

イ

ア

プ

ア

オ

ロ

の
良
心
は
全
く
自
由
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
善
で
も
な
く
・
悪
で
も
な
い
こ
と
」

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
神
が
何
を
よ
し
と
し
た
か
に
つ
い
て
人
聞
は
思
い
わ
ず
ら
う
必
要
は
な
レ
。
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〈
と
こ
ろ
が
)
も
し
あ
る
人
が
少
し
ば
か
り
味
の
よ
す
ぎ
る
食
物
が
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
、
つ
い
に
は
黒
パ
ン
や
普
通
の
食
料
品
を
消

費
す
る
こ
と
で
も
、
神
の
前
に
安
ら
か
ざ
る
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
も
っ
と
い
や
し
い
食
物
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
肉
体
を
支
え
る
こ
と
も

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
E
-
m
・
7
〉

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
あ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
ど
ち
ら
が
神
の
欲
し
た
も
の
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
に
い
た
る
と
長
い
脱
出
で
き
な
い
迷
路
に
お
ち
こ
ん
で
し
ま
い
、

つ
い
に
は
道
に
横
切
っ
て
い
る
わ
ら
し
ベ
一
本
を

踏
み
越
え
る
こ
と
さ
え
不
法
で
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
る
o

そ
の
結
果
、
あ
る
人
は
絶
望
に
よ
っ
て
惑
乱
の
深
淵
に
引
き
づ
り
こ
ま
ず
に

神
へ
の
恐
れ
を
捨
て
去
り
、

は
お
れ
な
い
し

あ
る
人
は
神
を
な
い
が
し
ろ
に
し

己
れ
の
た
め
の
道
を
破
滅
に
い
た
ら
せ
る
。

ら
、
神
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
こ
の
自
由
を
は
っ
き
り
知
る
こ
と
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。

カ
ル
グ
ア
ン
の
ロ

I
マ
教
会
の
諸
制
度
に
対
す
る
攻
撃
は
主
に
こ
の
観
点
か
ら
は
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
制
度

は
神
の
一
言
葉
に
基
づ
か
な
い
、

し
た
が
っ
て
単
に
人
聞
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
制
度
や
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
の
良
心
を
拘

束
し
、
あ
た
か
も
こ
れ
ら
の
遵
守
が
救
い
に
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
内
心
に
疑
念
を
起
こ
さ
せ
、
人
々
を
極
度
の
不
安
と
恐

怖
に
お
ち
い
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

~) 

主
な
る
神
へ
の
礼
拝
と
救
い
と
に
関
す
る
限
り
、
神
の
言
葉
に
何
を
加
え
る
こ
と
も
、
何
を
差
引
く
こ
と
も
、
全
教
会
に
許
さ
れ
な
い
:
・

(
N・叩
-
U
)

カノレグTγの教会理論

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
教
会
共
同
体
の
秩
序
が
神
の
律
法
の
み
に
よ
っ
て
十
分
保
証
さ
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
こ
と
が
ら

を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
秩
序
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
か
し
他
方
、

「
社
会
的
な
徳
と
い
う
こ
と
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、

人
間
性
そ
の
も
の
の
も
こ
れ
を
求
め
る
o」

(
N
-
m
・
幻
〉
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
こ
と
が
ら
に
関
し
て

も
、
す
べ
て
の
教
会
員
が
服
す
べ
き
法
や
制
度
が
つ
く
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
慣
習
、

心
、
判
断
、
気
質
等
は
各

人
に
よ
っ
て
極
め
て
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
相
異
っ
た
人
々
が
共
に
従
う
べ
き
で
あ
る
確
定
し
た
形
式
が
な
い
な
ら
ば
、
無
秩

zd
、s

t
カ

ま
た
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説

序
が
支
配
し
、
ど
の
よ
う
な
秩
序
も
維
持
出
来
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

論

各
止
が
公
け
の
状
態
に
関
す
る
こ
と
を
好
き
な
よ
う
に
変
え
て
も
よ
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
件
に
つ
い
て
の
紛
糾
は
ど
れ
ほ
ど
の
争
い
の
起
り
と
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
こ
と
が
ら
が
い
わ
ば
「
未
決
定
」
の
ま
ま
で
各
人
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
に
満
足
の
行
く
決

定
は
決
し
て
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
〈

w-m・
泊
)

約
一
一
マ
一
目
す
れ
ば
「
人
聞
社
会
に
お
い
て
、
公
共
の
平
和
を
育
成
し
、

一
致
を
維
持
す
る
た
め
に
は
な
ん
ら
か
の
政
治
的
統
治
が
必
要
な
の

で
あ
る
o
」
(
N
-
m
・
幻
)
こ
の
こ
と
は
「
す
べ
て
の
こ
と
を
正
し
く
、

ま
た
秩
序
に
か
な
っ
て
行
な
え
」
と
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
教
会
共
同
体

に
、
全
く
妥
当
す
る
。
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
法
・
制
度
は
教
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
決
定
的
な
役
割
を
は
た
す
で
あ
ろ

う

こ
れ
が
ひ
と
た
び
教
会
か
ら
取
り
去
ら
れ
た
な
ら
ば
、
教
会
の
隠
は
解
体
し
、
教
会
は
全
く
ゆ
が
め
ら
れ
、
四
散
し
て
し
ま
う
。

(
N
-
m
・
幻
〉

こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
善
で
も
悪
で
も
な
い
こ
と
が
ら
の
領
域
に
お
い
て
も
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

る
法
が
必
要
で
あ
る
こ
と
弁
証
す
る
。

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
が
神
の
律
法
の
み
な
ら
ず
、
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
法
に
も
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は

た
っ
た
今
主
張
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
を
侵
害
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
こ
の
法
は

「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
と
「
人
間
の
法
」
が
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ル
ヴ
ァ

γ
に

ど
ん
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

よ
れ
ば
、
前
者
が
無
制
約
の
放
縦
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
常
に
あ
る
制
約
を
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
弁
証
さ
れ
る
o

自

由
の
こ
の
内
在
的
制
約
性
は
、
こ
の
自
由
が
内
面
的
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
そ
の
制
約
と
は
第
一
に
自
由
を
肉
の
欲
の

口
実
と
し
て
、
己
の
享
楽
の
た
め
に
濫
用
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

た
し
か
に
象
牙
や
金
や
宮
は
神
の
造
り
た
も
う
た
普
き
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
使
用
が
許
さ
れ
、
い
や
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
そ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
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た
笑
う
こ
と
、
飽
食
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
前
か
ら
の
、
ま
た
先
祖
か
ら
の
財
産
に
新
し
い
財
庭
を
加
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
音
楽
を
と
も
に
奏
し
て
喜
ぶ

こ
と
、
あ
る
い
は
ぶ
ど
う
酒
を
飲
む
こ
と
は
ど
こ
に
も
控
訴
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
o

け
れ
ど
も
、
人
は
物
質
が
豊
か
に
た
く
わ
え

ら
れ
る
と
ぜ
い
た
く
に
ふ
け
り
、
そ
れ
に
巻
き
こ
ま
れ
、
精
神
と
た
ま
し
い
を
現
世
の
快
楽
に
酔
は
せ
、
つ
ね
に
新
し
い
快
楽
を
求
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は

神
の
賜
物
の
正
し
い
用
い
か
た
か
ら
最
も
遠
く
は
な
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
「
神
の
賜
物
」
を
ど
れ
だ
け
用
い
る
か
と
い
う
単
な
る
量
の
問
題
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
そ
れ
を
い
か
な
る
心
を
も
っ
て
用
い

そ
れ
自
体
と
し
て
は
正

る
か
と
い
う
内
面
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
o

人
が
そ
れ
を
食
欲
、
見
栄
等
の
邪
し
ま
な
心
で
用
い
る
場
合
、

当
な
も
の
も
、
こ
の
悪
徳
に
よ
っ
て
確
実
に
汚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
由
の
内
在
的
制
約
の
第
二
は
、
自
由
を
無
思
慮
に
誇
示
し
て
「
弱

い
兄
弟
た
ち
を
つ
ま
ず
か
せ
る
」
こ
と
の
な
い
様
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
人
が
一
度
そ
の
良
心

に
お
い
て
自
由
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
自
由
の
外
的
行
伎
を
差
控
え
る
こ
と
は
な
ん
ら
こ
の
自
由
を
そ
こ
な
う
も
の
で
は
な
い
。

神
の
前
で
は
肉
を
食
べ
よ
う
が
赤
い
着
物
を
着
ょ
う
が
、
卵
を
食
べ
よ
う
が
黒
い
若
物
を
着
ょ
う
が
相
違
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
出
来
た
の
な
ら
、
十

だ
し
、
十
分
す
ぎ
る
の
だ
。
す
で
に
良
心
は
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
の
結
実
は
こ
の
自
由
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
そ
の

の
ち
、
全
生
涯
の
問
、
肉
を
控
え
た
と
し
て
も
、
ま
た
ひ
と
色
の
服
を
着
続
け
よ
う
と
も
か
れ
ら
の
自
由
は
少
し
も
そ
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
か
れ
ら
は
自
由
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
由
な
良
心
を
も
っ
て
、
自
ら
差
控
え
る
の
で
あ
る
。

(
E
-
m
-
m
)

(2) 

勿
論
、
人
々
の
前
に
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
が
有
益
な
場
合
が
あ
る
。
特
に
そ
れ
自
体
善
で
も
悪
で
も
な
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
人

カノレヴァンの教会理論

聞
の
法
を
神
の
律
法
に
変
え
て
、
人
々
の
良
心
を
拘
束
し
よ
う
と
す
る
「
パ
リ
サ
イ
的
苛
酷
さ
」

(
E
-
m
-
n〉

に
対
し
て
は
自
由
の
行
使

を
一
歩
た
り
と
も
譲
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
方
自
由
の
行
使
は
常
に
弱
い
人
々
を
つ
ま
ず
か
せ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

「
も
し
わ
れ
わ
れ
の
隣
人
の
健
徳
に
な
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
自
由
を
行
使
せ
よ
、
け
れ
ど
も
そ
う
す
る
こ
と
が
隣
り
人

を
益
し
な
い
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
に
は
自
由
を
差
ひ
か
え
よ
」

(
E
-
m
-
U
)
l
l
l自
由
の
行
使
が
こ
の
よ
う
に
隣
人
愛
の
神
の
律
法
か
ら

生
ず
る
原
理
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
由
の
侵
害
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
当
然
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
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説

「
単
に
衣
食
の
こ
と
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
人
々
を
他
の
人
々
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
生
活
を
聖
く
、
口
即
位

あ
る
o

し
た
、
か
つ
て
、

を
保
ち
、
慎
み
深
く
い
と
な
ま
せ
よ
あ
る
い
は
人
々
の
聞
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
法
、
一
言
で
い
え
ば
「
教
会
の
健
徳

Kun-m・
泥
〉

吾E‘ロ周

の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
法
に
服
す
る
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
と
矛
盾
し
な
い
ば
か
り
か
、
義
務
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
は
永
久
に
確
定
的
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
弱
さ
に
対
処
す
る
、
外
的
な
、
初
歩
的
手
引
き

な
の
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
に
も
、
自
由
の
行
使
の
「
調
節
原
理
」
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
法
律
に
従
う
べ
き
で
あ
る
o

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら

の
「
人
間
の
法
」
が
服
従
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
善
き
秩
序
と
平
和
を
保
つ
、
即
ち
「
教
会
の
健
徳
」
と
い
う
一
般
的
な
目

的
の
た
め
で
あ
っ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
の
た
め
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
守
る
場

合
に
も
、
そ
の
法
そ
の
も
の
、
が
救
い
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
信
じ
た
り
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
が
神
礼
拝
と
結
合
し
て
こ
れ
を

守
る
こ
と
の
う
ち
に
敬
度
が
存
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

「
真
実
の
義
の
要
点
の
こ
と
ご
と
く
と
御
自
身
の
神
聖

外
に
表
わ

れ
る
規
律
と
儀
式
と
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
従
う
べ
き
個
々
の
点
ま
で
立
ち
入
っ
て
規
定
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
が
時

代
の
状
況
に
よ
っ
て
変
る
こ
と
を
予
見
し
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
唯
一
の
形
式
が
適
切
で
あ
る
と
は
、
判
断
し
た
ま
わ
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
的
な
こ
と
が
ら
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
と
時
代
と
の
習
慣
に
応
じ
て
あ
る
い
は
状
況
に
応
じ
て

に
向
け
て
の
い
っ
さ
い
の
部
分
、
」
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
救
い
に
必
要
な
一
切
の
こ
と
を
御
言
葉
の
う
ち
に
含
ま
せ
た
神
は
、

異
な
る
こ
と
は
な
ん
ら
さ
し
っ
か
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
教
会
の
健
徳
と
い
う
観
点
か
ら
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

も
し
教
会
の
益
の
た
め
に
必
要
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
法
を
変
更
し
、
あ
る
い
は
廃
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
o

最
後
に
こ
の
よ
う

な
「
現
世
の
生
活
と
関
連
と
を
も
っ
て
、

し
て
は
、

い
わ
ば
そ
の
限
界
内
に
制
約
さ
れ
て
い
る
」
地
上
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
法
の
制
定
に
関

わ
れ
わ
れ
の
自
然
理
性
で
も
十
分
役
立
つ
の
で
あ
る
。

(
E
・2
・2
U
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
普
遍
的
で
永
遠
の
規
範
で
あ
る
神
の
法
は
、

行
為
を
規
定
す
る
法
は
、
そ
の
神
的
性
格
を
奪
わ
れ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
こ
と
に
関
す
る
領
域
に
属
す
る
も
の

と
し
て
、
状
況
に
対
応
し
た
可
変
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
法
の
考
え
方
は
、
法
の
多
様
な
展
開
を
許
し
、
社
会

の
流
動
性
に
よ
り
適
合
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
が
他
方
、
神
の
法
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
法

「
人
間
の
法
」
相
互
の
聞
で
価
値
的
な
相
対
化
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

一
般
的
な
「
道
徳
律
法
f

一
と
し
て
の
み
存
続
し
、
具
体
的
・
詳
細
な

を
判
断
す
る
た
め
の
一
般
的
基
準
と
な
る
か
ら
、

し、。

確
か
に
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

「
道
徳
律
法
」
が
普
遍
的
実
践
規
範
と
し
て
存
続
し
て
い
る
か

ら
、
内
面
的
自
由
と
外
面
的
自
由
を
峻
別
し
、
内
面
的
に
自
由
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
外
面
的
に
は
い
か
な
る
法
に
も
服
し
得
る
と

い
う
論
理
は
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
の
と
る
と
こ
ろ
で
な
か
っ
た
。

教
会
規
律
と
神
の
審
判

聖
潔
に
向
う
力
は
、

ω 

キ
リ
ス
ト
の
交
り
か
ら
御
霊
の
働
き
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
o

聖
化
が
神
の
恩
寵
で
あ
り
、
御
霊
が

人
聞
に
よ
る
御
言
葉
の
宣
ベ
伝
え
を
媒
介
に
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
基
本
的
原
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を

も
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
聖
化
や
そ
れ
を
目
指
す
共
同
体
の
統
一
へ
向
う
カ
が
宣
ベ
伝
え
ら
れ
た
御
一
言
葉
の
果
実
と
し
て
、
個
人
の
内
面
に

自
然
に
生
ず
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
御
一
言
葉
の
果
実
を
個
人
の

カノレヴァソの教会理論

「
自
由
な
」
内
面
的
発
展
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
満
足
し
な

か
っ
た
。
聖
化
は
他
の
人
々
の
外
的
働
き
か
け
を
必
要
と
す
る
。
肉
の
う
ち
に
あ
る
人
聞
は
こ
の
よ
う
な
「
外
的
援
助
」
な
し
に
は
、
相

対
的
完
全
性
に
す
ら
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
教
会
共
同
体
の
成
員
は
相
互
に
他
人
の
聖
化
に
対
し
て
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
聖
化
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
「
御
言
葉
の
宣
教
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ル
ヴ
ア
ン
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
の
う
ち

に
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
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説:

キ
リ
ス
ト
が
牧
師
た
ち
を
任
命
さ
れ
た
の
は
、
か
れ
ら
が
単
に
一
般
的
に
ま
た
公
に
、
説
教
壇
の
上
か
ら
会
衆
に
教
え
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
迷
っ
た
り

、
、
、
、
、
、
、

追
い
散
ら
さ
れ
た
り
し
た
群
れ
の
羊
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
、
牧
場
に
浮
き
か
え
す
た
め
の
配
慮
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
:
:
・
な
ぜ
な
ら
個
人
的
な
訓
誠
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
の
で
な
い
な
ら
す
べ
て
の
人
に
向
け
ら
れ
た
教
理
も
、
無
益
な
も
の
と
し
て
終
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
説
教

が
す
ん
で
し
ま
え
ば
、
課
業
が
片
づ
い
た
あ
と
の
よ
う
に
、
残
り
の
時
聞
を
無
為
に
す
ご
し
、
ま
た
あ
た
か
も
自
分
の
声
が
教
会
堂
の
建
物
の
中
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
説
教
を
す
ま
せ
る
と
全
然
黙
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
人
々
は
言
い
逃
れ
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
使
徒
行
伝
聞
)

q't
・、

御
言
葉
を
宜
べ
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
説
教
壇
の
上
か
ら
聴
衆
に
向
か
っ
て
一
般
的
に
説
教
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

ま
ざ
ま
な
状
況
に
お
か
れ
、

論

そ
れ
は
さ

あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
を
も
っ
、

教
会
の
肢
ひ
と
り
び
と
り
に
気
を
配
り
、

彼
ら
に
適
合
し
た
や
り
方

で
彼
ら
に
め
い
め
い
御
言
葉
を
そ
そ
ぎ
こ
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
御
言
葉
を
注
ぎ
こ
む
こ
と
は
、
宣
ベ
伝
え
ら
れ
た
御
言
葉

に
対
し
、
あ
ら
わ
に
反
抗
し
、
悔
い
改
め
の
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
の
行
い
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
に
対

「
訓
誠
」
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
含
む
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
個
人
的
な
訓
誠
を
聞
き
入
れ
ず
、
依
然
と
し
て
己
が

罪
悪
に
固
執
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
者
は
長
老
会
議
に
召
喚
さ
れ
、
公
的
権
威
に
よ
っ
て
戒
告
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
に
い
た
っ
て
も

「
教
会
を
あ
な
ど
る
も
の
」
と
し
て
教
会
共
同
体
か
ら
「
破
門
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
て
は
、

な
お
「
砕
か
れ
ず
、

不
義
を
固
執
す
る
」
者
は
、

通
常
の
罪
に
対
す
る
規
律
は
こ
の
よ
う
な
段
階
を
ふ
ん
で
執
行
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
個
人
的
訓
誠
が
規
律
の
第
一
の
出
発
点
と

し
て
お
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

(
N
・ロ・
2
)

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
会
規
律
の
基
本
的
性
格
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

で
あ
ろ
う
o

教
会
規
律
の
原
理
は
、
神
の
御
言
葉
を
肢
ひ
と
り
び
と
り
に
告
げ
知
ら
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
教
会
の
成
員
の
聖
化
を
前

進
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
規
律
は
肉
の
う
ち
に
あ
る
弱
き
人
間
に
対
し
て
、
彼
の
う
ち
に
御
言
葉
の
果
実
が
よ
り
稔
る
よ
う

に
と
与
え
ら
れ
た
「
外
的
援
助
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
会
規
律
を
も
っ
ぱ
ら
「
教
育
的
し
な
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
重
大
な
異
議

が
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
も
し
、
規
律
、
が
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
罪
を
犯
か
し
た
者
も
な
お
御
言
葉
を
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聞
き
、
聖
晩
餐
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
み
執
行
さ
れ
な
け
れ
ポ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
o

な
ぜ
な
ら
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
聖
化
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
不
可
欠
の
罪
の
赦
し
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
キ
リ
ス
ト
の
定
め
た
思
寵
の
手

段
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
破
門
」
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
、
こ
の
恩
寵
の
手
段

を
罪
人
よ
り
剥
奪
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
o

さ
ら
に
言
え
ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
罪
を
「
過
失
の
罪
」
と
「
冒
漬
の
罪
」
と

に
区
別
し
、
後
者
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
前
述
し
た
規
律
の
執
行
の
段
階
を
踏
ま
ず
し
て
、
直
ち
に
「
破
門
」
を
行
う
べ
き
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
o
こ
の
こ
と
は
御
言
葉
を
罪
人
に
注
ぎ
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
悔
い
改
め
を
促
進
す
る
と
い
う
観
点
が
、
そ
も
そ
も

最
初
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
、
が
っ
て
、

「
破
門
」
を
含
む
教
会
規
律
は
、
罪
人
の
悔
改

め
を
促
進
す
る
「
外
的
援
助
」
と
い
う
観
点
と
は
異
っ
た
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問

が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
教
会
規
律
の
目
指
す
べ
き
目
的
と
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る

な
ら
ば
、

一
層
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ
て
、
教
会
規
律
の
第
一
の
目
的
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ω 

「
不
品
行
で
破
廉
恥
な
生
活
を
い
と
な
む
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
て
、
神
に
侮
戸
揮
を
も
た
ら
し
、
神
の
『
聖
な
る
教

会
』
を
邪
悪
で
、
冒
漬
的
な
人
々
の
巣
窟
に
し
な
い
」

(
N
・ロ・
5
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
体
で
あ
り
、
汚
れ
た
肢

体
が
こ
の
中
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
か
し
ら
に
汚
辱
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
か
し
ら
な
る
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
肢
体
と
の
交
わ

功ノレヴアンの教会理論

り
は
、
聖
晩
餐
に
於
い
て
象
徴
さ
れ
る
か
ら
、
汚
れ
た
者
を
「
聖
な
る
共
同
体
」
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

餐
か
ら
排
除
す
る
こ
と
と
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
そ
の
者
を
聖
晩

聖
餐
の
分
配
を
委
ね
ら
れ
た
者
が
、
知
り
つ
つ
ま
た
故
意
に
、
当
然
し
り
ぞ
け
得
た
不
適
格
者
を
受
け
い
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
主
の
御
か
ら
だ

を
犬
に
汚
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
、
神
聖
冒
涜
の
罪
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
W
H

・ロ・
5
)

教
会
規
律
の
目
的
の
第
二
は
「
善
良
な
人
々
が
悪
し
き
人
々
と
の
交
際
に
よ
っ
て
堕
落
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
ー
一
わ
れ
わ
れ
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説ょ

の
性
質
は
正
道
か
ら
迷
い
出
る
恒
向
を
多
分
に
持
ゥ
て
い
る
の
で
、
悪
し
き
範
例
が
あ
る
と
そ
れ
に
見
な
ら
予
て
、
人
生
の
正
し
い
道
か

論

ら
容
易
に
そ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
「
破
門
」
は
「
聖
晩
餐
停
止
」
と
い
う
聖
礼
典
の
レ
ベ
ル
で
行
な
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

門
」
さ
れ
た
者
と
親
し
く
交
際
す
る
こ
と
も
亦
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

(
I
・
コ
リ
ン
ト
・
川
)
も
っ
と
も
「
親
し
く
交
わ
る
」
と
い

う
こ
と
は
「
破
門
」
さ
れ
た
も
の
が
自
然
的
な
生
存
そ
の
も
の
を
維
持
し
て
い
く
上
に
必
要
な
相
互
の
交
渉
ま
で
含
ま
な
い
。
む
し
ろ
、

カ
ル
ヴ
ァ
ソ
は
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
社
会
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
「
残
忍
非
道
な
非
人
間
的
行
為
」
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。

(
こ
の
こ
と

は
後
述
す
る
「
破
門
」
の
本
質
的
性
格
に
関
係
し
て
い
る
。
〉

こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、

て
指
摘
し
た
聖
礼
典
の
客
観
性
〈
「
聖
礼
典
は
聖
に
し
て
正
し
い
人
間
に
と
っ
て
は
、
同
時
に
不
潔
な
人
間
も
そ
れ
を
受
け
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
主
張
が
わ
れ
わ
れ
が
先
に
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
ア
ナ
パ
プ
テ
イ
ス
ト
批
判
の
第
二
の
点
と
し

潔
で
も
完
全
で
も
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
:
・
。
」
)
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
と
い
か
に
適
合
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で

あ
る
o

こ
の
問
題
は
カ
ル
ヴ
ア
ン
が
ル
ッ
タ
l
派
の
主
張
す
る
聖
晩
餐
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
遍
在
説
に
対
し
て
行
っ
た
詳
細
な
議
論
に
関

係
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
問
題
に
必
要
な
限
り
で
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
見
解
を
簡
単
に
み
る
こ
と
に
す
る
。
聖

晩
餐
の
効
力
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
を
受
け
る
人
聞
の
状
態
い
か
ん
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。

キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
恵
み
の
賜
物
と
と
も
に
万
人
に
同
様
に
差
し
出
さ
れ
、
神
の
真
実
は
人
間
の
不
真
実
に
よ
っ
て
は
、
そ
こ
な
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

聖
礼
典
は
つ
ね
に
そ
の
カ
を
保
持
す
る
。

し
た
が
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
の
御
か
ら
だ
と
御
血
と
は
、
神
に
選
ば
れ
た
信
仰
者
と
同
じ
く
、

ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
に
も
真
実
に
与
え

ら
れ
た
」
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、

ち
ょ
う
ど
雨
が
石
の
上
に
降
っ
て
も
中
に
し
め
入
る
こ
と

不
敬
度
な
も
の
に
お
い
て
は
、

が
な
い
よ
う
に
彼
ら
の
心
の
か
た
く
な
さ
の
ゆ
え
に
、
神
の
恵
み
は
内
部
に
ま
で
し
み
通
ら
な
い
の
で
あ
る
o

御
霊
に
よ
っ
て
よ
び
お
こ

さ
れ
る
信
仰
な
し
に
は
、

そ
の
恩
寵
を
受
け

た
と
え
外
形
的
に
翌
晩
餐
に
参
加
し
て
も
、

そ
れ
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
の
交
わ
り
に
入
り
、

ー「

破
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る
こ
と
は
出
来
な
い
。

い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
は
不
敬
度
な
も
の
を
通
り
す
ご
し
、
彼
ら
に
は
御
霊
の
働
き
を
な
さ
し
め
ず
、
御
霊
は
神
の
選

び
の
子
ら
に
の
み
そ
の
御
わ
ざ
を
な
し
、
彼
ら
の
み
が
キ
リ
ス
ト
の
体
と
一
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
不
敬
度

の
も
の
は
た
と
え
聖
晩
餐
に
参
加
し
て
も
そ
の
恵
み
を
受
け
な
い
と
、
い
わ
ば
消
極
的
に
言
う
だ
け
で
は
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
彼
ら
は
こ

す
な
わ
ち
資
格
な
し
に
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
の
し
る
し
を
受
け
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
汚
が
し
、
は
ず
か
し

の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
彼
ら
は
主
の
か
ら
だ
を
地
上
に
な
げ
捨
て
、
足
で
ふ
み
に
じ
る
に
も

め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
罪
あ
る
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

マ，
e

(
I
・
コ
リ
ソ
ト
・

ω〉

、
、
、

こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、

ひ
と
し
い
所
業
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

し
か
し
、
以
上
の
こ
と
が
た
と
え
言
え
た
と
し
て
も
、

不
敬
度
な
も
の
た
ち
を
実
際
に
聖
晩
餐
か
ら
排
除
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
言
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
誰
れ
が
不
敬
度
な
も
の
か
を
あ
る
程
度
共
通
に
認
識
し
得
る
可
視
的
メ
ル
ク
マ
I

ル
を
手
が
か
り
に
他
の
者
が
判
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ア
ナ
バ
プ
テ
イ
ス
ト
の
批
判
に
お
い
て
、

」
の
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
、
否
、

不
可
能
で
あ
る
か
を
語
っ
て
い
た
。

カ
ル
ヴ
ア
ン
は
聖
晩
餐

し
か
し
、

」
こ
に
於
い
て
、

に
お
い
て
神
の
聖
潔
が
汚
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
主
張
の
下
に
、

「
善
き
行
為
」
を
こ
の
可
視
的
メ
ル
グ
マ
l
ル
と
し
て
受

包)

け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
の
可
視
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
通
し
て
、
聖
晩
餐
に
お
け
る
不
可
視
的
な
キ
リ
ス
ト
と
の

カノレグアンの教会理論

交
わ
り
を
可
視
的
な
交
わ
り
へ
と
近
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
教
会
員
は
事
前
に
長
老
や
牧
師
に
よ
っ
て
個
人
的
に
そ
の
道
徳
的
な

そ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
聖
晩
餐
の
参
加
の
資
格
を
得
る
こ
と
に
な
る
o

行
状
を
調
査
さ
れ
、

か
く
し
て
、

聖
晩
餐

は
キ
リ
ス
ト
の
思
寵
の
媒
介
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
悪
し
き
者
を
共
同
体
の
交
わ
り
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
外
的
な
力
に
よ
っ
て
、

そ
の
聖
潔
を
実
現
す
る
た
め
の
一
種
の
強
制
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
教
会
規
律
ば
、
教
会
の
肢
ひ
と
り
び
と
り
に
御
言
葉

を
そ
そ
ぎ
こ
む
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
端
的
に
「
キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
」
を
教
会
共
同
体
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
の
外
的
強
制
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説

力
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
に
い
た
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
教
会
の
基
本
的
な
概
念
に
重

乙ご
q
し

ゃ

主

ミ

込

そ
j

l
カ
り
'
刀

大
な
修
正
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
即
ち
、

カ
ル
ヴ
ァ

γ
、
が
出
発
点
に
お
い
て
教
会
の
本
質
を
規
定
す
る
際
に
と
っ
た
基

ヰA
d冊

本
的
方
向
1

1
教
会
を
信
仰
者
あ
る
い
は
聖
徒
の
集
ま
り
と
し
て
直
接
に
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、

キ
リ
ス
ト
の
思
寵
の
働
く
場
と
し
て
、

か
な
ら
ず
し
も
聖
徒
の
み
を
含
む
と
は
限
ら
な
い
共
同
体
と
し
て
規
定
す
る
ー
ー
が
逆
転
さ
せ
ら
れ
る
o

す
で
に
可
視
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル

に
よ
っ
て
ー
ー
ー
た
と
え
、
こ
れ
が
不
確
実
な
も
の
で
あ
っ
て
も
|
|
聖
な
る
者
と
い
う
資
格
を
も
つ
も
の
の
み
が
教
会
員
と
な
り
得
る
。

」
の
よ
う
に
、
確
か
に
、

「
聖
晩
餐
」
停
止
と
い
う
教
会
規
律
が
登
場
す
る
に
及
ん
で
、

カ
ル
ヴ
ァ
ソ
の
教
会
規
律
の
限
界
が
ふ
み
こ
え

ら
れ
、

「
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵
の
場
」
と
し
て
の
教
会
概
念
と
「
信
仰
者
の
共
同
体
」
と
し
て
の
教
会
概
念
が
カ
ル

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヴ
ァ
ン
の
う
ち
に
対
立
的
関
係
と
し
て
現
わ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
が
こ
の
二
つ
の
概
念
の
対
立
を
、
彼
が
立
て
た
教
会
規
律
の
基
本
原
理
に
よ
っ
て
、

な
ん
と
か
克
服
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
み
の
が
す
べ
き
で
は
な
い
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
戒
告
や
破
門
の
目
的
と
し
て
、
最
後
に
、

「
こ
の
よ
う
に
聖
餐
の
停
止
に
よ
っ
て
こ
ら
し
め
を
受
け
た
も
の
ら
が
、

自
分
の
醜
さ
に
つ
い
て
の
恥
に
惰
然
と
し
て
、
悔
改
め
を
は
じ
め
る
」
と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

は
「
不
敬
虚
な
者
」
を
排
斥
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
信
仰
者
の
共
同
体
」
に
近
づ
く
た
め
の
手
段
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
破

「
破
門
」

門
」
さ
れ
た
も
の
に
悔
改
め
の
た
め
の
刺
激
を
与
え
、
彼
ら
の
聖
化
を
前
進
さ
せ
る
た
め
の
「
外
的
援
助
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
聖
晩
餐
の
停
止
の
期
聞
が
罪
を
犯
し
た
者
の
罪
の
重
さ
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
悔
改
め
の
証
が
教
会

に
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
再
び
教
会
の
交
わ
り
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と

(
N
-
u
・4
)
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
だ

ろ
う
o

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
教
会
に
あ
る
恩
寵
の
手
段
か
ら
の
排
除
は
、
聖
晩
餐
停
止
に
限
定
さ
れ
、
聖
晩
餐
を
停
止
さ
れ
て
い
る

者
が
そ
の
問
、
教
会
の
集
会
に
来
て
教
説
を
聴
く
こ
と
ま
で
も
否
定
さ
れ
て
い
な
し
γ

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
一
層
確
認
さ
れ
る
。
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「
破
門
」
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
カ
ル
ヴ
ア
ン
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ

が
正
し
く
理
解
さ
れ
う
る
。
カ
ル
ヴ
ア
ン
に
お
い
て
は
、
教
会
が
悪
し
き
者
を
戒
告
ま
た
は
「
破
門
」
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
そ
の

」
の
よ
う
に
し
て
「
破
門
」
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

権
能
(
司
法
権
)
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
教
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
根
拠
ず
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と

は
マ
タ
イ
一
八
章
一
七
・
一
八
節
の
「
も
し
、
兄
弟
、
教
会
に
も
聴
か
ず
ば
、
こ
れ
呉
邦
人
ま
た
は
取
税
人
の
ご
と
き
者
と
す
べ
し
。
誠

に
汝
ら
に
告
ぐ
、
す
べ
て
汝
ら
が
地
に
て
縛
ぐ
る
と
こ
ろ
は
天
に
て
も
縛
ぎ
、
地
に
て
解
く
と
こ
ろ
は
天
に
て
も
解
く
な
り
」
の
聖
句
に

よ
っ
て
証
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会
は
教
会
の
宣
告
が
キ
リ
ス
ト
の
宣
告
の
布
告
に
ほ
か
な
ら
ず
、
教
会
が
「
地
上

で
行
っ
た
判
決
は
、
天
で
も
批
准
さ
れ
る
」

(
N
・
却
・
ロ
〉
と
い
う
保
証
を
持
つ
の
で
あ
る
o

も
と
よ
り
こ
の
こ
と
は
、
教
会
の
名
に
よ
る

ど
ん
な
判
決
も
、
神
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
教
会
の
判
決
は
二
つ
の
基
本
的
な
条
件
に
基
礎
ず
け
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
o

第
一
に
そ
の
判
決
は
御
言
葉
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
御
言
葉
に
よ
っ
て
こ
そ
、
福
音
の
使
者
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
罪
の
赦
し
を
す
べ
て
の
人
に
約
束
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
キ

リ
ス
ト
を
受
け
い
れ
な
い
も
の
に
対
し
、
ま
た
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
、
断
罪
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

(
E
・4
・n)

ω 

こ
の
権
能
は
人
間
が
御
言
葉
の
「
仕
え
人
」
あ
る
い
は
そ
の
器
官
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
ら
に
与
え
ら
れ
る
o

彼
ら
は
単
に
「
つ

な
ぎ
に
あ
る
い
は
「
解
く
」
御
言
葉
を
具
体
的
状
況
に
応
じ
て
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

カノレグアンの教会理論

第
二
に
こ
の
権
能
は
ひ
と
り
の
人
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ず
、
正
規
の
合
議
に
お
け
る
一
致
に
の
っ
と
っ
て
」

(
N
-
u
・5
〉
行
使
さ

こ
の
権
能
は
教
会
全
体
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
全
体
の
機
関
に

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

よ
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
聖
晩
餐
停
止
に
関
し
て
は
、
単
に
長
老
た
ち
だ
け
が
そ
の
執
行
権
を
も
つ
の
で
な
く
て
、

会
衆
も
そ
れ
を
知
っ
て
同
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
専
制
を
防
ぐ
対
策
と
な
る
の
で
あ
る
。

専
制
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
規
律
に
反
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。

一
個
人
に
す
べ
て
の
権
力
を
み
と
め
る
こ
と
は
専
制
に
道
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
る
。

(
I・コ
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説

リ
ン
ト

-
M〉

こ
の
こ
と
は
、
司
法
権
を
司
教
に
独
占
さ
せ
る
ロ

l
マ
教
会
の
制
度
に
対
す
る
批
判
の
み
な
ら
ず
、
悪
し
き
者
を
含
む
教
会
の
交
わ

自命

り
か
ら
個
人
の
判
断
に
基
づ
い
て
分
離
す
る
ア
ナ
バ
プ
テ
イ
ス
ト
に
対
す
る
批
判
の
根
拠
に
も
な
る
の
で
あ
る
o

と
い
う
の
は
、

ヴ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

ア
ナ
バ
プ
テ
イ
ス
ト
は
結
局
、
規
律
の
行
使
の
権
限
を
彼
一
人
の
手
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
O 

し
か
し
、

い
か
に
「
破
門
」
の
権
限
の
行
使
が
神
の
言
葉
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
よ
う
と
も
、

ま
た
そ
の
判
決
が
い
か
に
多
く
の
人
々
の

熟
慮
の
未
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
人
間
の
判
断
に
よ
っ
て
あ
る
者
を
神
の
教
会
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
、
神
の
主
権

を
あ
や
ふ
く
し
、
人
間
の
「
専
制
」
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
毒
麦
と
麦
を
分
か
つ
の
は
神
の
み
で
あ
る
と
い
う
命

題
は
、
神
が
誰
れ
を
真
の
教
会
の
肢
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

い
か
に
神
の
御
一
言
葉
を
基
に
し
て
判
断
し
て
も
、
人
聞
に
は
解
明
し
つ

く
せ
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
o

そ
も
そ
も
、

「
地
上
の
審
判
が
天
に
お

「
神
の
み
が
己
の
民
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
と

い
て
も
批
准
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
矛
盾
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
こ
の
困
難
を
、

「
地
上
の
審
判
」
と
「
天
上

の
審
判
」
と
の
各
々
の
性
格
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
o

カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
教
会
の
審
判
が
天
に
お
い
て

も
批
准
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
会
の
審
判
と
神
の
審
判
が
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
二
つ

の
審
判
は
次
元
の
異
っ
た
審
判
で
あ
る
o

も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
前
者
は
後
者
の
す
べ
て
に
及
ぶ
の
で
は
な
い
。
教
会
の
審
判
は
人
間

の
行
為
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
り
、

、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
人
そ
の
も
の
を
死
に
渡
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
神
の
御
手
と
御
決
定
と
の
う
ち
に
の
み
置
か
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、

主
な
る
神
の
律
法
に
よ
っ
て
各
人
の
わ
ざ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
だ
け
を
-
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

(
N
-
u
・9
)

人
格
そ
の
も
の
の
審
判
は
依
然
と
し
て
神
の
御
手
の
う
ち
に
あ
る
。

教
会
の
審
判
が
天
に
お
い
て
も
批
准
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
行
為
に
つ
い
て
の
審
判
で
あ
る
限
り
で
あ
る
o

だ
か
ら
教
会
に
よ
っ
て
聖

カ
ノレ

北法17(3・98)472



餐
の
停
止
を
受
け
た
者
に
対
し
て
も
、
彼
ら
を
「
選
ば
れ
た
民
の
数
か
ら
抹
殺
し
去
り
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
失
な
わ
れ
た
も
の
と
し
て

よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
「
聖
餐
停
止
」
と
「
呪
遂
」
と
を
区
別
す
る
o

後
者

絶
望
視
す
る
」

(
N
・ロ・
9
〉

は
「
い
っ
さ
い
の
赦
し
の
希
望
を
否
認
し
、

そ
の
人
を
永
遠
の
滅
亡
に
委
ね
切
り
、

か
っ
手
渡
す
」
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
「
ま
れ
に

「
聖
餐
停
止
」
は
「
む
し
ろ

行
状
を
罰
し
、
警
告
す
る
o

こ
れ
も
人
そ
の
も
の
を
罰
す
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
罰
し
方
は
、
将
来
に
お
け
る
断
罪
を
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
か
じ
め
警
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
い
に
呼
び
戻
す
と
い
う
罰
し
か
た
な
の
で
あ
る
o
」

し
か
実
施
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
決
し
て
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

」
の
よ
う
に
し
て
カ
ル
ヴ
ァ

γ
に
お
い
て

は
神
の
審
判
と
教
会
の
審
判
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
両
者
が
相
互
に
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
o

行
為
と
人
格
と
は
区
別
さ
れ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
に
あ
る
程
度
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
、

キ
リ
ス
ト
の
体
に
接
木
さ
れ
た
も
の
は
罪
の
赦
し
の
み
な
ら
ず
、
聖
化
の
お
く
り
も
の
を
受
け
と
る
と
い
う
こ
と
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で

あ
っ
た
o

教
会
の
審
判
は
、
神
の
審
判
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
前
者
は
後
者
を
あ
る
程
度
推
察
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
。

自
己
の
生
活
と
行
状
と
が
罪
に
定
め
ら
れ
た
と
聞
い
て
、
し
か
も
な
お
悔
改
め
な
い
な
ら
ば
彼
ら
の
永
久
的
断
罪
を
証
明
さ
れ
る
。

(
N
・
ロ
・
叩
)

こ
の
よ
う
に
し
て
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
は
教
会
の
審
判
と
神
の
審
判
を
区
別
し
、

さ
ら
に
そ
の
両
者
に
関
係
ず
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会

(2) 

の
「
破
門
」
を
正
当
化
出
来
た
の
み
な
ら
ず
、

「
破
門
」
の
究
極
的
な
目
的
が
、

「
破
門
」
さ
れ
た
者
に
悔
改
め
、
聖
化
に
向
う
刺
激
を

カノレヴアンの教会理論

与
え
、
立
ち
戻
り
を
前
提
と
し
た
「
一
時
的
な
処
罰
」

(
I
・
コ
リ
ン
ト
-
M
)

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

車吉

び

カ
ル
ヴ
ァ

γ
の
教
会
は
、

カ
ソ
リ

γ
ズ
ム
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
な
信
仰
告
白
の
結
果
と
し
て
特
定
の
人
々
の
間
で
形
成
さ
れ

る
「
信
仰
者
の
集
り
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
理
論
的
に
は
力
の
及
ぶ
限
り
、
世
界
の
す
べ
て
の
人
々
を
包
含
し
よ
う
と
す
る
普
遍

北法17(3・99)473



説

教
会
で
あ
る
。
カ
ソ
リ
シ
ズ
ム
の
場
合
に
は
、
包
括
的
普
遍
教
会
と
い
う
要
請
は
、
教
義
上
の
折
衷
主
義
的
性
格
、
道
徳
に
お
け
る
二
元

論

カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
は
、
聖
書
の
み
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
教
会
統
一
の
基
礎
と
な

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
生
活
に
ふ
さ
わ
し
い
単
一
の
道
徳
的
基
準
が
、
す
べ
て
の
人
々
に
き
び
し

主
義
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

る
教
義
の
統
一
は
厳
密
に
追
求
さ
れ
、

く
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
教
会
共
同
体
の
統
治
は
、
確
か
に
、

「
秩
序
L

あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
そ
れ
は
教
会
員
の
「
自

由
」
を
代
償
と
し
て
の
み
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、

「
自
由
」
の
展
開
さ
れ
る
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し
た
。
確
か
に
、

カ
ル
ヴ
ァ

γ
の
教
会
理
論
に
お
い
て
、
あ
え
て
、

カ
ル
ヴ
ア
ソ
自
身
は
、
そ
の
論
理
的
帰
結
を
十
分
に
展
開
し
な
か
っ
た

が
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
点
に
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
教
会
の
制
度
や
法
に
関
し
て
、
基

本
的
な
も
の

1
永
遠
に
し
て
普
遍
的
な
も
の
と
二
次
的
な
も
の
H
H
可
変
的
な
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
定
の
枠
の
中
で
、
法

や
制
度
の
多
様
な
発
展
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
。
二
つ
に
は
、
神
の
支
配
が
現
実
に
は
不
完
全
な
人
聞
を
媒
介
に
し
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ

「
神
の
支
配
」
と
「
人
間
の
支
配
」
と
の
間
に
あ
る
ず
れ
を
考
慮
に
入
れ
、

ば
な
ら
な
い
が
故
に
、

「
人
聞
の
支
配
」
に
限
界
を
与
え
、

相
対
化
す
る
こ
と
。
こ
の
二
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
方
向
が
い
ず
れ
も
、
信
仰
や
道
徳
に
関
し
て
の
意
見
が
す
で
に
一
致
し

て
い
る
も
の
の
み
か
ら
成
る
共
同
体
と
い
う
分
離
主
義
者
の
論
理
の
中
で
な
く
、
不
一
致
が
あ
ら
か
じ
め
常
に
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
普
遍
教
会
の
論
理
の
中
で
、
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
、
外
的
政
治
的
理
由
か
ら
で
な
く
、
理
論
〈
教
義
)
内
的
に
展
開
さ

れ
て
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

こ
の
点
に
関
し
て
、
ヵ
ル
ヴ
ア

γ
は
し
ば
し
ば
初
期
の
ル
ヅ
タ
!
と
対
比
さ
れ
る
o

だ
が
、
説
教
さ
れ
、
聴
か
れ
た
御
言
葉
は
お
の
ず
と
共
同
体
の
秩

序
を
生
み
だ
す
だ
ろ
う
と
い
う
初
期
の
ナ
イ
l
ヴ
な
期
待
を
、
そ
の
後
の
諸
事
実
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
ル
ツ
タ
ー
は
、
つ
い
に
次
の
よ
う
に
言
う
に
い

た
っ
た
。
「
今
日
ま
で
私
は
、
人
々
が
聖
書
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
い
う
希
望
を
い
だ
い
て
き
た
。
が
そ
れ
は
空
し
い
も
の
で
あ

っ
大
。
彼
ら
は
聖
書
を
打
ち
く
だ
き
、
法
律
と
剣
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
る
」
と
。
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
場
合
に
も
、
教
会
の
統
治
制
度

北法17(3・100)474 



ω 

に
か
い
て
の
関
心
は
、
「
綱
要
」
の
後
の
版
に
な
る
に
従
っ
て
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
変
化
は
ル
ヅ
タ
ー
ほ
ど
劇
的
で
は
な
い
。
。
『
・
}
・

ω・

者

E]夕
、
『

Z
F
o
g
s
E
吋
B
岳

t
o
p
P
B
F
M
L
m
o
d
-
M
M・-
5
8・
可

-HHN・
司
・
司
・
同
品
目

I
H
S
-

(

2

)

教
会
の
「
政
治
体
」
の
必
要
性
は
、
教
会
共
同
体
が
選
ば
れ
た
聖
徒
の
み
な
ら
ず
、
御
言
葉
を
受
け
入
れ
な
い
棄
て
ら
れ
た
多
数
を
も
包
含
す
る
と
い

う
こ
と
か
ら
も
、
一
一
層
強
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
カ
ル
ヴ
ア
ソ
の
場
合
に
は
、
「
政
治
体
」
の
必
要
性
の
第
一
の
根
拠
は
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は

こ
の
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

(

3

)

「
教
会
の
権
能
は
一
部
分
個
々
の
司
教
た
ち
に
、
一
部
会
議
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
0

・
・
そ
れ
は
ハ
三
つ
の
部
門
〉
即
ち
『
教
理
』
『
司
法
権
』
『
立
法

権
』
に
分
け
ら
れ
る
。
」

(
N
・
8
・
1
〉

(
4〉
「
神
が
彼
の
教
会
の
統
治
の
た
め
に
立
て
た
四
つ
の
職
が
あ
る
。
牧
師
職
、
教
師
職
、
長
老
級
、
執
事
職
の
四
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
も
し
我
々
が
秩
序

正
し
い
教
会
を
も
と
う
と
欲
し
、
そ
れ
を
全
き
姿
に
お
い
て
維
持
し
よ
う
と
の
ぞ
む
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
統
治
形
態
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J

O
B
r
開
門
己

g
U丘
町
乙
。
同
岳
ロ
E
口口

g
(同
日
仏
同
)
(
吋

ro
戸

p
g
q
c『

(vr
ュ2
Eロ
わ
一
日
田
町
ω
〈

c--M内

M
H
F
の
弘
己
口
一
寸

rg-c岡
山
口
弘
吋
お
丘
町
巾
回
、

F
Oロ
L
D
ロ

匂
・
自
)

(

5

)

カ
ル
グ
ア
ン
が
「
綱
要
」
第
四
編
第
三
章
一
節
に
お
い
て
、
キ
リ
入
ト
が
何
故
に
「
仕
え
人
」
を
彼
の
「
代
理
人
」
と
し
て
立
て
た
か
を
説
明
し
て
三

つ
の
理
由
を
挙
げ
る
時
、
こ
れ
ら
の
理
由
の
う
ち
前
二
者
は
、
「
御
言
葉
の
種
ま
き
」
と
い
う
人
間
の
活
動
が
何
故
「
職
務
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

と
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
6
〉∞
-m-
巧
o
-
E
H
O
E
m
s仏
〈

E
o
p
z
g
b・
5

(
7〉

F
広
-
M
V
-
H
叶
∞

(
8
〉
-
一
l
ゼ
ル
「
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
神
学
」
渡
辺
信
夫
訳
、
新
教
出
版
社
、
二
九
四
頁
参
照
。

(
9
〉

Q
・】
-m-
巧
E
F
L
U
-
Z・旬・
5
∞

〈
叩
)
こ
の
点
、
ヴ
ォ

l
り
ン
は
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
教
会
統
治
論
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ヅ
ク
な
箇
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
ヵ
ル
ヴ
ア
ン
が
牧
師
を
選
出
す

る
際
に
あ
く
ま
で
会
衆
の
同
意
と
い
う
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
と
ら
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
口
・
君
。
一

5
・
0
司・

2
7
司
・
コ
叶
)

(
日
〉
も
と
よ
り
、
こ
の
思
想
ぬ
単
な
る
相
対
主
義
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
か
な
る
意
見
も
そ
の
絶
対
的
な
無
謬
性
を
主
張
出
来
な
い
が
、
同

時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
は
、
御
霊
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
な
ん
ら
の
程
度
神
的
な
も
の
の
表
現
で
あ
る
か
ら
。

(
ロ
)
例
え
ば
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
「
会
議
に
お
い
て
投
票
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
聖
書
解
釈
が
つ
ね
に
真
実
で
あ
り
確
実
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」

(
N
・
9
・

日
)
と
主
張
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
。
が
、
こ
の
主
張
が
現
実
に
意
味
を
も
つ
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
思
慮
す
る
こ
と
は
な
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か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
日
)
従
っ
て
自
然
法
を
単
に
永
遠
不
変
で
あ
り
、
普
遍
的
な
法
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
理
性
と
一
致
す
る
理
性
法
と
し
て
と
ら
え
る
限
り
、
ヵ
ル

ヴ
ア
ン
が
モ

l
ゼ
の
律
法
を
自
然
法
と
し
て
も
と
ら
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
ト

ν
ル
チ
は
自
然
法
か
ら
理
性
法
の
契
機
を
欠
落
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
「
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
自
然
法
」
を
語
る
こ
と
が
出
来
た
。
ぇ
・
円
吋
円
c
m
}仲
間

n
r
¥吋
Z
ω
O口
豆
、
H
，
g
n
r
E問
。
『
吾
巾
わ
}
戸
門
戸
凹
己
申
ロ
わ
7
・

己

R
r
F
g
E
3仏
ゲ
可

0
・巧吋
D
p
g
}
-
M
-
宅
-
2
M
1
6口・

(

H

)

カ
ル
ヴ
ア
ン
に
よ
れ
ば
律
法
の
内
容
に
関
す
る
限
り
、
モ

l
ゼ
の
律
法
と
福
音
的
「
律
法
」
と
の
問
に
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ
リ
久
ト
は
こ

の
点
に
関
す
る
限
り
、
「
律
法
の
最
上
の
解
釈
者
」

(
E
・
8
・
7
〉
に
す
ぎ
な
い
。
ト
レ
ル
チ
、
か
い
う
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
、
ル
ヅ
タ
ー
が
し
た
よ
う

に
は
、
「
山
上
の
垂
訓
」
が
も
っ
愛
の
カ
デ
イ
カ
ル
な
倫
理
と
「
モ

l
ゼ
の
律
法
」
の
も
つ
社
会
倫
理
と
を
根
本
的
に
対
立
さ
せ
な
か
っ
た
。
開
・
吋
円
。
巾
一
円
a

E
H
Y
W
C
℃・

nx・
司
・
印
由
申

(
日
)
、
法
の
領
域
に
お
け
る
「
道
徳
的
律
法
」
H
「
神
の
法
」
と
「
人
間
の
法
」
と
の
区
別
は
、
一
見
す
る
と
、
教
理
の
領
域
で
カ
ル
ヴ
ア
ン
が
の
べ
て
い
る
基

本
的
教
理
と
副
次
的
教
理
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
教
会
の
統
一
は
「
純
粋
な
教
理
」
に
つ
い
て
の
一
致
に
基
礎
を
お
く
と
信
じ
て
い

た
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
理
上
の
一
致
を
極
端
に
志
向
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
結
果
と
し
て
そ
の
分
裂
を
導
く
の
で
は
な
い
か
と

お
そ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
確
か
に
す
べ
て
の
教
理
に
つ
い
て
一
致
が
保
た
れ
る
こ
と
は
最
も
望
ま
し
い
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
「
無
知
」

は
お
よ
そ
人
間
で
あ
る
限
り
避
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
「
無
知
」
の
程
度
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
御
言
葉
の
解
釈

1
教
理
に
つ
い
て
の
完
全
な
一
致

に
到
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
緩
和
し
よ
う
と
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
教
理
を
基
本
的
な
も
の
と

副
次
的
な
も
の
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
「
必
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
『
定
理
』
と
し
て
万
人
に
よ
り
、

疑
う
余
地
な
く
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
N・
I
・
2
〉
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
不
一
致
は
信
仰
の
一
致
の
分
裂
に
導
く
も
の

で
な
い
か
ら
、
そ
の
不
一
致
を
も
っ
て
、
教
会
共
同
体
の
分
裂
の
理
由
と
な
す
べ
き
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
無
知
」
で

あ
る
こ
と
が
堪
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
を
基
本
的
教
理
と
し
、
何
を
副
次
的
教
理
と
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
単
に
二
、
三

の
具
体
的
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
り
、
体
系
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
ヵ
ル
ヴ
ア
ン
は
、
そ
の
時
代
の
他
の
神
学
者
と
同
じ
よ
う

に
、
彼
が
真
理
と
し
て
主
張
し
た
多
く
の
教
理
学
}
基
本
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
基
本
的
教
理
と
副
次
的
教
理
の
区
別
は

教
会
内
部
、
あ
る
い
は
教
会
相
互
の
間
で
の
教
理
に
つ
い
て
の
公
然
た
る
対
立
を
さ
け
よ
う
と
い
う
い
わ
ば
、
政
治
的
な
考
慮
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、

両
者
の
区
別
の
根
拠
(
そ
の
効
果
で
な
く
)
は
、
「
神
の
法
」
と
「
人
間
の
法
」
と
の
区
別
の
場
合
に
お
け
る
程
に
、
十
分
に
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な

論
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ω 

ぃ
。
し
か
し
、
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
テ
ィ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
場
合
に
ゆ
、
教
理
の
領
域
に
お
け
る
基
本
的
な
も
の
と
副
次
的
な
も
の
の
区
別
は
法
の

領
域
に
お
け
る
両
音
の
区
別
と
共
に
、
理
論
な
根
拠
づ
け
を
一
一
層
補
強
さ
れ
、
教
会
統
治
の
実
践
上
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。
(
え
・
。

g町
民

3

↓z
p
c門

2
2
2
Z
E
L
G『
ユ
再
開

=mzmrHNえ
2
5
5
cロ
ロ
叶

c
i
g
s
-
M
4
5
2
S
P
E
d
-
、℃・℃・

ω
g
l
g
H
)

(日山

)
n
F
L
O
】

D己〈
Oz--mO〈
巾
耳
石
口

qw
可

mzm}巳
a
r
u、』
-Hり
・
見
出
口
江
口

m
g
p
n
ω
E
rユ仏両
0
・
】
由
日
叶
一
切
切

HNH
・

(
げ
)
「
こ
れ
を
行
な
っ
て
い
く
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
な
た
が
た
(
市
参
事
会
)
に
、
み
な
さ
ん
方
の
よ
し
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
よ
き
生

活
と
よ
き
証
し
と
を
持
っ
て
い
る
一
定
の
人
々
を
、
す
べ
て
信
看
の
中
か
ら
任
命
、
選
定
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
要
求
し
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
こ
の
人

た
ち
は
ま
た
そ
れ
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
容
易
に
墜
落
さ
せ
ら
れ
な
い
人
物
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
人
々
が
、
こ
の
市
の
全
区
に
割
り

当
て
ら
れ
、
配
置
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
彼
ら
は
各
信
者
の
生
活
と
身
の
処
し
方
に
目
を
光
ら
せ
、
も
し
あ
る
者
に
非
難
さ
る
べ
き
顕
著
な

悪
徳
が
見
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
牧
師
た
ち
の
う
ち
の
だ
れ
か
に
連
絡
し
て
、
そ
の
違
反
者
が
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
も
説
諭
を
与
え
そ
の
行
を
あ
ら

た
め
る
よ
う
に
兄
弟
の
愛
を
も
っ
て
訓
戒
す
る
の
で
あ
り
ま
す
」
〉
江
主

2
2
5
2
E口
問
任
問
。
品

8
5
z
oロ
え
子
。

(
U
E
B
r
g仏
巧

DH佐
否
三

の
E
2曲目
》

3
℃
g
邑

S
H
r巾
g
E
E
σ
自
民
手
巾

ho=ロ
ロ
デ
』

g
g
q
z
w
H
m
ω
叶
(
吋

z
t
r
Bミ
C
向
。

rユ丘一
g
E
E
2
2
〈
O]・
MMハロ・

-u・
印

N)

「
長
老
た
ち
は
週
に
一
度
、
す
な
わ
ち
木
曜
日
ご
と
に
牧
師
た
ち
と
共
に
会
合
を
持
ち
、
教
会
内
に
無
秩
序
ボ
な
い
か
を
調
べ
、
も
し
そ
の
必
要
が
あ
る

な
ら
、
一
諸
に
対
策
に
つ
い
て
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
」
ロ
呂
町
同
開
口
己

g
-
a
z
g
-
C包
百
日
ロ
円
何
回
目
色
(
仔
広
・
℃
・
さ
)

(
刊
日
)
個
人
の
道
徳
生
活
に
干
渉
し
、
教
会
共
同
体
の
風
俗
を
正
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ヵ
ル
ヴ
ア
ン
は
決
し
て
不
熱
心
で
は
な
か
っ
た
が
、
ジ
ユ
ネ

l
ヴ
で

行
な
わ
れ
た
厳
格
な
道
徳
的
な
規
律
を
、
ヵ
ル
ヴ
イ
♂
て
マ
ハ
ム
特
有
の
も
の
と
考
え
る
の
は
あ
や
ま
っ
て
い
る
。
「
ジ
ュ
ネ

i
ヴ
の
長
老
会
議
が
行
っ
た
規

律
や
罰
則
は
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
原
理
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
教
会
の
活
動
の
範
例
と
し
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
中
世
都
市
の
市
参
事
会
が
通

常
行
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
詳
細
な
罰
則
や
こ
ま
ご
ま
し
た
私
生
活
へ
の
干
渉
は
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
す
べ
て
の
都
市
の
統
治
行
為

に
共
通
な
も
の
で
あ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
」
(
吋
・

ζ
-
E口
俊
印
可
、
〉
出

E
o
q
c『
任
問
阿
耐
え

2
ヨ
巳
-op
〈
D
-
F
N
a
七

-HN申
)

「
住
民
の
道
徳
行
為
に
対
す
る
こ
の
統
制
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
数
世
紀
の
問
、
司
教
裁
判
所
や
市
参
事
会
は
後
位
代
の
人
々
な
ら
市
民
の
自
由
に

対
す
る
不
寛
容
な
圧
政
と
考
え
て
き
た
で
あ
る
よ
う
な
規
則
を
つ
く
っ
て
き
た
。
(
新
し
い
こ
と
と
言
え
ば
)
カ
ル
ヴ
ア
ン
が
こ
の
権
利
と
義
務
を
国
家

で
な
く
、
教
会
の
権
威
に
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
」
(
。
司
自
わ
宮
内

Z
K
F
吋
Z
H耐え
OH自
己

-
D
P
H，Z
H
M
o
r
E口
出

E
o
q
え
任
問
。

rcRrω

唱
・
∞
品
)

(
印
〉
〉
同
片
山
口

-
2
8
5
2
E口
問
己
戸
内

Q
m田口
F
N

伊丹守口

C
ご
}
百
円

U
E
B
}岡
田
口
品
名

O
B
Y母
国
件
。

g
巾4
白

H印
ω叶
(
。
句
・
岳
・
匂
・
巴
)
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(
鉛
)
初
期
の
カ
ル
ヴ
ア
ン
に
あ
っ
て
は
、
「
教
会
の
審
判
」
と
「
神
の
審
判
」
と
の
間
に
あ
る
距
離
の
意
識
は
よ
り
強
烈
に
表
現
さ
れ
た
。
破
門
さ
れ
た
者

が
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
、
選
び
の
可
能
性
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
神
へ
の
冒
涜
で
あ
る
。
教
会
の
破
門
は
、
決
し
て
恵
み
の

希
望
を
彼
ら
か
ら
う
ば
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
誤
っ
た
F
リ
ス
ト
者
の
み
な
ら
ず
、
ト
ル
コ
人
や
サ
ラ
セ
ン
人
や
他
の

公
然
た
る
敵
に
対
し
て
も
、
愛
を
も
っ
て
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
迫
害
に
反
対
す
る
主
張
さ
え
な
さ
れ
て
い
る
。
「
今
日
ま
で

な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
信
仰
の
敵
と
考
え
ら
れ
る
人
々
に
、
我
々
の
信
仰
を
認
め
る
こ
と
を
強
制
し
、
彼
ら
に
食
や
暖
か
き
ゃ
日
常
生
活
の
心
地
よ
き
を

与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、
彼
ら
を
剣
や
炎
で
迫
害
す
る
こ
と
品
、
と
う
て
い
我
々
が
認
め
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
。
確
か
に
こ
の
よ
う

な
明
確
な
主
張
は
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
が
、
後
に
な
っ
て
よ
り
現
実
の
教
会
統
治
の
問
題
に
た
づ
さ
わ
る
よ
う
に
な
り
、
関
心
の
重
点
が
不
可
視
的
教
会
か
ら

一
層
可
視
的
教
会
に
移
る
に
つ
れ
て
、
彼
の
著
作
の
中
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。

(2・

』

-m-
巧
E
F
-
o
p
n
x
-
P
E
C
)
だ
が
、
綱
要
の
最
終
版
に
お
い

て
も
彼
は
「
教
会
の
審
判
」
が
そ
の
性
質
上
、
も
た
ざ
る
を
得
な
い
制
約
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
彼
は
「
教
会
の
審
判
」
が
行
使
さ
れ
る

際
こ
の
制
約
か
ら
当
然
生
ず
べ
き
「
手
段
」
の
制
約
に
つ
い
て
十
分
に
考
察
出
来
な
か
っ
た
。

~L弘

同岡
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