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説

第
三
章

『
自
然
の
劇
場
』
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
『
七
賢
人
の
対
話
』

論

ボ
ダ
ン
は
こ
の
リ
l
グ
支
配
の
困
難
な
時
代
に
も
野
心
的
な
著
作
を
書
き
続
け
、
自
然
学
、
倫
理
学
、
形
而
上
学
H
神
学
を
扱
っ
た
三
つ

の
著
作
を
書
い
た
。
一
五
九
六
年
に
出
版
さ
れ
る
『
自
然
の
劇
場
』
、
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
、
そ
れ
に
出
版
さ
れ
な
い
『
七
賢
人
の
対
話
』
が
そ

れ
で
あ
る
。
『
自
然
の
劇
場
』
を
九

O
年
一
月
に
は
出
版
を
考
え
る
所
ま
で
書
い
て
、
九

O
年
中
に
完
成
し
、
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
を
九

O
年

一
月
に
は
書
こ
う
と
し
て
い
る
所
で
、
九
一
年
八
月
二
九
日
に
完
成
し

U

そ
し
て
『
七
賢
人
の
対
話
』
を
同
じ
頃
書
い
た
。

こ
れ
ら
晩
年
の
三
部
作
は
、
初
期
の
『
方
法
論
』
で
計
画
が
予
告
さ
れ
て
い
た
「
人
間
史
」
「
自
然
史
」
「
聖
史
」
の
三
段
階
の
上
昇
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
三
段
階
と
も
、
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、
大
き
く
変
化
し
、
圧
倒
的
に
宗
教
的
、
そ
れ

も
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
宗
教
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
彼
の
宗
教
思
想
の
旧
約
川
へ
、
フ
ラ
イ
主

義
化
、
あ
る
い
は
自
ら
を
予
言
者
だ
と
す
る
確
信
で
あ
り
、
こ
の
点
晩
年
の
ボ
ダ
ン
の
思
想
と
行
動
を
解
く
鍵
は
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
な

か
に
隠
さ
れ
て
お
り
、
『
七
賢
人
の
対
話
』
、
七
ボ
ダ
ン
の
位
置
づ
け
で
解
明
を
試
み
よ
う
。

そ
し
て
、
「
人
間
史
」
は
も
は
や
法
・
政
治
学
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
、
そ
れ
も
旧
約
H
へ
フ
ラ
イ
主
義
の
宗
教
的
な
倫
理
学
で
あ
り
、
ボ

ダ
ン
は
『
国
家
論
』
が
そ
の
主
要
な
公
法
・
政
治
の
部
分
を
な
す
は
ず
で
あ
っ
た
普
遍
法
体
系
の
成
立
基
盤
を
否
定
し
、
普
遍
法
の
研
究
を

放
棄
し
た
。
人
間
界
を
神
法
H
自
然
法
違
反
、
堕
落
が
蔓
延
し
て
い
る
、
宗
教
戦
争
こ
そ
そ
の
端
的
な
証
拠
で
あ
り
、
神
に
よ
る
処
罰
だ
と

激
し
く
告
発
す
る
老
予
言
者
に
と
っ
て
、
諸
国
民
の
法
律
が
神
法
H
自
然
法
に
基
づ
く
法
、
正
し
い
命
令
と
い
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
な
ど

も
は
や
信
じ
ら
れ
ず
、
普
遍
法
の
成
立
基
盤
は
も
は
や
な
か
っ
た
。
普
遍
法
の
研
究
を
放
棄
し
、
自
然
学
の
研
究
に
移
っ
た
理
由
を
こ
う
述

べ
て
い
る
。
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ジャン・ボダンの生涯(五)

「
自
然
の
学
は
そ
の
創
造
者
に
し
て
支
配
者
た
る
神
を
知
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
隠
さ
れ
た
自
然
の
源
泉
か
ら
出
て
く

る
因
果
の
連
鎖
を
観
察
す
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
優
れ
た
術
を
確
立
す
る
職
人
に
あ
っ
て
は
、
術
は
自
然
の
模
倣
以
外
の
何

も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
べ
て
自
然
の
模
倣
へ
と
向
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
術
の
「
棟
梁
」
、
す
べ
て
の
術
の
女
王
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
法

学
が
自
然
を
模
倣
し
な
け
れ
ば
、
不
正
な
術
は
法
学
と
は
み
な
し
え
ま
せ
ん
し
、
そ
も
そ
も
そ
ん
な
学
聞
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
自
ら
の
良
心

に
反
し
て
、
欺
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
執
政
官
の
法
律
に
よ
る
な
ら
ば
、
不
正
な
判
決
を
下
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
「
誤

謬
が
法
律
を
作
る
」
と
い
う
原
則
に
基
づ
く
学
問
に
よ
っ
て
、
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
ど
ん
な
に
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る

国
民
の
記
録
を
集
め
て
も
、
そ
れ
が
、
こ
ち
ら
で
は
報
酬
に
値
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
ち
ら
で
は
刑
罰
に
値
す
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の

怒
意
と
誤
謬
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、
ど
う
し
て
正
し
く
認
識
し
、
法
学
の
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
私
を
し
て
、

長
い
間
苦
労
し
て
集
め
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
民
の
慣
習
や
制
度
を
比
較
し
、
何
ら
か
の
確
実
な
こ
と
を
作
ろ
う
と
し
た
法
体
系
の
企
て
を
放

棄
さ
せ
ま
し
た
。
何
故
な
ら
、
す
べ
て
の
国
民
の
王
令
も
政
令
も
法
律
も
、
真
っ
暗
な
迷
路
の
な
か
の
導
き
の
糸
と
し
て
神
法
、
つ
ま
り
自
然
法

に
基
づ
い
て
い
な
い
限
り
、
根
拠
な
し
に
人
間
の
怒
意
と
欲
望
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
理
解
し
ま
し
た
し
、
ま
た

諸
国
民
の
法
律
が
聖
書
と
そ
の
法
に
基
づ
い
て
理
性
的
に
提
示
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
、
補
充
さ
れ
、
改
廃
さ
れ
、
改
正
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な

く
、
神
法
と
い
う
す
べ
て
の
衡
平
の
唯
一
の
根
か
ら
引
き
抜
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
然

に
は
不
確
実
な
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
・
:
自
然
の
劇
場
は
不
死
の
神
に
よ
っ
て
、
誰
の
目
に
も
触
れ
る
作
品
と
し
て
制
作
品
村
引
た
事
物
に
他

な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
制
作
者
の
主
権
、
力
、
善
、
知
恵
、
:
・
驚
嘆
す
べ
き
配
慮
を
膜
想
し
、
愛
す
る
が
た
め
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
」
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膜
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い
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説

『
自
然
の
劇
場
』

論

こ
の
著
作
は
「
隠
さ
れ
た
自
然
の
秘
密
」
に
通
じ
た
奥
義
伝
授
者
(
冨
苫

gmom5)
が
、
「
一
切
の
こ
と
を
学
ぽ
う
と
、
こ
の
世
界
国
家

を
遍
歴
し
」
、
訪
れ
て
来
た
理
論
家
の
質
問
に
答
え
る
と
い
う
対
話
の
形
式
を
と
っ
た
、
自
然
学
の
著
作
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
自
然
学
は
あ
る

そ
れ
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
否
定
し
た
こ
と
で
あ
る
科
学
史
家
か
ら
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ガ
レ

l
ノ
ス
、
プ
ト
レ
マ

イ
オ
ス
の
《
中
世
》
そ
の
ま
ま
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
。
確
か
に
、
ボ
ダ
ン
は
科
学
の
進
歩
と
い
う
観
点
か
ら
は
何
の
貢
献
も
要
求
で
き
な
い

研
究
者
に
よ
っ
て
、

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ボ
ダ
ン
の
自
然
学
の
性
格
規
定
は
、

自
然
と
自
然
学
で
扱
い
た
い
が
、
自
然
学
者
を
隠
さ
れ
た
自
然
の
秘
密
に

通
じ
た
奥
義
伝
授
者
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
か
ら
も
、
ボ
ダ
ン
の
自
然
学
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
誤
り
で
あ

る
。
ボ
ダ
ン
が
最
も
激
し
く
批
判
す
る
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ
の
伝
統
に
立
つ
イ
ス
ラ
ム
、

ス
コ
-
フ
、

パ
ド
ヴ
ァ
の
、
強
弱
の
別
は
あ

れ
、
自
然
主
義
的
な
自
然
学
で
あ
り
、

そ
の
自
然
主
義
に
は
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
ボ
ダ
ン
も
若
い
頃
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
広

ま
っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
が
、

ア
グ
リ
ッ
パ
な
ど
の
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
自
然
魔
術
師
は
隠

パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
、

れ
魔
女
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
錬
金
術
・
占
星
術
・
医
術
魔
術
に
は
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
。
ボ
ダ
ン
が
確
立
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
唯
一
神
が

創
造
し
、
絶
対
的
に
支
配
す
る
宇
宙
H
被
造
物
界
H
自
然
界
の
学
と
し
て
の
宗
教
的
な
自
然
学
で
あ
り
、
伝
統
的
な
ス
コ
ラ
の
自
然
学
を
宗

教
的
だ
と
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
充
分
宗
教
的
に
な
っ
て
い
な
い
、
充
分
創
造
自
然
観
に
合
致
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
と
批
判

す
る
も
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
《
中
世
》
以
上
に
《
中
世
》
的
な
自
然
学
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
宗
教
熱
狂
の
時
代
た
る
一
六
世
紀

に
は
む
し
ろ
主
流
の
自
然
観
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
の
特
殊
性
は
そ
れ
を
徹
底
し
た
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
も
と
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
点
、
余
り
に
も
革
命
的
な
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
基
準
に
と
る
こ
と
は
当
時
の
自
然
学
の
状
況
を
見
失
わ
せ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

北法 37(5・38)644 



当
時
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
受
け
入
れ
た
の
は
ブ
ル

l
ノ
な
ど
ご
く
数
人
の
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
魔
術
的
思
想
家
だ
け
で
あ
り
、
当
時
地
動
説

を
支
持
す
る
の
は
今
日
天
動
説
を
支
持
す
る
よ
う
な
常
識
は
ず
れ
の
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
ボ
ダ
ン
の
宇
宙
の
階
層
秩
序
に
従
っ
て
、

霊
魂
、
五

以
下
、
こ
の
著
作
の
構
成
、

調
和
の
宇
宙

(
2
)
月
下
界
(
生
物
)
、

自
然
と
自
然
学
、
二

四

調
和
の
宇
宙

(
3
)
天
上
界
、

調
和
の
宇
宙

(
1
)
月
下
界

と
説
明
・
分
析
し
て
ゆ
こ
う
。

(
無
生
物
)
、

自
然
と
自
然
学

自
然
学
は
自
然
的
事
物
、
自
然
的
存
在
を
対
象
と
す
る
が
、
ボ
ダ
ン
は
自
然
を
ど
う
捉
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
自
然
を
「
各
々
の
事
物

が
そ
の
始
源
に
、
制
作
者
の
贈
与
や
譲
渡
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
本
質
と
権
能
そ
の
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
一
見
す
る
と
、

始
源
に
お
け
る
神
に
よ
る
付
与
よ
り
は
事
物
の
内
在
的
な
本
質
・
能
力
の
方
に
重
点
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た

ジャン・ポダンの生涯(五)

神
を
指
す
の
に
専
ら
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
訳
語
た
る
制
作
者

(
0
1
P
F
gロ
a
Z
F
m
R
E
Z
3
5
)
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
よ
う
と
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
(
「
第
一
義
的
に
、
自
体
的
に
、
運
動
と
静
止
の
原
理
」
)
は
神
と
自
然
の
混
同
を
も
た
ら
す
と
批
判
す
る
よ
う
に
、
創
造
自

然
観
で
あ
る
。
彼
は
伝
統
的
な
創
造
自
然
観
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
逆
に
更
に
一
層
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の

自
然
学
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。

ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
、
創
造
と
は
、
制
作
者
が
自
由
意
志
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
惟
の
う
ち
に
あ
る
範
型
、
原
型
に
従
っ
て
、
無
か
ら
万
物
を

連
鎖
し
な
が
ら
、
世
界
H
宇
宙
を
創
造
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
わ
)
正
確
に
は
、
実
際
に
ボ
ダ
ン
が
使
っ
て
い
る
の
は
、
神
が
イ
デ
ア
に

従
っ
て
人
間
、
善
霊
・
悪
霊
を
含
め
全
被
造
物
を
創
造
し
、
宇
宙
の
階
層
秩
序
に
よ
っ
て
支
配
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
被
造
物
す
べ
て
に

善
霊
・
悪
霊
を
配
し
、
自
然
法
H
神
法
に
従
う
者
に
報
酬
、
従
わ
な
い
者
に
処
罰
の
原
則
で
、
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
こ
こ
か
ら
直
ち
に
彼
の
自
然
観
、
自
然
学
の
諸
原
則
を
引
き
出
し
た
。

北法 37(5・39)645 



説

自
然
と
は
始
源
に
お
け
る
神
に
よ
る
創
造
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
自
然
と
い
う
言
葉
の
用
法
は
こ
う
で
あ
る
。
①
自
然
的
事

物
、
自
然
的
存
在
と
は
始
源
に
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
被
造
物
と
い
う
意
味
で
、
人
問
、
善
霊
・
悪
霊
を
含
め
被
造
物
す
べ
て
、
「
こ
の
巨

大
な
宇
宙
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
」
の
こ
と
で
あ
る
。
人
類
で
言
え
ば
、
カ
ル
デ
ア
リ
へ
ブ
ラ
イ
人
が
始
源
に
神
に
よ
っ
て

(
8
}
 

創
造
さ
れ
た
民
族
と
い
う
意
味
で
自
然
民
族
で
あ
る
。
②
自
然
と
は
始
源
に
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
際
に
付
与
さ
れ
た
も
の
の
こ
と
で
あ

り
、
始
源
に
付
与
さ
れ
た
本
質
・
能
力
が
事
物
の
自
然
、
始
源
に
付
与
さ
れ
た
法
が
自
然
法
、
始
源
に
付
与
さ
れ
た
言
語
(
へ
プ
ラ
イ
語
)
が
自

然
言
語
で
あ
勺
更
に
は
始
源
に
付
与
さ
れ
た
宗
教
が
自
然
宗
教
で
あ
る
。
③
ボ
ダ
ン
の
自
然
界
に
は
自
然
の
作
用
以
外
に
、
人
間
の
自
由

意
志
に
よ
る
作
用
、
何
よ
り
も
神
と
そ
の
意
志
を
執
行
す
る
善
霊
・
悪
霊
に
よ
る
介
入
、
超
自
然
現
象
、
「
例
外
的
」
支
配
が
起
こ
る
わ
け

(
叩
)

で
、
そ
れ
と
区
別
し
て
、
自
然
と
は
始
源
に
神
に
よ
っ
て
連
鎖
さ
れ
た
宇
宙
の
階
層
秩
序
に
よ
る
「
通
常
的
」
支
配
の
こ
と
で
あ
る
。

自
然
界
H
被
造
物
界
H
宇
宙
は
神
の
創
造
作
用
そ
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
完
全
で
、
善
で
、
調
和
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
和
の
宇

宙
の
基
本
は
階
層
秩
序
を
な
し
た
宇
宙
で
あ
る
。
万
物
は
「
黄
金
の
連
鎖
」
(
プ
ラ
ト
ン
)
、
あ
る
い
は
旧
約
(
創
世
二
八
)
の
「
梯
子
」
、

論

つ
ま
り

上
下
の
階
層
秩
序
を
な
し
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
万
物
は
神
の
完
全
さ
、
善
、
美
に
あ
ず
か
る
程
度
に
応
じ
て
、

に
応
じ
て
、
支
配
、
服
従
の
階
層
秩
序
を
な
し
て
い
る
。
唯
一
宇
宙
外
の
存
在
た
る
神
|
天
上
界
、
善
霊
・
悪
霊
人
間

l
動
物
|
植
物

無
生
物
と
い
う
階
層
秩
序
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
一
原
因
(
第
一
起
動
因
)
た
る
神
に
発
す
る
、
階
層
秩
序
の
下
降
系
列
が
原
因
の
系
列
で
あ

り
、
最
終
目
的
因
た
る
神
に
向
う
上
昇
系
列
が
目
的
の
系
列
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
寸
中
間
物
に
よ
る
両
極
端
の
連
鎖
」
で
あ
り
、
無
生
物

の
石
・
金
属
は
珊
瑚
、
寸
銀
の
木
L

と
い
う
中
間
物
に
よ
っ
て
植
物
に
、
植
物
は
植
虫
類
と
い
う
中
間
物
に
よ
っ
て
動
物
に
、
動
物
は
人
間
と

い
う
中
間
物
に
よ
っ
て
天
上
界
、
善
霊
・
悪
霊
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
人
聞
は
月
下
界
と
天
上
界
、
動
物
と
善
霊
・
悪
霊
を
つ

な
ぐ
「
共
通
の
鎖
L

、
両
方
の
性
格
を
合
わ
せ
持
つ
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
所
に
驚
嘆
す

べ
き
調
和
、
美
、
秩
序
を
見
ょ
う
と
す
る
態
度
こ
そ
ボ
ダ
ン
が
自
然
界
自
体
に
非
常
な
関
心
を
も
っ
た
理
由
で
あ
る
。
彼
は
古
代
と
現
在
世

つ
ま
り
上
下
の
位
置

北法 37 (5・40) 646 
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界
に
知
識
拡
大
し
た
書
物
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
観
察
・
実
験
し
た
り
、
新
世
界
か
ら
の
動
植
物
を
見
に
行
っ
た
り
、
漁
師
、
猟
師

や
様
々
な
職
人
か
ら
話
し
を
聞
い
た
り
、
動
物
の
解
剖
や
天
体
観
測
に
立
ち
合
っ
た
り
し
て
、
自
然
界
の
調
和
、
美
、
秩
序
に
子
供
の
よ
う

に
驚
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
蝶
の
変
態
の
過
程
を
観
察
し
、
醜
い
卵
、
毛
虫
、
踊
か
ら
美
し
い
蝶
に
変
身
し
て
飛
び
立
つ
こ
と
に
子

供
の
よ
う
に
驚
嘆
し
、
こ
れ
こ
そ
善
人
の
魂
が
醜
い
肉
体
か
ら
分
離
し
て
飛
び
立
つ
こ
と
の
実
例
だ
と
驚
喜
し
た
。

ボ
ダ
ン
が
そ
れ
以
上
に
関
心
を
も
つ
の
は
、
神
と
そ
の
意
志
を
執
行
す
る
善
霊
・
悪
霊
が
自
然
界
に
介
入
し
、
自
然
界
が
超
自
然
現
象
に

満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
染
病
や
怪
物
、
大
嵐
、
大
地
震
、
大
洪
水
と
い
っ
た
天
変
地
異
、
群
来
魚
・
鳥
類
、
魔
女
や
予
言
者

の
現
象
、
そ
の
他
諸
々
の
超
自
然
現
象
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
お
り
、
古
代
と
現
在
世
界
の
知
識
拡
大
は
む
し
ろ
そ
の
証
拠
を
激
増
さ
せ
て
い
た
。

自
然
学
は
、
唯
一
無
限
で
質
料
を
も
た
な
い
存
在
た
る
神
を
対
象
と
す
る
形
而
上
学
H
神
学
と
区
別
さ
れ
る
が
、
人
間
の
分
離
後
の
霊
魂
、

善
霊
'
悪
霊
を
含
め
て
、
被
造
物
H
宇
宙
内
存
在
H
場
所
と
時
聞
を
も
っ
存
在
、
従
っ
て
有
限
で
質
料
を
も
っ
存
在
す
べ
て
を
対
象
と
す
る

の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
超
自
然
現
象
も
自
然
学
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
界
が
超
自
然
現
象
で
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
こ
と

こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ
の
伝
統
に
立
つ
自
然
主
義
的
自
然
学
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
や
ア
グ
リ
ッ
パ

な
ど
の
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
自
然
魔
術
師
が
隠
れ
魔
女
に
他
な
ら
な
い
こ
と
の
証
拠
で
あ
っ
た
。
神
が
善
霊
と
悪
霊
を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
被

造
物
に
役
人
と
し
て
割
り
当
て
、
神
の
命
令
に
従
う
者
に
報
酬
、
従
わ
な
い
者
に
処
罰
の
原
則
で
、
創
造
の
際
に
与
え
た
自
然
法
を
超
越
し

て
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
っ
弘
こ
の
不
安
と
激
動
の
時
代
に
、
魂
の
安
ら
ぎ
を
得
よ
う
と
絶
対
確
実
な
神
を
求
め
る

心
は
神
の
創
造
し
た
自
然
界
に
驚
嘆
す
べ
き
調
和
、
美
、
秩
序
を
見
る
だ
け
で
は
止
ま
ず
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
所
に
神
の
御
手
、
天
使
と
悪

北法 37(5・41)647 

魔
、
何
よ
り
も
悪
魔
の
作
用
を
見
な
け
れ
ば
止
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

自
然
学
研
究
の
目
的
は
自
然
界
の
驚
嘆
す
べ
き
調
和
、
美
、
秩
序
を
知
っ
て
、
か
か
る
驚
嘆
す
べ
き
作
品
を
造
り
、
か
つ
超
自
然
的
、
絶

対
的
に
支
配
し
て
い
る
神
の
測
り
難
い
善
、
知
恵
、
美
、
力
を
知
り
、
も
っ
て
神
に
対
す
る
愛
に
と
ら
え
ら
れ
、
最
終
的
に
神
の
享
受
に
ま



説

(
日
)

で
到
る
こ
と
で
あ
る
。

三A
a岡

で
は
、
自
然
学
研
究
に
何
が
証
拠
と
し
て
使
え
る
か
。
感
覚
に
よ
る
経
験
(
実
験
も
含
む
)
、
論
理
に
よ
る
理
性
、
そ
し
て
旧
約
と
へ
プ
ラ
イ

語
H
ア
イ
ロ
ン
に
代
表
さ
れ
る
へ
ブ
ラ
イ
人
の
知
恵
、
及
び
そ
れ
に
学
ん
だ
限
り
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
前
の
、
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ

る
ギ
リ
シ
ア
人
の
知
恵
が
使
え
る
。
神
の
啓
示
た
る
旧
約
が
使
え
る
こ
と
は
、
自
然
が
神
の
創
造
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
自
明
で
あ
り
、

自
然
と
啓
示
が
対
立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
二
重
真
理
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
も
自
明
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

な
い
。
そ
こ
に
は
独
得
の
想
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然
の
秘
密
が
隠
さ
れ
た
旧
約
と
へ
ブ
ラ
イ
語
、
そ
の
秘
密
を
神
に
教
え
ら
れ
た
へ

プ
ラ
イ
人
の
知
恵
、
そ
れ
に
学
ん
だ
限
り
で
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
知
恵
が
証
拠
に
使
え
る
と
言
う
だ
け
で
、
『
自
然
の
劇
場
』
で
は
こ
れ
以
上
は

(M) 

扱
わ
れ
て
い
な
い
。

(
詳
細
は
『
七
賢
人
の
対
話
』
、
二
・
二

証
拠
と
し
て
使
え
る
も
の
。
ボ
ダ
ン
を
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
、
カ
パ
ラ
神
秘
主
義
者
と
み
る

」
と
の
批
判
、
参
照
。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
の
自
然
学
に
は
超
自
然
が
介
入
し
、
神
の
啓
示
た
る
目
約
H
へ
ブ
ラ
イ
の
伝
統
が
証
拠
と
し
て
使
え
、

そ
の
研
究

目
的
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ
り
、
形
而
上
学
H
神
学
が
流
入
し
、

む
し
ろ
そ
の
下
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
創
造
自
然

観
か
ら
の
論
理
必
然
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
。
ボ
ダ
ン
は
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
宗
教
的
な
自
然
学
こ
そ
真
の
自
然
学
だ
と
提
示
す
る
の
で

あ
る
。ボ

ダ
ン
は
こ
う
し
た
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
の
創
造
自
然
観
を
そ
れ
に
反
す
る
自
然
観
、
何
よ
り
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ
の
伝
統
に
立

つ
自
然
主
義
、
つ
ま
り
自
然
界
必
然
説
、
世
界
永
遠
説
、
そ
の
他
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
ボ
ダ
ン
の
議
論
は
非

常
に
混
乱
し
、
明
ら
か
に
哲
学
的
能
力
に
欠
け
る
所
が
あ
り
、
こ
れ
も
ス
コ
ラ
の
哲
学
者
を
「
腰
昧
で
煩
わ
し
い
議
論
を
付
け
加
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
者
た
ち
」
と
嫌
っ
た
一
因
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
ボ
ダ
ン
の
言
い
た
い

こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
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自
然
界
必
然
説
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
以
下
の
ペ
リ
パ
ト
ス
派
、

ス
ト
ア
と
こ
の
説
を
と
っ
て
い

エ
ピ
ク
ロ
ス
派
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

る
が
、
こ
の
説
は
神
の
自
由
意
志
に
よ
る
世
界
支
配
、

則
を
否
定
し
、

そ
の
支
配
に
お
け
る
神
法
リ
自
然
法
に
従
う
者
に
報
酬
、
従
わ
な
い
者
に
処
罰
の
原

も
っ
て
無
神
論
に
導
く
も
の
だ
と
激
し
く
批
判
す
る
。
こ
の
説
は
ま
ず
経
験
に
反
す
る
。
自
然
界
は
自
然
か
ら
は
ず
れ
た
り
、

何
よ
り
も
自
然
に
反
し
た
現
象
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
で
は
な
い
か
。
自
然
界
は
自
然
の
作
用
以
外
に
、
人
間
の
作
用
、
何
よ
り
も
神
と
そ

の
命
令
を
執
行
す
る
善
霊
・
悪
霊
の
超
自
然
的
作
用
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
で
は
な
い
か
。
理
性
に
も
反
す
る
。
第
一
原
因
が
自
然
必
然
的

に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
無
限
の
能
力
も
第
二
原
因
以
下
全
原
因
に
伝
わ
り
、
有
限
な
存
在
が
無
限
の
能
力
を
持
っ
て
し
ま
い
、

矛
盾
で
あ
る
。
も
し
第
一
原
因
が
必
然
性
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
等
の
も
の
、
下
位
の
も
の
、
自
分
自
身
に
よ
る
強

制
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
よ
り
上
位
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
第
一
原
因
が
最
高
で
あ
っ
て
、
よ
り
上
位
の
も
の
は
あ
り
え
な
い

(
時
)

か
ら
、
矛
盾
で
あ
る
、
と
。

世
界
永
遠
説
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ペ
リ
パ
ト
ス
派
、
ア
キ
ナ
ス
、
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
、
ア
イ
ロ
ン
と
こ
の
説
を
と

っ
て
い
る
が
、
こ
の
説
も
誤
り
で
あ
る
、

と
批
判
す
る
。
第
一
原
園
は
、
先
に
証
明
し
た
よ
う
に
、
自
由
意
志
を
も
っ
て
お
り
、
世
界
の
存

ジャン・ボダンの生涯(五)

在
は
そ
の
自
由
意
志
に
か
か
っ
て
お
り
、
従
っ
て
世
界
は
永
遠
で
は
あ
り
え
な
い
(
ス
カ
リ
ジ
ェ
の
カ
ル
ダ
l
ノ
批
判
に
よ
る
)
。
永
遠
な
も
の
は
先

の
原
岡
も
後
の
原
因
も
持
た
な
い
が
、
世
界
は
第
一
原
因
に
し
て
最
終
目
的
因
と
い
う
始
め
と
終
り
の
原
因
を
も
っ
て
お
り
、
従
っ
て
永
遠

で
は
あ
り
え
な
い
。
宇
宙
内
存
在
、
動
く
存
在
は
有
限
で
質
料
を
も
っ
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
永
遠
で
は
あ
り
え
な
い
。
天
上
界
と
て
同
じ

で
、
動
く
存
在
で
あ
る
以
上
、
運
動
の
目
的
は
休
息
で
£
り
、
終
末
を
迎
え
る
。
そ
れ
に
、
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
を
持
ち
出
し
て
、
神
が

既
に
世
界
の
終
末
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
(
詩
篇
一

O
二
、
イ
ザ
ヤ
六
L
J
f

第
一
起
動
因
に
し
て
最
終
目
的
因
、
あ
る
い
は
原
理
と
し
て
の
神
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
者
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
自
明

で
あ
り
、

そ
れ
は
論
理
的
に
一
つ
で
、
先
の
原
因
も
後
の
原
因
も
持
た
な
い
の
で
永
遠
で
無
限
、
質
料
を
も
た
な
い
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら

北法 37 (5・43) 649 



説

な
い
。
唯
一
の
原
理
た
る
神
が
一
元
的
に
こ
の
世
界
を
創
造
し
、
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
多

く
の
原
理
を
設
定
し
た
り
、
善
悪
二
元
論
に
陥
る
こ
と
は
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
や
レ
オ
・
へ
プ
ラ
エ
ウ
ス
と
い
っ

n
H
V
 

向

h
d

p
h
u
 

aaz 

a
A
-
A
 

た
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
無
限
に
多
く
の
世
界
創
造
説
も
誤
り
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
派
の
二
段
階
創
造
説
、
宇
宙
霊
、
流
出
説
も
誤
り
で
あ
る
、
。巧

d

と
す
る

U

3

法レい

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
四
原
因
論
も
誤
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
形
相
因
、
起
動
因
、
目
的
因
が
同
じ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
内
在
因
と
外

論

在
因
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
さ
れ
て
い
る
。
質
料
因
と
形
相
因
だ
け
が
内
在
因
で
、
起
動
因
と
目
的
因
は
外
在
因
で
あ
っ
て
、
第
一
起
動
因
た
る

神
に
発
す
る
、
宇
宙
の
階
層
秩
序
の
下
降
が
起
動
因
の
系
列
で
、
最
終
目
的
因
た
る
神
に
向
う
上
昇
が
目
的
因
の
系
列
な
の
で
あ
る
。

世
界
成
立
に
関
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
生
成
も
消
滅
も
な
い
と
す
る
説
、
プ
ラ
ト
ン
の
伝
統
の
生
成
説
は
誤
り
で
、
無
か
ら
の
創

造
、
無
化
(
終
末
、
存
在
の
欠
如
)
が
正
し
い
と
す
る
。
世
界
は
第
一
起
動
因
と
し
て
の
神
と
い
う
外
在
因
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
内
在
因
の
生

成
、
消
滅
に
対
応
す
る
外
在
因
が
創
造
、
終
未
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
創
造
は
終
末
と
同
じ
経
過
を
た
ど
る
は
ず
で
、
無
に
帰
す
る
も

の
は
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
は
ず
だ
。
物
を
燃
や
せ
ば
灰
に
な
っ
て
消
滅
す
る
よ
う
に
、
灰
こ
そ
が
第
一
質
料
、
原
子
に
相
異
な
く
、
世
界
は

ま
ず
形
相
を
も
た
な
い
純
粋
質
料
た
る
第
一
質
料
、
原
子
を
質
料
と
し
て
創
造
さ
れ
た
は
ず
だ
、
と
し
た
。

万
物
は
同
じ
質
料
で
造
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
類
に
よ
っ
て
質
料
が
異
な
る
と
か
、
天
上
界
は
永
遠
な
質
料
、

第
五
元
素
(
エ
ー
テ
ル
)
か
ら
な
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
宇
宙
は
階
層
秩
序
を
な
す
が
、

そ
れ
は
形
相
が
異
な
る
だ
け
で
、
質
料
は
同

へ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
し
て
、
火
と
水
の
互
換
し
な
い
元
素
か
ら
な
る
の
で
あ
り
、
第
五
元
素

(
泣
)

な
ど
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
う
し
た
自
然
の
秘
密
に
無
知
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る
。

じ
な
の
で
あ
る
。
天
上
界
は
旧
約
百
エ
ズ
ラ
八
)
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
運
動
、
場
所
、
時
間
に
つ
い
て
「
可
能
的
な
も
の
の
現
実
態
L

と
か
、
い
つ
も
の
意
味
不
明
な
定
義
を
与

え
て
い
る
と
批
判
し
、
運
動
は
「
動
く
も
の
に
働
く
動
か
す
も
の
の
作
用
」
で
あ
り
、
場
所
と
時
聞
は
位
置
と
運
動
の
秤
だ
と
す
ん
や
)

最
後
に
、



調
和
の
宇
宙

(
1
)
月
下
界
(
無
生
物
)

二
・

l

四
元
素
と
気
象
論

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
同
様
、
四
元
素
が
自
然
的
物
体
の
基
体
、
つ
ま
り
合
成
物
体
の
構
成
要
素
を
な
す
単
純
物
体
で

あ
り
、
無
生
物
の
元
素
や
不
安
定
な
元
素
構
成
物
が
織
り
な
す
現
象
が
気
象
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

を
批
判
し
、
経
験
と
理
性
、
そ
れ
に
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
、
及
び
寸
へ
プ
ラ
イ
人
の
知
恵
L

に
学
ん
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
前
の
、
ギ
リ
シ
ア
人

ボ
ダ
ン
に
お
い
て
も
、

の
知
恵
に
よ
っ
て
自
ら
の
説
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。

四
元
素
が
自
然
的
物
体
の
基
体
で
あ
る
こ
と
は
、
合
成
物
は
そ
れ
を
構
成
す
る
も
の
に
分
解
す
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
木
を
燃
や
せ
ば
、

火
の
炎
、
水
の
水
蒸
気
、
空
気
の
煙
、
土
の
灰
に
分
解
す
る
よ
う
に
、
否
定
で
き
な
い
事
実
だ
と
し
た
。
ま
た
、
四
元
素
は
そ
の
軽
重
に
よ

っ
て
各
々
の
場
所
を
占
め
、
火
層
は
高
音
・
二
、
空
気
層
は
中
間
音
・
三
、
水
層
は
中
間
音
・
四
、
土
層
は
低
音
・
六
の
四
声
合
唱
で
、
火

と
水
、
空
気
と
土
が
八
度
(
一
対
二
)
、
火
と
空
気
、
水
と
土
が
五
度
(
一
一
対
一
二
)
、
空
気
と
水
が
四
度
(
三
対
四
)
の
調
和
を
な
し
て
い
る
と
し
た
。

そ
れ
程
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
炎
は
火
に
よ
っ
て
燃
え
る
油
性
の
煙
で
あ
っ
て
火
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
煙
は
い
く
ら

し
か
し
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

熱
し
て
も
炎
に
は
な
ら
な
い
空
気
と
は
違
う
も
の
で
あ
り
、
土
と
灰
に
至
つ
て
は
、
極
度
の
重
量
比
、
肥
沃
と
不
毛
と
対
立
し
た
も
の
で
あ

り
、
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ボ
ダ
ン
に
あ
っ
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
最
下
層
を
占
め
る
の
は
水
層
で
、
そ
の
上
に
土
層
が
浮

い
て
い
る
の
で
あ
り
、
蒸
発
物
は
す
べ
て
空
気
層
、

そ
れ
も
地
上
二
、
二
一
ロ

i
マ
里
〔
三
、
四
回
〕
よ
り
上
に
は
昇
っ
て
ゆ
か
な
い
の
で
、
火

層
は
な
い
。
そ
れ
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
金
属
に
関
し
て
は
四
元
素
説
を
否
定
す
る
所
ま
で
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
代
り
う
る
よ
う
な

四
元
素
説
を
主
張
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
ボ
ダ
ン
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
も
四
元
素
説
を
徹
底
し
、

体
系
的
理
論
を
も
っ
て
い
な
い
以
上
、

天
上
界
の
第
五
元
素
(
エ
ー
テ
ル
)
を
否
定
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
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説

ボ
ダ
ン
は
元
素
の
捉
え
方
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
批
判
し
た
。
第
一
質
料
に
温
・
冷
、
乾
・
湿
の
性
質
の
形
相
が
結
合
し
た
も

の
(
温
・
乾
が
火
、
温
・
湿
が
空
気
、
冷
・
湿
が
水
、
冷
・
乾
が
土
)
と
捉
え
る
こ
と
を
批
判
し
、
元
素
は
こ
の
土
、
こ
の
水
・
:
と
言
え
る
実
体
で
あ

そ
れ
に
、

三A
員同

り
、
従
っ
て
そ
れ
自
体
で
質
料
、
形
相
、
偶
有
を
も
っ
と
主
張
す
る
。
先
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
説
は
形
相
と
偶
有
た
る
性
質
を
混
同
し
、

も
っ
て
元
素
聞
の
転
換
と
性
質
の
変
化
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
四
元
素
は
す
べ
て
円
環
的
に
互
換
す
る
も
の
で
は
な
く
、
土
は
ど

れ
と
も
互
換
せ
ず
、
火
と
水
は
互
換
せ
ず
、
水
と
空
気
、
空
気
と
火
も
そ
れ
自
体
で
は
互
換
せ
ず
、
水
蒸
気
、
油
性
の
蒸
発
物
と
い
う
中
間

物
を
媒
介
に
し
て
し
か
互
換
し
な
い
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
そ
れ
に
基
づ
く
錬
金
術
師
の
、
性
質
や
状
態
で
し
か
な
い
元
素
論
の
暖

昧
さ
に
対
す
る
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
説
は
空
気
の
性
質
を
誤
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
空
気
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が

言
う
よ
う
に
、
動
け
ば
動
く
程
冷
で
あ
り
、
水
蒸
気
が
空
気
層
で
冷
や
さ
れ
て
雲
に
な
り
、
雨
、
雪
、
署
と
な
る
こ
と
、
川
や
池
の
水
が
空

気
に
接
す
る
表
面
だ
け
氷
る
こ
と
か
ら
、
空
気
の
基
本
的
性
質
は
冷
だ
と
し
た
。
彼
は
四
元
素
の
基
本
的
性
質
を
、
火
を
温
、
空
気
を
冷
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
能
動
、
受
動
説
を
批
判
し
て
、
温
・
湿
が
消
滅
・
腐
敗
、
乾
・
冷
が
生
成
・
保
存
で
調
和
を

と水
つ を
て湿
し当 、

る土
とを
し乾

な85

風
に
関
し
て
は
、
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
批
判
し
た
空
気
の
運
動
と
い
う
「
最
も
古
い
」
説
に
戻
り
、
風
を
蒸
発
物
に
よ
る
と
す

る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
を
批
判
し
て
、
風
に
は
二
種
類
あ
る
と
主
張
す
る
。
太
陽
の
作
用
に
よ
る
「
自
然
な
」
寸
通
常
の
」
風
と
悪
魔
に
よ

る
「
急
激
な
」
「
自
然
に
反
し
た
」
「
非
通
常
」

の
風
で
あ
る
。
自
然
な
風
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
体
験
や
船
乗
り
に
聞
い
た
こ
と
、

ア
ル
ヴ

ァ
レ
ス
の
『
エ
チ
オ
ピ
ア
誌
』
や
ヴ
ア
ル
デ
ス
の
『
イ
ン
ド
誌
』
に
よ
っ
て
ア
ル
プ
ス
以
北
と
ア
フ
リ
カ
、
「
西
イ
ン
ド
L

の
事
例
を
付
げ
加

え
て
い
る
が
、
基
本
的
に
ギ
リ
シ
ア
の
知
識
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
天
候
や
凶
作
を
占
う
伝
統
的
な
占
星
術
は
、
風
が
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ

ス
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
対
応
で
、
潮
が
月
の
支
配
下
に
あ
る
よ
う
に
、
太
陽
の
支
配
下
に
だ
け
あ
る
も
の
で
、
そ
の
他
の
惑
星
も
恒
星
も

関
係
な
い
と
し
て
、
否
定
し
た
(
占
星
術
に
関
す
る
詳
細
は
後
述
)
。
し
か
し
、
彼
の
最
大
の
関
心
は
悪
魔
に
よ
る
風
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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激
し
い
嵐
や
台
風
、
龍
巻
が
蒸
発
物
に
よ
る
な
ど
と
考
え
る
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
自
然
に
反
し
た
禍
で
あ
り
、

従
っ
て
悪
魔
の
作
用
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
事
実
、
キ
レ
ナ
イ
カ
の
岩
に
触
れ
た
り
、
ダ
ル
マ
チ
ア
の
洞
窟
に
石
を
投
げ
た
り
、

ネ
l
山
中
の
湖
に
石
を
投
げ
た
り
、
モ
ン

H
サ
コ
ン
の
聖
堂
の
石
を
動
か
し
た
り
、

エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
を
海
外
に
持
ち
出
そ
う
と
す
る
と

(
灯
)

と
し
た
。

嵐
に
な
る
こ
と
は
長
年
の
経
験
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
悪
魔
に
よ
る
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
、

地
震
に
関
し
て
は
、
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
、
土
中
に
入
っ
た
風
(
空
気
)
や
蒸
発
物
に
よ
る
と
い
う
説
を
批
判
す
る
。
軽
く
て

上
昇
す
る
空
気
や
蒸
発
物
が
土
中
に
入
る
と
い
う
こ
と
自
体
お
か
し
い
し
、
た
と
え
入
っ
て
も
、
閉
じ
込
め
ら
れ
も
し
な
い
の
で
爆
発
も
せ

ず
、
空
虚
の
逃
亡
に
あ
っ
て
も
希
薄
化
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
地
震
は
大
地
殻
変
動
を
伴
っ
た
り
(
ア
メ
ル
バ
ッ
ハ
や
駐
ス
イ
ス
大
使
が
報

告
し
て
い
る
一
五
六
一
年
の
ス
イ
ス
の
地
震
)
、
広
範
な
範
囲
で
起
る
の
で
あ
り
ご
五
四
五
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
地
震
や
八
O
年
の
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス

の
地
震
)
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
に
反
す
る
。
そ
こ
で
、
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
批
判
し
た
デ
モ
ク
リ
ト
ス
説
に
戻
り
、
地
震
は
水

に
よ
る
と
し
た
l
ボ
ダ
ン
に
お
い
て
は
、
大
地
は
海
水
中
に
浮
い
て
い
る
l
。
そ
の
根
拠
は
、
彼
の
友
人
ニ
コ
ラ
・
ド
・
リ

l
ヴ
ル
が
翻
訳
・

紹
介
し
た
一
五
七
三
年
の
フ
エ
ラ

l
ラ
の
地
震
の
際
に
、
町
が
水
浸
し
に
な
っ
た
こ
と
!
こ
れ
は
水
鉄
砲
の
よ
う
な
現
象
で
あ
る
|
、
そ
れ

ジャン・ボダンの生涯(五)

に
一
五
八

O
年
の
地
震
の
際
に
、
風
も
な
い
の
に
海
も
揺
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
だ
け
で
は
大
地
殻
変
動
を
伴
う
地
震
の
説
明
は

で
き
ず
、
悪
魔
が
登
場
し
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
「
自
然
魔
術
の
ペ
ス
ト
L

を
批
判
す
ん
い
)

大
地
と
海
水
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ボ
ダ
ン
は
大
地
が
地
球
の
中
心
を
占
め
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
を
批
判
し
、
船
の
よ
う
に

海
水
中
に
浮
い
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
旧
約
(
詩
篇
二
四
、
伝
道
て
ロ
エ
ズ
ラ
六
)
と
ア
イ
ロ
ン
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
、
及
び

そ
れ
に
学
ん
だ
タ
レ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
そ
れ
に
セ
ネ
カ
、
ア
グ
リ
コ
ラ
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
理
性
と
経
験
に
よ

っ
て
証
明
で
き
る
と
主
張
す
る
。
も
し
重
い
も
の
が
必
ず
底
ま
で
沈
み
、
大
地
が
地
球
の
中
心
を
占
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
地
は
海
水
よ
り

も
、
重
い
も
の
程
密
で
量
が
少
な
い
の
で
、
且
一
星
が
少
な
い
は
ず
で
、
海
中
に
没
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
青
銅
の
皿
が
水
に
浮
き
、

ピ
レ
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説

卵
が
塩
水
中
に
浮
く
よ
う
に
、
必
ず
し
も
重
い
も
の
が
底
ま
で
沈
む
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
程
重
さ
に
差
の
な
い
土
と
海
水
の
場

論

合
に
は
特
に
そ
う
で
あ
ろ
う
(
彼
が
商
人
の
使
う
正
確
な
秤
で
計
っ
た
同
量
の
重
さ
は
乾
燥
土
九
二
に
対
し
海
水
九
O
(塩一

O
六
、
淡
水
七
四
、
灰
七
二
)
で

あ
っ
た
)
。
事
実
、
大
洋
に
出
る
と
錨
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
、
デ
ロ
ス
島
や
そ
の
他
の
島
が
移
動
す
る
こ
と
(
こ
れ
ら
の
島
が
、
巨
大
な
た
め
に
動

か
な
い
大
陸
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
ろ
う
)
、

サ
ラ
ミ
ス
や
そ
の
他
の
島
が
海
中
に
没
し
た
こ
と
さ
れ
は
神
の
処
罰
で
あ
る
)
、

カ
ス
ピ
海
と

黒
海
が
地
底
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
大
地
が
海
中
に
浮
い
て
い
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
て
い
る
。
ま
た
、
大
地
が
海
中

に
浮
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
川
や
泉
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
川
や
泉
の
、
明
ら
か
に
雨
や
雪
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
大
量
の
水
を

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
土
中
の
空
気
か
ら
の
生
成
と
す
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
り
、
海
水
が
大
地
の
重
さ
に
押
さ
れ
、
土
で
漉

過
さ
れ
て
淡
水
に
な
っ
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
地
が
海
中
に
没
し
て
い
る
部
分
は
、
大
陸
棚
、
が
最
も
深
い
所
で
四
ス
タ
デ
ィ

オ
ン
〔
約
七
四
一

m
〕
程
で
、
最
も
高
い
山
が
二
八
ス
タ
デ
ィ
オ
ン
〔
約
五
一
八
六

m
〕
程
な
の
で
、
大
地
の
七
分
の
一
〔
八
分
の
一
だ
が
〕
で
あ

り
、
旧
約
百
エ
ズ
ラ
六
)
に
隠
さ
れ
て
い
る
自
然
の
秘
密
も
そ
れ
を
教
え
て
い
る
。
ボ
ダ
ン
は
大
地
を
も
常
に
沈
没
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
船

の
よ
う
に
不
安
定
化
し
、
そ
こ
に
神
の
御
手
を
見
な
け
れ
ば
心
安
ら
が
な
か
っ
た
。

海
水
の
塩
分
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
太
陽
熱
に
よ
る
水
分
の
蒸
発
や
土
の
微
細
な
蒸
発
物
の
混
入
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
を
批
判

し
、
こ
の
説
で
は
川
や
湖
の
淡
水
も
海
水
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
で
も
誤
り
は
明
白
だ
と
し
て
、
こ
う
主
張
す
る
。
神
は
万
物
を

腐
敗
か
ら
守
る
た
め
に
塩
分
を
与
え
て
創
造
し
た
の
で
あ
り
、
水
の
起
源
は
海
水
で
あ
っ
て
、
淡
水
は
海
水
が
地
表
に
出
る
ま
で
に
土
で
穂

過
さ
れ
た
も
の
、
温
泉
や
熱
泉
は
そ
の
過
程
で
金
属
の
塩
を
吸
い
、
激
し
い
運
動
に
よ
っ
て
熱
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

水
蒸
気
に
関
し
た
現
象
で
は
、
こ
う
論
ず
る
。
水
蒸
気
、

そ
れ
に
煤
状
の
蒸
発
物
が
空
気
層
の
上
部
雲
が
高
い
山
よ
り
も
低
い
こ
と
か

ら
、
地
上
二
、
三
ロ

i
マ
里
〔
二
一
、
四
回
〕
ま
で
と
す
る
1

で
冷
や
さ
れ
て
雲
に
な
り
、
水
と
な
っ
て
落
ち
る
の
が
雨
、
軽
く
氷
っ
た
泡
と
な

る
と
雪
、
固
く
凝
固
す
る
と
電
で
あ
る
。
冬
よ
り
も
夏
、
果
、
い
地
方
よ
り
も
暑
い
地
方
に
震
が
よ
く
降
る
理
由
と
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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ス
の
説
、
熱
い
も
の
程
急
速
に
凍
結
す
る
の
で
あ
り
、
者
は
熱
い
雲
に
よ
る
と
い
う
説
を
馬
鹿
げ
た
こ
と
と
批
判
し
、
夏
・
暑
い
地
方
は
冬
・

寒
い
地
方
と
反
対
に
地
表
が
暑
く
、
上
空
が
冷
に
な
る
こ
と
に
よ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
水
蒸
気
が
上
昇
し
て
雲
に
な
ら
ず
、
拡
散
し
た
の

が
霧
、
露
、
霜
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
も
自
然
に
反
し
た
現
象
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
霜
が
植
物
を
焼
く
の
は
、

よ
り
冷
の

雪
や
氷
で
凍
結
し
て
も
焼
け
な
い
の
に
、
自
然
に
反
し
て
お
り
、
そ
の
原
因
は
「
神
の
秘
密
の
宝
庫
に
隠
さ
れ
て
い
る
」
(
詩
篇
一
四
七
)
。
そ

も
そ
も
冬
に
育
つ
作
物
自
体
、
神
が
自
然
法
に
反
し
た
も
の
を
造
り
、
も
っ
て
自
ら
が
自
然
法
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
人
類

に
称
賛
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
雷
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
で
は
雲
の
破
裂
、
発
火
と
さ
れ
る
が
、
空
気
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と

は
あ
り
え
な
い
の
で
爆
発
す
る
は
ず
が
な
く
、
雷
は
墓
地
や
沼
地
、
刑
場
、
海
や
船
首
に
出
る
火
の
玉
と
同
様
に
、
自
然
に
反
し
た
、
悪
魔

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
雷
が
落
ち
た
場
所
は
硫
黄
の
臭
い
が
す
る
。
大
洪
水
は
水
蒸
気
だ
け
で
は
説
明
で
き
や
す
、
ノ
ア
や
予
言

者
エ
リ
ヤ
の
例
か
ら
解
る
よ
う
に
、
神
が
水
晶
天
の
水
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
ら
)

琴
星
に
つ
い
て
は
、
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
、
乾
・
温
の
蒸
発
物
が
火
界
で
発
火
し
た
も
の
と
い
う
説
を
馬
鹿
げ
た
こ
と
と
断

固
否
定
し
た
。
そ
れ
は
蒸
発
物
が
二
、
三
ロ

l
マ
里
以
上
に
は
上
昇
し
な
い
こ
と
だ
け
か
ら
も
明
白
だ
と
し
た
。
し
か
し
、

一
回
世
紀
以
来

の
、
特
に
彼
自
身
も
見
た
一
五
五
六
年
、
七
二
年
、

七
七
年
の
琴
星
の
観
測
を
集
め
て
も
、
形
も
、
大
き
さ
も
、
高
さ
も
、
速
さ
も
、
向
う

ジャン・ボダンの生涯(五)

方
向
も
ま
ち
ま
ち
な
菩
星
を
ど
う
扱
え
ば
い
い
の
か
困
惑
し
、
誤
っ
た
臆
説
を
述
べ
る
よ
り
は
無
知
を
表
明
し
た
方
が
良
い
と
し
、
解
ら
な

い
と
告
白
し
た
。
た
だ
、
禍
の
告
知
者
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
、
伝
統
的
な
占
星
術
や
終
末
論
に
関
連
づ
け
る
こ
と
は
否
定
し
た
が
、
古
代

以
来
の
経
験
か
ら
も
そ
れ
は
確
か
だ
と
し
た
。
そ
れ
に
、
カ
シ
オ
ペ
ア
座
の
右
手
に
輝
や
き
続
け
た
七
二
年
の
琴
星
に
関
し
て
、
視
差
が
な

く
新
星
だ
と
す
る
説
を
批
判
し
た
が
(
恒
星
な
ら
消
え
な
い
は
ず
だ
)
、
視
差
は
観
測
の
誤
差
や
器
具
の
不
備
に
よ
っ
て
金
星
あ
た
り
か
ら
あ
や
し

く
な
る
と
し
、
月
の
天
よ
り
そ
れ
程
遠
く
な
い
上
だ
と
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
テ
イ
コ
・
ブ
ラ

l
エ
が
や
っ
た
よ
う
に
、
天
球
の
存
在
を
否

定
す
る
も
の
だ
が
、
ボ
ダ
ン
は
水
晶
天
か
ら
落
ち
て
く
る
洪
水
同
様
、
気
に
し
な
か
っ
た
。
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石
と
金
属

安
定
し
た
元
素
構
成
物
の
な
か
で
無
生
物
の
位
置
、

二
・

2

つ
ま
り
最
下
位
を
占
め
る
の
が
石
と
金
属
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ボ
ダ
ン
は
先
ず
、
生

論

成
論
し
か
扱
っ
て
い
な
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
、
石
は
乾
の
蒸
発
物
、
金
属
は
湿
の
蒸
発
物
か
ら
生
成
す
る
と
い
う
説
を
批
判
す
る
。
石

や
金
属
と
い
う
重
く
て
、
水
中
や
土
中
で
生
成
す
る
も
の
が
、
軽
く
て
上
昇
す
る
蒸
発
物
か
ら
生
成
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と

で
あ
る
。
経
験
か
ら
し
て
、
石
は
土
や
水
、
動
植
物
の
死
体
な
ど
か
ら
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
が
水
中
で
転
が
る
う
ち
に
砂
や
小
石
に

な
る
こ
と
、
彼
自
身
木
が
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
熱
泉
の
な
か
で
石
化
す
る
の
を
見
た
こ
と
、
ア
グ
リ
コ
ラ
、
マ
チ
オ
リ
の
化
石
の
報
告
、
そ
れ

に
水
晶
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
透
明
の
水
が
永
年
の
凍
結
に
よ
っ
て
石
化
し
た
も
の
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
金
属
は
、

錬
金
術
師
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
く
ら
炉
の
な
か
で
熱
し
て
も
蒸
発
物
に
は
な
ら
ず
、
溶
解
す
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
|
こ
れ
は
金
属

が
硫
黄
と
水
銀
か
ら
な
る
と
い
う
彼
ら
の
主
張
が
欺
臓
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
し
て
い
る

l
、
四
元
素
中
最
も
重
い
土
と
も
極
度
の
重
量

差
が
あ
る
こ
と
か
ら
(
同
量
の
重
量
比
は
土
二
二
五
に
対
し
、
金
一
五
五
一
、
水
銀
一
一
五
八
、
鉛
九
九
八
、
銀
九
二
九
、
青
銅
七
二
九
、
鉄
六
三
四
、
錫
六
O

O
)
、
金
属
は
蒸
発
物
か
ら
で
な
い
ば
か
り
か
、
土
や
水
か
ら
生
成
し
た
も
の
で
も
な
い
と
し
た
。
こ
れ
は
金
属
に
関
し
て
四
元
素
説
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
余
り
気
に
し
な
か
っ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
に
錬
金
術
師
を
使
っ
た
が
、
ボ
ダ
ン
の
立
場
は
錬
金
術
・
魔
術
的
立
場
と
は
対
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
錬
金
術
は

否
定
し
た
。
石
・
金
属
が
生
物
、
つ
ま
り
霊
魂
を
も
つ
こ
と
、
金
属
が
七
種
で
惑
星
に
対
応
す
る
こ
と
、
金
属
が
硫
黄
と
水
銀
か
ら
な
り
、

互
い
に
変
成
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
否
定
し
た
。
石
・
金
属
は
磁
石
で
も
無
生
物
で
あ
り
、
金
属
は
六
種
で
、
神
法
(
民
数
三
こ
で

も
そ
う
さ
れ
て
お
り
、
変
成
は
劣
化
さ
せ
て
い
る
、
お
そ
ら
く
色
だ
け
似
た
ガ
ラ
ス
に
劣
化
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
は
「
事
物
の
判
定
者
た
る
経
験
」
を
強
調
し
、
錬
金
術
師
以
外
に
も
金
銀
細
工
師
や
鍛
冶
屋
か
ら
学
ん
だ
こ
と
も
入
れ
て
い
る
が
、

つ
ま
り
、
古
典
古
代
に
様
々
に
呼
ば
れ
て
い
る
石
・
金
属
を
確
認
・
区
別
し
、

彼
の
主
た
る
関
心
は
ユ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。



分
類
し
、
マ
チ
オ
リ
の
デ
ィ
オ
ス
コ
リ
デ
ス
注
解
を
権
威
に
し
た
薬
剤
と
し
て
の
効
能
を
説
明
し
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
に
よ
る
隠
さ
れ
た
力
の
説

明
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
、
磁
石
と
石
・
金
属
の
隠
さ
れ
た
力
を
ど
う
扱
っ
た
か
見
ょ
う
。

磁
石
に
関
し
て
は
、

ボ
ダ
ン
は
磁
石
が
に
ん
に
く
を
こ
す
り
つ
け
た
り
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
側
に
置
く
と
鉄
を
引
き
つ
け
な
い
と
か
、
デ

イ
ノ
ク
ラ
テ
ス
が
建
て
た
と
い
う
磁
石
の
神
殿
や
モ
ハ
メ
ッ
ド
の
そ
う
し
た
俗
説
は
経
験
に
よ
っ
て
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
磁
針
や
磁

石
を
木
片
に
乗
せ
て
、
水
を
入
れ
た
容
器
に
浮
か
べ
て
実
験
し
た
。
そ
の
結
果
、
偏
角
(
極
と
の
ず
れ
)
が
一
二
度
三

O
分
も
東
側
に
ず
れ
て
し

ま
い
、
こ
れ
は
北
極
星
の
第
八
恒
星
天
の
震
動
に
よ
る
ず
れ
(
最
大
四
度
)
よ
り
も
大
き
く
、
ま
た
航
海
者
に
よ
れ
ば
偏
角
が
場
所
に
よ
っ
て

異
な
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
が
、
結
局
実
験
は
混
乱
を
増
す
ば
か
り
で
、
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
。
ま
た
、
磁
石
が
鉄
を
引
き
つ
け
る

理
由
と
し
て
、
類
似
や
空
気
の
媒
介
と
い
っ
た
説
は
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
磁
石
が
蒸
発
物
も
発
せ
ず
、
摩
擦
熱
も
関
係
な
い
こ
と
か
ら
、

霊
魂
説
、
友
好
説
を
考
慮
し
た
。
確
か
に
磁
石
は
生
物
の
よ
う
に
老
化
・
死
亡
す
る
(
時
と
と
も
に
そ
の
力
を
失
っ
て
ゆ
く
し
、
ハ
ン
マ
ー
で
た
た
く

つ
ま
り
霊
魂
を
も
つ
こ
と
を
認
め
な
い
以
上
、
こ
の
説
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
そ
の
カ
を
失
う
)
と
し
た
が
、
し
か
し
生
物
、

彼
は
そ
の
直
前
で
否
定
し
た
蒸
発
物
説
を
と
り
、
涯
青
が
そ
の
蒸
発
物
に
よ
っ
て
火
を
呼
ぶ
よ
う
に
、
磁
石
も
そ
の
蒸
発
物
に
よ
っ
て
鉄
を

(
お
}

引
き
つ
け
る
と
こ
じ
つ
け
た
。

ジャン・ボダンの生涯(五)

石
・
金
属
の
隠
さ
れ
た
力
に
関
し
て
は
、

ボ
ダ
ン
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
魔
よ
け
、

ヒ
ヤ
シ
ン
ス
石
が
雷
よ
け
の
力
を
も
っ
と
か
、
宝
石
で

貞
節
を
判
定
で
き
る
と
か
、
金
の
粉
末
を
飲
む
と
長
命
に
な
る
と
い
っ
た
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
伝
統
的
な
説
は
否
定
し
た
。
し
か
し
、
旧
約
H
へ

プ
ラ
イ
の
権
威
と
古
代
か
ら
の
長
年
の
経
験
に
基
づ
く
こ
と
は
肯
定
し
た
。
ヒ
ス
イ
は
そ
の
へ
ブ
ラ
イ
語
の
意
味
か
ら
し
て
夢
を
見
さ
せ
る

力
を
も
ち
、
鷲
石
は
古
代
か
ら
の
長
年
の
経
験
か
ら
し
て
泥
棒
を
見
分
け
る
力
を
も
ち
(
そ
の
粉
末
を
混
ぜ
た
パ
ン
三
個
で
泥
棒
に
自
白
さ
せ
る

法
)
、
宝
石
は
か
つ
て
へ
ブ
ラ
イ
人
が
や
っ
た
よ
う
に
明
る
く
な
る
か
暗
く
な
る
か
で
将
来
を
予
測
で
き
、
青
銅
は
そ
の
へ
ブ
ラ
イ
語
が
蛇
も

意
味
す
る
こ
と
か
ら
蛇
の
噛
み
傷
に
効
く
と
し
た
。
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説

以
上
が
石
と
金
属
で
あ
り
、
無
生
物
の
石
と
金
属
を
生
物
の
植
物
に
つ
な
ぐ
中
間
物
と
し
て
珊
瑚
と
「
銀
の
木
」
が
あ
る
。

論

調
和
の
宇
宙

(
2
)
月
下
界
(
生
物
)

三
・

1

植
物

生
物
界
で
最
下
位
の
位
置
を
占
め
、
栄
養
能
力
し
か
な
い
生
物
が
植
物
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
彼
が
見
聞
し
た
ア
ル
プ
ス
以
北
の
植
物
、
当

時
盛
ん
に
植
物
園
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
新
大
陸
の
植
物
の
知
識
を
付
け
加
え
、
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ゥ
ス
を
批
判
し
て
も
い
る
が
、
専
ら
テ
オ
フ

ラ
ス
ト
ウ
ス
と
デ
イ
オ
ス
コ
リ
デ
ス
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
き
さ
、
生
成
の
仕
方
、
状
況
(
場
所
、
時
間
、
天
候
、
人
間
に
よ
る
作
用
)

と
い
う
三
つ
の
大
き
な
分
類
の
下
に
、
更
に
分
類
を
し
な
が
ら
説
明
し
て
ゆ
く
が
、
彼
の
説
明
は
あ
ま
り
詳
し
く
は
な
く
、
専
ら
彼
の
旧
約
H

へ
プ
ラ
イ
主
義
の
自
然
観
を
例
証
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
幾
つ
か
の
事
例
を
見
る
だ
け
に
と
ど
め
よ
う
。
こ
う
い
っ
た

調
子
で
あ
る
。

人
間
の
食
用
に
な
る
植
物
の
多
く
が
栽
培
な
し
に
は
育
た
な
い
の
は
、
「
最
も
械
れ
な
き
術
」
た
る
農
業
に
よ
っ
て
人
聞
が
倣
慢
に
な
る
の

を
防
ぎ
、
神
に
感
謝
し
、
存
在
目
的
た
る
神
の
膜
想
に
向
う
よ
う
に
す
る
た
め
の
神
の
配
慮
で
あ
訟

盤
果
・
樹
脂
樹
は
そ
の
樹
脂
に
よ
っ
て
腐
敗
や
虫
か
ら
守
ら
れ
る
が
、
特
に
オ
リ

i
ヴ
の
木
が
そ
う
で
、
自
然
の
秘
密
に
通
じ
た
ソ
ロ
モ

ン
が
オ
リ

l
ヴ
の
木
を
神
殿
に
使
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ゥ
ス
は
植
物
に
は
塩
味
は
な
く
、
塩
は
植
物
の
敵
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。
万
物
は
海
か
ら

生
じ
た
の
で
あ
り
、
塩
こ
そ
万
物
を
腐
敗
か
ら
守
る
の
で
あ
り
、
塩
の
欠
乏
を
補
う
シ
ダ
や
サ
ル
ビ
ア
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
植
物
が
地

の
塩
に
守
ら
れ
、
塩
味
を
基
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ツ
ボ
や
ヘ
ン
ル
ー
ダ
が
解
毒
や
伝
染
病
に
効
き
、
悪
魔
や
魔
女
よ
け
の
効
果
が

あ
る
の
も
万
物
を
腐
敗
か
ら
守
る
そ
の
塩
に
あ
る
。
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人
聞
は
花
や
果
実
の
品
種
改
良
を
企
て
て
い
る
が
、
こ
れ
は
動
物
に
関
し
て
と
同
じ
く
、
明
白
な
神
法
・
自
然
法
(
レ
ビ
一
九
、
申
命
一
二
一
)

違
反
で
あ
る
。

イ
ヌ
ホ
ウ
ズ
キ
、

マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
な
ど
は
有
毒
植
物
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
適
量
に
と
れ
ば
薬
で
あ
り
、
本

ケ
シ
、

オ
オ
ウ
イ
キ
ョ
ウ
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

来
的
な
有
毒
植
物
な
ど
な
く
、
被
造
物
が
す
べ
て
善
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
解
毒
と
し
て
ト
ウ
ダ
イ
草
、
ト
ラ
ノ
オ
な
ど

が
あ
る
の
は
神
の
測
り
難
い
知
恵
の
証
拠
で
あ
る
。

以
上
が
植
物
で
あ
り
、
そ
し
て
植
物
を
動
物
に
つ
な
ぐ
中
間
物
が
植
虫
類
で
あ
る
。
カ
イ
メ
ン
、
カ
キ
、
イ
ガ
イ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人

が
「
ク
ラ
ク
・
ギ

l
ズ
」
と
呼
ぶ
、
小
さ
な
鷲
鳥
を
生
む
貝
、
そ
れ
に
「
西
イ
ン
ド
L

の
オ
ジ
ギ
ソ
ウ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
植
虫
類
は
植
物
と

同
じ
く
根
か
ら
栄
養
を
吸
収
し
な
が
ら
、
動
物
と
同
じ
く
感
覚
と
運
動
能
力
を
も
っ
中
間
物
で
あ
る
、
と
し
た
。

三
・

2

動
物

動
物
は
植
物
の
栄
養
能
力
に
加
え
て
、
感
覚
能
力
、
運
動
能
力
を
も
っ
生
物
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
動
物
学
書
と
プ
リ

ニ
ウ
ス
の
『
自
然
誌
』
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
ア
ル
プ
ス
以
北
や
新
大
陸
の
動
物
の
知
識
を
付
け
加
え
、
経
験
や
旧
約
に
基
づ
い
て
彼
ら
の

説
を
修
正
し
た
り
、
混
乱
さ
せ
な
が
ら
、
何
よ
り
も
彼
の
旧
約
リ
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
自
然
観
が
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
こ
と
を
例
証
し
よ
う
と

す
る
。
彼
は
若
い
時
に
オ
ピ
ア
ノ
ス
の
『
狩
り
』
を
翻
訳
し
て
以
来
、
動
物
誌
に
非
常
な
関
心
を
も
ち
続
け
、
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
先
ず

彼
が
立
て
た
分
類
を
図
示
し
、
順
を
追
っ
て
説
明
し
て
ゆ
こ
う
(
但
し
、
動
物
名
は
解
ら
な
い
も
の
が
か
な
り
あ
る
)
。
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説

「
小
虫
類
一
ウ
ジ
、
動
物
体
外
寄
生
の
ノ
ミ
、
シ
ラ
ミ
、
体
内
寄
生
の
腸
虫
、
廻
虫
等
無
数

虫
類
{
毛
虫
類
一
ケ
ム
シ
、
カ
イ
コ
等
無
数

-

r

昆
虫
類
一
コ
ガ
ネ
ム
シ
、
ハ
エ
、
イ
ナ
ゴ
、
チ
ョ
ウ
、
ハ
チ
、
ア
メ
リ
カ
の
「
光
る
コ
ガ
ネ
ム
シ
」
等
無
数

陸
棲
{一

蜘
妹
類
一
ク
モ
、
サ
ソ
リ
、
ム
カ
デ
等

戸
蛇
類
一
ト
カ
ゲ
、
カ
メ
レ
オ
ン
、
多
様
な
へ
ビ
、
大
蛇
、
イ
ン
ド
の
コ
プ
ラ
等
毒
へ
ビ
、
パ
ジ
リ

無
血
一
両
棲
一
蛙
類
一
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
ア
マ
ガ
エ
ル
、
食
用
ガ
エ
ル

一
「
虫
類
一
海
ケ
ム
シ
、
海
パ
ェ
、
海
ミ
ミ
ズ
、
ウ
ニ
、
ヒ
ト
デ
等

戸
水
棲
{
貝
類
一
カ
キ
、
マ
テ
貝
な
ど
の
貝
殻
に
固
定
し
た
貝
類
と
巻
貝
、
貝
蛸
な
ど
の
固
定
し
な
い
貝
類

「
甲
殻
類
一
カ
ニ
、
ェ
ビ
、
シ
ャ
コ
等

「
鱗
魚
類
一
最
も
美
味
の
サ
ケ
・
マ
ス
類
を
筆
頭
に
多
種
多
様

一
「
背
椋
魚
類
一
シ
ャ
チ
、
ネ
ズ
ミ
イ
ヵ
、
ト
ビ
エ
イ
、
シ
ビ
レ
ナ
マ
ズ
等

一
練
魚
類
(

一
戸
腹
糠
魚
類
一
オ
コ
ゼ
、
ホ
ウ
ボ
ウ
、
キ
ュ
ウ
リ
ウ
オ
等

一
「
平
滑
魚
類
一
カ
レ
イ
、
ヒ
ラ
メ
等

「
魚
類
一
一
滑
魚
類
(
長
滑
魚
類
一
海
へ
ビ
、
ウ
ツ
ボ
等

一

一

r

墨
滑
魚
類
一
イ
ヵ
、
タ
カ
等

一

一

「

卵

生

大

魚

類

一

大

ナ

マ

ズ

等

、

水

棲

(

一

大

魚

類

{

一
一
戸
胎
生
大
魚
類
一
イ
ル
カ
、
ク
ジ
ラ
、
イ
ン
ド
の
セ
イ
ウ
チ
、
マ
ナ
テ
ィ
等

一

f

群
来
魚
類

「
(
鳥
類
)

両
棲
一
カ
メ
、
カ
パ
、
カ
ワ
ウ
ソ
、
ビ
ー
バ
ー
、
マ
ン
グ

l
ス
等

ヘ
鼠
類
一
水
・
野
・
山
・
ト
ガ
リ
・
家
・
ハ
ッ
カ
・
黒
海
・
ア
ル
プ
ス
ネ
ズ
ミ
等

一
も
ぐ
ら
類

論

有
血
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ジャン・ボダンの生涯(五)

f

棲
陸

四
足
類

鳥人

類

い
た
ち
類
一
白
イ
タ
チ
、
胸
白
テ
ン
、
テ
ン
、
ネ
コ
等

じ
や
こ
う
猫
類
一
ジ
ャ
コ
ウ
ネ
コ
、
ジ

l
ネ
ッ
ト
、
小
ヒ
ョ
ウ
、
西
イ
ン
ド
や
ア
フ
リ
カ
の
一
角
ヤ
ギ
等

そ
の
他
の
四
足
類

イ
ヌ
類
、
オ
オ
カ
ミ
類
、
ヒ
ョ
ウ
類
、
ク
マ
類
、
ト
ラ
類
、
ラ
イ
オ
ン
類
、
ゾ
ウ
類
、
サ
ル
類
(
オ
ナ
ガ
ザ
ル
、

ヒ
ヒ
等
)
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
類
(
動
物
中
唯
一
尻
尾
が
な
い
て
そ
の
他
多
種
多
様

〆
怪
物

、
四
足
類
と
鳥
類
の
中
間
一
ダ
チ
ョ
ウ
、
コ
ウ
モ
リ

ツ
バ
メ
類
一
ツ
バ
メ
、
無
脚
ツ
バ
メ
〔
ア
マ
ツ
バ
メ
〕
、
白
斑
ツ
バ
メ
〔
イ
ワ
ツ
バ
メ
〕
、
極
楽
鳥
の
四
種

一
ス
ズ
メ
類
(
四
種
)

キ
ツ
ツ
キ
類
一
キ
ツ
ツ
キ
、
黒
色
・
緋
色
・
緑
色
・
灰
色
・
鉛
白
色
・
黄
金
色
・
多
彩
色
キ
ツ
ツ
キ
の
八
種

ア
ト
リ
類
(
四
種
)
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
類
(
四
種
)

セ
キ
レ
イ
類
一
叫
ぶ
類

美
声
で
歌
う
類
一
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
、
ヒ
バ
リ
、
ヒ
ワ
、
ツ
グ
ミ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、
ミ
ソ
サ
ザ
イ
等

一
ガ
ラ
ガ
ラ
声
の
類
一
ム
ク
ド
リ
、
イ
ン
コ

ガ
ア
ガ
ア
鳴
く
類
一
カ
ラ
ス
、
オ
ウ
ム
、
カ
サ
サ
ギ
、
カ
ケ
ス
、
フ
ク
ロ
ウ
等

嘆
く
声
の
類
一
ハ
卜
類
一
家
・
野
・
山
・
河
原
・
キ
ジ
バ
ト
の
五
種

一
砂
・
土
浴
び
す
る
類
一
ニ
ワ
ト
リ
、
七
面
鳥
、
ク
ジ
ャ
ク
、
岩
シ
ャ
コ
、
ウ
ズ
ラ
、
ヤ
マ
シ
ギ
等

一
「
有
水
掻
き
類
一
白
鳥
、
驚
鳥
、
ア
ヒ
ル
、
カ
ワ
ア
イ
サ
、
シ
ギ
、
カ
イ
ツ
ブ
リ
、
カ
モ
等

一
水
鳥
類
{「

無
水
掻
き
類
一
サ
ギ
、
尾
黒
シ
ギ
、
赤
脚
シ
ギ
、
ツ
ル
、
カ
ワ
セ
ミ
等

猛
禽
類
…
ワ
シ
、
ハ
ゲ
タ
カ
、
タ
ヵ
、
ハ
ヤ
ブ
サ
、
ト
ビ
、
フ
ク
ロ
ウ
等

r

群
来
鳥
類

間
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説

そ
の
大
部
分
が
交
尾
な
し
に
、
動
植
物
の
排
池
物
や
動
植
物
、
空
気
・
土

そ
れ
に
両
棲
の
蛙
類
の
い
づ
れ
も
が
交
尾
し
、
卵
生
で
あ
る
こ
と
を
知
つ

そ
れ
で
も
一
時
に
余
り
に
も
大
量
に
発
生
す
る
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
。
例
え
ば
、
彼
は
蝶
の
変
態
の
過
程
を
観
察
し
、
交
尾
に

そ
し
て
蝶
に
変
身
し
て
飛
び
立
ち
、
こ
れ
こ
そ
人
間
の
変
身
、
つ
ま
り
善
人
の
魂
が
醜
い
肉
体
か
ら
分
離
し
て

無
血
の
陸
棲
動
物
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
発
生
に
関
し
て
、

の
腐
敗
か
ら
発
生
す
る
と
す
る
。
彼
は
虫
類
、
蜘
妹
類
、
蛇
類
、

論

て
い
た
が
、

よ
り
産
卵
し
、
毛
虫
、
踊
、

飛
び
立
つ
こ
と
の
実
例
だ
と
子
供
の
よ
う
に
喜
ん
だ
が
、

(
叫
)

た。

そ
れ
で
も
そ
れ
は
少
数
で
、
大
部
分
は
交
尾
な
し
に
、
腐
敗
か
ら
発
生
す
る
と
し

無
血
の
陸
棲
動
物
の
な
か
で
、
彼
が
最
も
興
味
を
も
つ
の
が
蛇
類
、
特
に
怪
物
的
蛇
類
で
あ
る
。
一
腕
み
で
殺
す
と
い
う
大
蛇
カ
ト
ブ
レ

パ
や
竜
や
二
頭
の
大
蛇
ア
ン
フ
イ
ス
パ
エ
ナ
に
つ
い
て
は
、
作
り
話
か
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
持
っ
て
来
た
の
を
彼
も
見
た
大
蛇
を
見
間
違
え
た

も
し
実
在
す
る
な
ら
ア
フ
リ
カ
に
数
多
い
怪
物
か
悪
魔
の
仕
業
だ
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

も
の
だ
と
し
、

そ
の
実
在
を
否
定
し
な
が
ら
も
、

一
脱
み
で
殺
す
と
い
う
パ
ジ
リ
ス
ク
と
サ
ラ
マ
ン
ド
ラ
に
至
つ
て
は
、

そ
の
実
在
さ
え
否
定
し
な
か
っ
た
。
パ
ジ
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
旧

約
(
エ
レ
ミ
ヤ
八
、
イ
ザ
ヤ
二
、
詩
篇
九
二
に
言
う
、
神
の
命
令
に
し
か
従
わ
ず
、
従
っ
て
魔
術
師
の
術
が
通
じ
な
い
蛇
と
同
一
視
し
た
。
サ

ラ
マ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
は
、
火
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
な
い
も
の
は
こ
の
世
に
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
極
度
の
鈍
感
で
、
冷
・
湿
な
の
だ
と
し

(
必
)

た。
無
血
の
陸
棲
動
物
が
膨
大
な
数
存
在
す
る
目
的
は
、
腐
敗
か
ら
発
生
し
て
腐
敗
を
浄
化
し
、
鳥
の
餌
に
な
っ
て
人
間
に
奉
仕
す
る
こ
と
に

あ
る
。
「
す
べ
て
の
存
在
が
存
在
す
る
だ
け
で
善
で
あ
り
」
、
「
宇
宙
の
調
和
と
唱
和
L

に
仕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
ど
い
禍
を
も
た
ら
す
瞳

の
大
群
は
神
の
処
罰
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
も
善
人
が
瞳
を
食
べ
て
生
き
残
れ
る
よ
う
に
と
の
神
の
配
慮
が
働
い
て
い
る
。
瞳
は
欲
望
を
抑
え

しる
た効
(果
てF 云3

36 
一つ
)人

と間
批の
判食
す用
る2で
o~ あ

り

レ
ビ

エ
ラ
ス
ム
ス
は
こ
の
こ
と
に
無
知
だ
っ
た
の
で
、

ヨ
ハ
ネ
の
食
物
か
ら
勝
手
に
瞳
を
削
除
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無
血
の
水
棲
動
物
に
つ
い
て
も
、
彼
は
神
の
人
間
に
対
す
る
配
慮
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
虫
類
の
多
く
が
海
や
川
の
岸
近
く
に
い
る
の

は
、
魚
類
が
そ
れ
を
食
べ
に
来
て
、
人
間
に
取
り
や
す
く
す
る
た
め
の
神
の
配
慮
で
あ
る
。
員
類
、
特
に
甲
殻
類
は
美
味
で
、
神
の
寛
大
さ

つの
て 現
いわ
るれ
かで
らあ
でり
あ 、

之出蟹
~の

鉄
カま

再
生
す
る
の
は

ト
カ
ゲ
の
尻
尾
と
同
じ
く
、
無
血
動
物
が
植
物
に
近
い
が
た
め
に
植
物
と
の
共
通
点
を
も

魚
類
で
は
、
彼
の
関
心
は
何
よ
り
も
群
来
魚
類
に
あ
る
。
こ
れ
は
特
定
の
一
時
期
に
、
特
定
の
河
川
や
海
岸
に
大
挙
し
て
群
来
す
る
魚
類

の
こ
と
で
、

ち
ょ
う
鮫
、

オ
ー
ク
ニ
島
の
い
る
か
、
鯨
、

ブ
ラ
ン
ド
ル
や
イ
ギ
リ
ス
の
に
し
ん
、
デ
ン
マ
ー
ク
や
北
ネ

l
デ
ル
ラ
ン
ト
の
鮭
、

ブ
ル
タ

l
ニ
ユ
の
う
な
ぎ
、

マ
ル
セ
イ
ユ
の
片
口
い
わ
し
、
ダ

l
ダ
ネ
ル
ス
地
方
の
ま
ぐ
ろ
、

ブ
ロ
リ
ダ
の
た

ナ
ル
ボ
ン
ヌ
地
方
の
ぼ
ら
、

ら
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
群
来
魚
類
は
特
定
の
一
時
期
以
外
に
は
ど
こ
に
も
い
ず
、

そ
の
卵
は
ど
こ
に
も
な
く
確
か
に
そ
の
一
部
は
川

で
産
卵
す
る
が
、

そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
膨
大
な
数
は
そ
の
産
卵
と
は
無
関
係
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
|
、
明
ら
か
に
自
然
を
超
え
た
現
象

で
あ
り
、
神
の
人
間
に
対
す
る
贈
り
物
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
鳥
類
に
も
見
ら
れ
、
ト
ス
カ
ナ
地
方
や
ロ

l
ヌ
地
方
に
群
来
す
る
山
鳩
、
ブ

ジャン・ボダンの生涯(五)

リ
オ
ン
ヌ
地
方
に
群
来
す
る
雁
、
ボ

l
ス
地
方
や
オ
ル
レ
ア
ン
地
方
に
群
来
す
る
河
原
鳩
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鳥
は
巣
も
卵
も

全
く
な
く
、
こ
れ
ら
の
小
さ
く
て
、
泳
げ
な
い
鳥
が
非
常
に
離
れ
た
ア
フ
リ
カ
や
フ
ロ
リ
ダ
か
ら
飛
ん
で
来
る
な
ど
と
考
え
る
の
が
馬
鹿
げ

て
い
る
こ
と
は
子
供
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
明
ら
か
に
旧
約
(
民
数
二
、
詩
篇
一

O
四
)
の
神
が
人
間
に
贈
っ
た
膨
大
な
数
の
ウ

そ
れ
は
虫
類
や
蛇
を
食
べ
て
、
人
間
や
そ
の
作
物
を
守

ズ
ラ
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
燕
、
極
楽
鳥
、

る
た
め
、
あ
る
い
は
膨
大
な
数
の
虫
類
の
死
骸
で
空
気
が
腐
敗
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
神
が
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
こ
う
し
た

説
明
を
古
典
古
代
の
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
彼
の
独
創
的
な
説
と
し
て
、
自
信
を
も
っ
て
提
示
し
お
じ

有
血
の
陸
棲
動
物
に
つ
い
て
も
、
混
乱
は
大
き
い
。
そ
の
分
類
で
さ
え
も
、
鼠
類
、
も
ぐ
ら
類
、
い
た
ち
類
、
じ
や
こ
う
猫
類
を
分
け
た

そ
れ
以
外
は
そ
の
他
の
四
足
類
と
し
、
有
角
類
と
無
角
類
、
有
尾
類
と
無
尾
類
、
平
歯
類
と
口
外
歯
類
と
い
う
分
類
も
補
助
的
に

コ
ウ
ノ
ト
リ
も
同
じ
現
象
で
、

だ
け
で
、
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説

使
っ
て
い
る
が
、
多
く
は
分
類
も
放
棄
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
超
自
然
現
象
や
自
然
の
秘
密
の
解
明
に
専
念
し
て
い
る
。
突
如
現
わ
れ
て
作

物
を
全
滅
に
し
、
突
如
消
え
る
野
鼠
の
大
群
は
明
ら
か
に
自
然
に
反
し
て
お
り
、
「
天
か
ら
下
さ
れ
た
殴
打
」
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も

論

プ
リ
ニ
ウ
ス
も
こ
の
原
因
に
無
知
で
あ
っ
た
が
、
神
は
群
来
魚
・
鳥
類
を
贈
っ
て
特
別
の
慈
悲
を
か
け
る
と
同
時
に
、
人
間
が
倣
慢
に
な
る(ω) 

と
、
鼠
や
盤
、
伝
染
病
、
火
や
水
を
送
っ
て
罰
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
神
が
自
然
の
必
然
性
に
従
属
し
な
い
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。

様
々
な
怪
物
が
お
り
、
馬
と
ロ
パ
か
ら
ラ
パ
、
ヶ
ッ
テ
イ
、
犬
と
狼
か
ら
シ
リ
シ
ア
の
狼
犬
が
生
じ
、
そ
の
他
犬
と
猫
、
犬
と
狐
、
人
間
と

動
物
の
交
尾
に
よ
り
様
々
な
怪
物
が
生
ま
れ
、
ま
た
魔
術
に
よ
り
人
狼
が
生
ず
る
。
彼
自
身
ト
ゥ
ル

l
ズ
の
近
く
で
、
犬
と
野
兎
が
交
尾
し

(
印
)

て
離
れ
な
い
の
を
多
く
の
人
と
と
も
に
見
た
と
主
張
し
て
い
る
。
百
獣
の
王
ラ
イ
オ
ン
、
巨
大
な
象
も
人
聞
を
恐
れ
る
の
は
神
が
動
物
に
対

す
る
支
配
権
を
人
間
に
与
え
た
こ
と
(
創
世
九
)
の
証
拠
で
あ
り
、
神
に
よ
っ
て
自
然
の
階
層
秩
序
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
神
が
天
使
に
命
令

し
、
天
使
が
人
間
に
、
人
聞
が
動
物
に
、
魂
が
肉
体
に
、
理
性
が
欲
望
に
命
令
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
は
、
少
数
な
が

ら
も
、
雌
雄
同
体
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
中
間
物
に
よ
る
両
極
端
の
連
鎖
の
原
則
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
問
、

馬
、
羊
、
特
に
兎
に
多
く
、
自
然
の
秘
密
を
隠
し
た
へ
ブ
ラ
イ
語
が
兎
を
女
性
形
で
呼
ぶ
理
由
が
こ
こ
に
あ
り
、
彼
自
身
猟
師
か
ら
確
認
を

と
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

一
応
ギ
リ
シ
ア
の
伝
統
に
従
っ
て
陸
棲
動
物
に
入
れ
た
が
、
彼
自
身
は
創

世
記
や
モ

l
ゼ
の
言
葉
か
ら
、
鳥
類
は
魚
類
と
と
も
に
水
か
ら
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
水
棲
動
物
だ
と
信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
に
従
い
な
が
ら
も
、
一
部
批
判
し
、
独
特
の
説
明
を
つ
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
鳥
類
は
必
ず
二
本
の
脚
を
も
っ
と

ア
り
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
が
、
極
楽
鳥
に
は
脚
が
な
く
、
経
験
に
反
す
る
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
言
う
、
扉
を
聞
け
て
小
鳥
を
誘
い
込
ん
で
食
べ

鳥
類
に
つ
い
て
は
、

そ
の
位
置
づ
け
が
問
題
に
な
る
。

ま
ず
、

る
木
は
あ
り
え
ず
、
悪
魔
の
仕
業
で
あ
り
、
魔
女
は
魔
術
を
か
げ
る
と
き
に
は
セ
キ
レ
イ
の
叫
び
声
を
ま
ね
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
旧
約

(
詩
篇
一
四
七
、
ヨ
プ
三
八
)
が
一
致
し
て
言
う
の
で
、
大
ガ
ラ
ス
は
子
供
を
見
捨
て
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
経
験
に
反
し
て
お
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り
、
旧
約
で
は
大
ガ
ラ
ス
と
は
隠
さ
れ
た
意
味
で
、
悪
魔
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
鶏
が
真
夜
中
に
高
鳴
く
こ
と
は
、
地
の
鶏
た
る
人
聞
が
真

夜
中
に
心
か
ら
祈
る
こ
と
が
有
効
な
こ
と
(
詩
篇
一
一
一
八
、
ヨ
プ
七
)
の
例
証
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
鷲
が
三
個
の
卵
を
生
ん
で
、

し
か
育
て
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
経
験
に
反
し
て
お
り
、
ま
た
蛇
鳥
が
本
当
に
鉄
を
食
べ
る
か
ど
う
か
、
フ
ラ
ン
ス
に
持
っ
て
来
ら

れ
た
駐
鳥
で
試
み
た
が
、
判
明
し
な
か
っ
た
、
等
々
で
あ
る
。

最
後
に
動
物
の
去
勢
、
生
殖
、
短
命
・
長
命
、
友
好
・
敵
対
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
が
、
後
の
三
点
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
動
物
の
妊

ジャン・ボダンの生涯(五)

娠
・
出
産
に
は
定
め
ら
れ
た
時
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
プ
リ
ニ
ウ
ス
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
が
、
神
法
に

隠
さ
れ
た
自
然
の
秘
密
に
通
じ
た
へ
ブ
ラ
イ
人
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
た
。
潔
い
動
物
で
は
羊
・
山
学
は
五
ヵ
月
に
一
回
、
鹿
は
八
ヵ
月
、

牛
は
九
ヵ
月
に
一
回
で
あ
り
、
積
れ
た
動
物
で
は
猫
は
五
二
日
、
豚
六

O
日
、
犬
二
ヵ
月
等
々
で
あ
る
。

動
物
の
短
命
・
長
命
に
は
、
幾
つ
か
の
原
則
が
成
り
立
つ
。
人
聞
が
最
も
長
命
で
、
多
産
な
も
の
程
短
命
で
あ
る
。
旧
約
(
創
世
五
)
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
寿
命
は
九
七

O
年
で
あ
っ
た
し
(
旧
約
は
明
ら
か
に
太
陽
で
年
を
数
え
て
お
り
、
月
で
数
え
て
い
る
と
言
う
者
は
あ
た
ら
な

い
)
、
古
代
の
歴
史
書
も
昔
の
人
が
長
命
で
、
背
が
高
く
、
体
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
お
り
、
世
界
は
明
ら
か
に
老
化
し
、
終
末
へ

と
向
っ
て
い
る
。
魚
類
が
四
足
類
よ
り
短
命
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
は
経
験
に
反
す
る
。
海
の
怪
物
が
非
常
に
増
え
て
い
る
こ
と
、

魚
類
が
最
も
純
粋
な
元
素
た
る
水
の
な
か
に
住
ん
で
病
気
に
な
ら
な
い
こ
と
、
魚
類
の
方
が
鯨
や
彼
自
身
見
た
鰐
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
よ
り

巨
大
に
な
る
こ
と
、
鯉
が
一
二

O
年
も
生
き
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ま
た
、
雄
の
方
が
雌
よ
り
も
長
命
で
あ
り
、
雌
牛
、
雌
豚

は
一
五
年
し
か
生
き
な
い
が
、
雄
は
二

O
年
生
き
る
。
こ
れ
は
雌
、
特
に
人
間
の
女
性
が
そ
の
冷
、
湿
、
多
血
性
に
よ
り
、
低
能
で
、
臆
病

(
日
)

で
、
誘
惑
に
負
け
易
く
、
意
地
悪
で
、
ず
る
賢
こ
さ
し
か
な
い
の
に
対
し
、
男
性
の
方
が
天
的
徳
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

動
物
界
に
も
友
好
と
敵
対
の
自
然
の
原
則
が
貫
徹
し
て
い
る
。
敵
対
は
蛇
と
人
間
(
特
に
女
性
)
、
犬
と
狼
、
鰐
と
マ
ン
グ

l
ス
等
々
に
見
ら

と
し
た
。

れ
、
友
好
は
鹿
と
ヤ
マ
ド
リ
、

ツ
グ
ミ
と
ウ
タ
ド
リ
等
々
に
見
ら
れ
る
、

羽
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説
三A、
日岡

そ
の
身
体

動
物
を
天
上
界
の
思
惟
的
生
物
た
る
天
体
、
あ
る
い
は
善
霊
・
悪
霊
に
つ
な
ぐ
中
間
物
が
人
間
で
あ
る
。
階
層
秩
序
を
な
し
た
宇
宙
に
お

い
て
、
人
聞
は
月
下
界
と
天
上
界
の
中
間
の
位
置
を
占
め
、
両
界
を
つ
な
ぐ
「
共
通
の
鎖
」
と
し
て
、
両
方
の
性
格
を
合
わ
せ
て
創
造
さ
れ

た
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
総
こ
の
人
間
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
観
、
月
下
界
と
天
上
界
の
二
重
性
格
が
全
面
的
に
適
用
さ
れ
る
の
は
霊
魂
論

で
あ
る
が
、
人
間
の
身
体
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
下
腹
部
は
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
月
下
界
に
対
応
し
、
生
成
・
消
滅
の
世
界
で
あ

り
、
脳
は
天
上
界
に
対
応
し
、
思
惟
の
世
界
で
あ
る
。
体
の
部
分
で
は
、
骨
は
大
地
に
対
応
し
、
眼
の
水
晶
体
を
取
巻
く
七
つ
の
筋
肉
、
七

つ
の
膜
は
七
つ
の
惑
星
に
対
応
し
、
そ
の
他
の
部
分
も
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
対
応
関
係
に
あ
る
と
信
じ
て
い
句

体
の
各
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
腸
の
長
さ
は
身
長
の
七
倍
だ
が
、
こ
の
世
界
創
造
の
数
七
に
は
自
然
の
秘
密
が
隠

さ
れ
て
い
る
。
胎
児
は
子
宮
内
で
九
ヵ
月
と
七
日
目
に
完
熟
し
、
赤
ん
坊
は
生
後
七
日
も
っ
と
生
き
、
神
法
が
割
礼
を
生
後
八
日
目
に
命
じ

て
い
る
秘
密
は
そ
こ
に
あ
る
。
男
は
七
に
、
女
は
六
に
規
定
さ
れ
、
男
の
寿
命
は
四
九
歳
(
七
×
七
)
か
ら
六
三
歳
(
七
×
九
)
ま
で
、
女
の
寿

コ
7
3
人
問
、

命
は
三
六
歳
(
六
×
六
)
か
ら
五
四
歳
(
六
×
九
)
ま
で
で
あ
り
、
思
春
期
は
男
一
四
歳
、
女
一
二
歳
に
迎
え
る
。
こ
れ
は
動
物
界
、
更
に
は
自

然
界
す
べ
て
に
妥
当
し
、
月
の
回
転
(
七
×
四
)
に
支
配
さ
れ
る
も
の
(
水
棲
動
物
)
は
七
に
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
六
に
規
定
さ
れ
る
。
小
さ

な
鳥
(
鶏
、
鳩
な
ど
)
の
卵
は
二
一
日
(
七
三
ニ
)
で
、
大
き
な
鳥
(
孔
雀
、
七
面
鳥
な
ど
)
の
卵
は
二
八
日
(
七
×
四
)
で
か
え
る
。
多
く
の
動
物
は

六
年
で
死
に
、
特
に
蜜
蜂
は
六
年
で
死
に
、
六
角
形
の
巣
を
作
り
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
六
角
形
で
、
自
然
に
は
六
つ
の
完
全
体
、
六
つ
の
金

属
、
六
つ
の
味
覚
、
六
つ
の
色
、
六
つ
の
感
覚
し
か
な
い
。
ボ
ダ
ン
は
こ
の
旧
約
H
へ
、
フ
ラ
イ
の
数
秘
学
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
テ
オ
フ
ラ

ス
ト
ゥ
ス
と
も
知
ら
な
か
っ
た
と
し
、
両
者
が
自
然
学
で
権
威
た
り
え
な
い
こ
と
の
証
拠
だ
と
し
も
)

ま
た
、
舌
に
関
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
自
然
主
義
的
言
語
発
展
観
を
批
判
し
、
人
間
は
始
源
に
神
か
ら
、
各
事
物
を
そ
の
自
然
に

そ
の
後
堕
落
し
て
、
自
然
言
語
の
痕
跡
を
ほ
と
ん
ど
残
し
て
い
な

従
っ
て
命
名
し
て
い
る
自
然
言
語
た
る
へ
や
フ
ラ
イ
語
を
与
え
ら
れ
た
が
、
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い
様
々
な
人
工
言
語
に
よ
っ
て
混
乱
、
分
裂
し
て
い
っ
た
、

(
臼
)

と
し
た
。
ボ
ダ
ン
の
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
化
は
、
歴
史
観
と
し
て
は
、
初
期

の
『
方
法
論
』

で
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
拡
大
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
背
景
に
、
若
々
し
く
、
楽
観
的
に
否
定
し
て
い
た
伝
統
的
な
黄
金
時
代
H

堕
落
史
観
に
立
ち
返
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
悲
観
的
な
神
中
心
の
歴
史
観
に
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
剖
学
に
つ
い
て
の
無
知
を
批
判
し
、
確
か
に
ボ
ダ
ン
は
人
間
の
解
剖
も
勉
強
し
、
犬
の
解
剖
に
も
立
会
い
、

ネ

l
デ
ル
ラ
ン
ト
で
の
、
頭
の
負
傷
に
よ
る
オ
ラ
ニ
エ
公
の
味
覚
の
喪
失
や
フ
ラ
ン
ス
兵
の
言
語
能
力
の
喪
失
の
経
験
か
ら
、
脳
と
そ
の
支

配
下
に
あ
る
神
経
系
統
の
重
要
性
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
と
に
か
く
、
脳
が
神
経
系
統
を
通
じ
て
動
物
精
気
を
発
し
、
全
感
覚
機
能
を
統
轄

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
人
間
の
解
剖
に
関
す
る
知
識
は
ガ
レ

l
ノ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
心
臓
が
動
脈
を

通
じ
て
生
命
精
気
を
統
御
し
、
肝
臓
が
静
脈
を
通
じ
て
自
然
精
気
を
統
御
(
生
殖
器
官
が
生
殖
精
気
を
統
御
)
し
て
お
り
、
脳
は
眼
、
耳
と
同
じ

く
、
欠
け
た
と
き
用
の
神
の
配
慮
に
よ
っ
て
左
右
二
つ
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ジャン・ボダンの生涯(五)

霊
魂

階
層
秩
序
を
な
し
た
宇
宙
に
お
い
て
、
人
間
は
月
下
界
と
天
上
界
、
動
物
と
善
霊
・
悪
霊
を
つ
な
ぐ
「
共
通
の
鎖
」
、
両
方
の
性
格
を
合
わ

せ
て
創
造
さ
れ
た
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
間
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
観
、
月
下
界
と
天
上
界
の
二
重
性
格
が
全
面
的
に
適
用
さ

四れ
る
の
が
霊
魂
論
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
は
人
間
の
霊
魂
を
植
物
、
動
物
と
共
通
に
「
生
命
を
与
え
る
実
体
的
形
相
」
と
定
義
し
、
植
物
と
共
通
す
る
栄
養
能
力
、
動
物
と

共
通
す
る
感
覚
能
力
、
そ
れ
に
人
間
固
有
の
思
惟
能
力
を
も
っ
と
す
訟
こ
の
定
義
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
見

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
は
霊
魂
を
身
体
の
現
実
態
、
目
的
、
あ
る
い
は
生
命
そ
の
も
の
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
身

も
っ
て
天
上
界
的
性
格
を
危
険
に
す
る
と
激
し
く
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
霊
魂
の
本
質
と
能
力
を
厳
密
に
区
別

え
る
が
、

体
と
一
体
化
し
、
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説

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
の
伝
統
の
三
つ
の
霊
魂
論
を
批
判
し
、
霊
魂
の
統
一
性
を
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
以
下
、
霊
魂
の
能
力
、
霊
魂
の
本
質
の
順
に
見
て
ゆ
こ
う
。

論

霊
魂
の
能
力

霊
魂
の
能
力
で
認
識
機
能
に
関
す
る
の
は
、
ま
ず
感
覚
及
び
感
覚
に
基
づ
く
能
力
で
あ
る
。
感
覚
は
視
覚
、
聴
覚
、
味
覚
、
嘆
覚
、
触
覚
、

そ
れ
に
共
通
感
覚
の
六
つ
か
ら
な
る
が
、
ボ
ダ
ン
は
感
覚
を
「
感
覚
対
象
を
受
け
と
る
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
る
、
動
物
精
気
の
発

散
に
よ
る
能
力
」
と
定
義
す
る
。
つ
ま
り
、
感
覚
器
官
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
う
よ
う
に
受
動
的
で
1

但
し
、
聴
覚
に
お
け
る
空
気
、
水

を
除
い
て
は
、
媒
材
は
な
い
l
、
プ
ラ
ト
ン
や
プ
ラ
ト
ン
派
が
言
う
よ
う
な
、
感
覚
器
官
か
ら
発
し
た
精
気
が
感
覚
対
象
を
知
覚
す
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
感
覚
機
能
は
受
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
生
理
学
の
説
明
も
誤
り
で
、
「
す
べ
て
の
感
覚
の
源

泉
」
、
動
物
精
気
の
中
枢
た
る
頭
脳
が
神
経
系
統
を
通
じ
て
統
轄
し
て
お
り
、
膜
想
に
ひ
た
っ
て
い
る
時
に
は
感
覚
機
能
が
働
か
な
い
よ
う

に
、
霊
魂
の
積
極
的
な
機
能
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
感
覚
像
を
再
現
し
、
そ
の
形
相
を
想
像
す
る
能
力
が
表
象
で
あ
り
、
表
象
像
を
固
定
・

習
慣
化
す
る
能
力
が
記
憶
で
あ
り
、
善
と
見
え
る
も
の
(
快
)
を
希
求
す
る
能
力
が
欲
求
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
感
覚
に
基
づ
く
霊
魂
の
能
力
で

あ
っ
て
感
覚
で
は
な
く
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
、
ア
キ
ナ
ス
の
よ
う
に
内
部
感
覚
と
呼
ぶ
こ
と
を
否
定
し
た
。

以
上
は
動
物
に
も
共
通
な
霊
魂
の
能
力
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
に
固
有
の
意
志
を
欲
求
に
含
め
、
そ
し
て
意
志
を
真
の
善
に

つ
ま
り
理
性
に
従
う
欲
求
で
あ
り
、
常
に
正
し
い
と
し
た
こ
と
を
激
し
く
批
判
す
る
。
こ
れ
で
は
自
由
意
志
は
な
く
、
罪
は
な
い

四
・

1

対
す
る
、

だ
ろ
う
。
自
由
意
志
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
罪
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
マ
ニ
教
批
判
書
『
自
由
意
志
論
』

で
権
威
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ス
コ
ラ
は
ア
キ
ナ
ス
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
彼
が
触
れ
て
い
な
い
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
後
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス

説
批
判
も
だ
が
、
罪
は
「
理
性
の
欠
知
」
に
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
主
知
主
義
(
理
性
主
義
)
は
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
、
と
批

判
す
る
。
意
志
は
感
覚
と
も
理
性
と
も
別
の
能
力
な
の
で
あ
る
。
欲
す
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
感
覚
的
苦
痛
を
感
じ
る
し
、
欲
す
る
か
ど
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う
か
に
関
係
な
く
認
識
す
る
で
は
な
い
か
。
意
志
は
善
悪
の
選
択
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
偽
に
関
す
る
理
性
と
は
別
で
あ
り
、
罪
は

理
性
の
誤
り
で
は
な
く
、
意
志
の
選
択
の
誤
り
な
の
で
あ
る
。
意
志
、
自
由
意
志
こ
そ
が
人
間
霊
魂
の
根
源
的
能
力
な
の
で
あ
る
。
彼
は
プ

シ
ケ

l
三
姉
妹
の
物
語
(
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
『
黄
金
の
ろ
ば
』
)
に
文
献
学
的
検
討
を
加
え
、
意
志
が
霊
魂
の
方
向
づ
け
で
あ
り
、
欲
求
、
栄
養
・
感

覚
能
力
、
「
地
上
的
な
も
の
L

に
支
配
さ
れ
て
滅
ぶ
か
、
欲
求
を
抑
制
し
て
、
思
惟
能
力
、
「
天
上
的
な
も
の
L

に
向
い
、
更
に
は
能
動
的
知

性
(
善
天
使
)
に
導
か
れ
、
生
き
る
か
の
二
者
択
一
の
方
向
づ
け
だ
と
解
釈
し
た
。
ボ
ダ
ン
の
自
由
意
志
こ
そ
人
間
の
根
源
的
能
力
だ
と
す
る

見
方
は
実
は
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
『
自
然
の
劇
場
』
で
は
こ
れ
以
上
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

思
惟
能
力
、
つ
ま
り
認
識
に
関
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
及
び
そ
れ
に
従
う
ス
コ
ラ
、
特
に
ア
キ
ナ
ス
を
激
し
く
批
判
す
る
。
「
感
覚

の
う
ち
に
な
か
っ
た
も
の
で
思
惟
の
う
ち
に
あ
る
も
の
は
何
も
な
い
」
と
し
、
感
覚
は
個
物
を
、
思
惟
は
普
遍
を
認
識
す
る
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
で
は
感
覚
と
思
惟
を
、
つ
ま
り
動
物
と
人
聞
を
明
確
に
区
別
す
る
根
拠
は
な
く
、
人
聞
を
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
の
ろ
ば
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
の
馬
と
す
る
馬
鹿
げ
た
説
だ
と
激
し
く
批
判
す
る
。
人
間
の
認
識
は
思
惟
に
よ
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
先
ず
あ
る
ラ
イ
オ
ン
を
知
り
、
次

に
そ
の
行
動
か
ら
ラ
イ
オ
ン
が
強
い
こ
と
を
知
り
、
最
後
に
ラ
イ
オ
ン
は
強
い
と
知
る
の
で
あ
り
、
個
物
も
普
遍
も
一
切
の
認
識
は
思
惟
に

よ
る
の
で
あ
る
。
認
識
に
関
し
て
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
懐
疑
主
義
者
が
誤
り
な
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
も
誤
り
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
感
覚
は
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
者
が
言
う
よ
う
に
は
常
に
欺
く
も
の
で
は
な
い
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
書
い
て
い
る

ピ
ュ
ロ
ン
派
、

よ
う
に
は
常
に
真
理
を
報
告
す
る
も
の
で
も
な
い
。
」
思
惟
が
感
覚
の
誤
り
を
訂
正
し
、
認
識
は
思
惟
に
よ
る
の
で
あ
る
。
思
惟
は
感
覚
器
官

ωcu 

を
使
っ
て
も
認
識
す
る
し
、
感
覚
器
官
を
使
わ
ず
に
推
論
し
、
構
成
し
、
分
割
し
、
判
断
し
、
膜
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
認
識
す
る
。
地
側

上

的

な

も

の

か

ら

天

上

的

な

も

の

の

膜

想

に

向

う

程

、

認

識

は

前

者

か

ら

後

者

に

移

る

。

。

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
霊
魂
白
紙
説
は
自
然
の
秘
密
を
隠
し
た
旧
約
(
創
世
一
、
二
)
と
ア
イ
ロ
ン
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
、
幻

そ
れ
に
「
へ
ブ
ラ
イ
人
の
知
恵
」
に
学
ん
だ
プ
ラ
ト
ン
、
プ
ラ
ト
ン
派
に
反
す
る
。
人
間
の
霊
魂
は
始
源
に
神
に
よ
っ
て
、
土
に
植
物
、
鉱
山
川



説

物
、
金
属
の
種
子
が
植
え
つ
け
ら
れ
、
水
に
魚
類
、
鳥
類
の
種
子
が
植
え
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
徳
と
知
識
の
種
子
L

が
植
え
つ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
少
し
の
努
力
で
容
易
に
そ
の
果
実
を
取
り
入
れ
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
性
的
に
も
証
明
で
き
る

と
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
説
で
は
、
身
体
と
分
離
後
の
霊
魂
は
思
惟
能
力
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
思
惟
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
い
、

自
然
は
何
も
の
も
無
駄
に
は
作
ら
な
い
と
い
う
彼
の
原
則
に
反
す
る
。
従
っ
て
、
身
体
と
分
離
後
の
霊
魂
は
思
惟
能
力
を
も
っ
と
し
な
け
れ

。
〉
}

論

ば
な
ら
ず
、
感
覚
器
官
が
な
く
て
も
認
識
能
力
を
も
つ
の
で
あ
る
、

霊
魂
の
本
質

四
・

2

霊
魂
の
本
質
に
関
し
て
は
、

ボ
ダ
ン
は
ま
ず
、
プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
に
立
つ
三
つ
の
霊
魂
論
を
批
判
す
る
。
こ
れ
は
、

自
然
的
存
在
に
は
一
つ
の
形
相
(
本
質
)
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
自
然
学
の
原
則
に
反
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

聞
か
ら
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
本
質
と
能
力
は
別
で
あ
っ
て
、
様
々
な
能
力
は
種
子
の
発
展
過
程
、
あ
る
い
は
絵
画
の
完
成
過
程
の

一
人
の
人
聞
は
三
人
の
人

よ
う
に
、

一
つ
の
霊
魂
の
機
能
の
発
展
過
程
、
完
成
過
程
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
三
つ
の
霊
魂
論
は
生
理
学
に
合
わ
な
い
。
霊
魂

の
能
力
を
担
う
器
官
は
主
要
な
も
の
だ
け
で
、
三
つ
で
は
な
く
て
四
つ
あ
り
(
動
物
精
気
の
中
枢
た
る
頭
脳
、
生
命
精
気
の
中
枢
た
る
心
臓
、
活
力
精
気

の
中
枢
た
る
肝
臓
、
生
殖
精
気
の
中
枢
た
る
生
殖
器
)
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
神
経
系
統
で
つ
な
が
り
、
統
一
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
伝
統
や
旧
約
の
よ
う
に
、
霊
魂
を
心
臓
に
あ
る
と
す
る
こ
と
も
、
プ
ラ
ト
ン
や
ガ
レ

l
ノ
ス
の
伝
統
の
よ
う
に
、
頭
脳
に
あ
る
と
す
る

こ
と
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
霊
魂
は
形
相
と
し
て
身
体
全
体
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
霊
魂
は
形
相
と
し
て
身
体

と
と
も
に
一
つ
の
実
体
を
な
し
て
い
る
の
で
、

ま
た
、
霊
魂
と
身
体
を
二
つ
の
実
体
と
す
る
よ
う
な
説
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ス
ト
ア
派
の

よ
う
に
船
と
船
長
に
た
と
え
た
り
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
よ
う
に
馬
車
と
御
者
に
た
と
え
た
り
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
、
そ
れ
に
『
ゾ
ハ
ル
』
の
カ
パ
ラ
神
秘
主
義
者
の
よ
う
に
知
性
魂
と
身
体
を
対
立
さ
せ
る
説
は
誤
り
で
あ
勺

三
つ
の
霊
魂
論
批
判
で
は
霊
魂
を
身
体
の
形
相
と
す
る
実
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
立
場
を
と
り
、
こ
の
こ
と
は
霊
魂
不
滅
の
証
明
を
困
難
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に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ボ
ダ
ン
は
そ
れ
に
構
わ
ず
霊
魂
不
滅
の
証
明
に
乗
り
出
す
。
ま
ず
、
す
べ
て
の
国
民
、
何
よ
り
も
旧
約
H
へ
ブ

ラ
イ
民
族
が
そ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
霊
魂
が
身
体
器
官
な
し
に
思
惟
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
新
し
い
証
明
だ
と
し
て
持

ち
出
す
の
が
「
中
間
物
に
よ
る
両
極
端
の
連
鎖
」
、
つ
ま
り
人
聞
が
月
下
界
と
天
上
界
、
動
物
と
善
霊
・
悪
霊
の
中
間
的
存
在
、
両
方
の
性
格

を
も
っ
存
在
な
ら
、
人
間
の
霊
魂
は
身
体
と
結
合
し
、
か
つ
分
離
す
る
形
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
霊
魂

エ
ク
ス
タ
シ
ス

不
滅
の
端
的
な
証
拠
と
し
て
持
ち
出
し
て
く
る
の
が
法
悦
の
現
象
で
あ
り
、
こ
れ
は
霊
魂
が
身
体
か
ら
分
離
し
た
状
態
だ
と
す
る
。

法
悦
の
現
象
は
廟
摘
、
狂
気
、
心
神
喪
失
と
い
っ
た
病
気
や
麻
酔
に
よ
る
意
識
喪
失
と
は
異
な
っ
て
、
感
覚
、
運
動
、
呼
吸
の
す
べ
て
を

失
っ
て
死
ん
だ
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
か
っ
そ
の
状
態
で
経
験
し
た
こ
と
は
す
べ
て
、
遠
隔
地
で
の
出
来
事
や
啓
示
、
幻
視
な
ど
す
べ
て
覚

え
て
お
り
、
明
ら
か
に
霊
魂
が
善
霊
か
悪
霊
と
結
合
し
て
、
身
体
か
ら
分
離
し
た
状
態
だ
と
す
る
。
そ
れ
は
一
方
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
シ
ビ

ラ
や
ピ
テ
ィ
ア
と
い
っ
た
亙
女
た
ち
、
今
日
の
両
イ
ン
ド
の
神
宮
た
ち
ゃ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魔
女
た
ち
の
よ
う
に
、
霊
魂
が
悪
霊
と
結
合
し
て

起
こ
る
し
、
他
方
で
旧
約
の
予
言
者
た
ち
ゃ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
、
霊
魂
が
善
霊
と
結
合
し
て
起
こ
る
。
後
者
は
旧
約
リ
へ
プ
ラ
イ
の
伝

統
が
「
高
貴
な
死
」
(
詩
篇
二
六
)
、
「
死
の
接
吻
」
(
レ
オ
・
へ
プ
ラ
エ
ウ
ス
)
と
呼
び
、

ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
が
「
喜
こ
ば
し
き
死
」
と
呼
ぶ
も
の

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
あ
る
。
霊
魂
が
生
前
で
も
分
離
す
る
の
な
ら
、
死
後
分
離
す
る
の
は
当
然
で
は
な
い
か
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

こ
の
法
悦
の
現
象
を
理
論
化
し
た
の
が
人
間
の
霊
魂
と
善
霊
・
悪
霊
論
、
あ
る
い
は
受
動
的
知
性
と
能
動
的
知
性
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
ス

コ
ラ
を
批
判
し
な
が
ら
、
分
離
後
の
人
聞
の
霊
魂
、
善
霊
・
悪
霊
が
質
料
を
も
つ
こ
と
、
要
す
る
に
、
被
造
物
H
宇
宙
内
存
在
川
場
所
と
時

聞
を
も
っ
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
有
限
で
質
料
を
も
つ
こ
と
を
証
明
し
、
唯
一
無
限
で
質
料
を
も
た
な
い
存
在
た
る
神
と
絶
対
的
に
区
別
す

る
。
そ
し
て
、
自
然
の
秘
密
を
隠
し
た
へ
プ
ラ
イ
語
と
旧
約
(
H
エ
ズ
ラ
八
、
ダ
ニ
エ
ル
一
二
)
、
及
び
イ
ブ
ン
・
エ
ズ
ラ
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ

ー
解
釈
か
ら
、
そ
れ
ら
が
天
上
界
と
同
じ
く
、
火
と
水
の
互
換
し
な
い
元
素
か
ら
な
り
、
球
体
だ
と
し
た
。

そ
し
て
、
各
人
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
善
霊
・
悪
霊
が
能
動
的
知
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
照
ら
さ
れ
る
と
き
の
人
間
の
霊
魂
が
受
動
的
知
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説

性
だ
と
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
同
じ
知
性
を
能
動
・
受
動
、
不
死
・
可
死
と
す
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

神
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
人
、
集
団
、
場
所
に
善
霊
と
悪
霊
を
役
人
と
し
て
割
り
当
て
、
神
の
命
令
に
従
う
者
に
報
酬
、
従
わ
な
い
者
に
処

罰
の
原
則
の
執
行
者
と
し
、
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
霊
魂
は
神
の
命
令
を
守
り
、
有
徳
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
、

善
霊
と
結
合
し
て
、
太
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
月
の
よ
う
に
照
明
さ
れ
、
ま
す
ま
す
有
徳
さ
と
予
言
、
最
終
的
に
神
の
事
受
に
ま
で
上
昇
し
、

神
の
命
令
を
守
ら
ず
、
悪
徳
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
、
悪
霊
と
結
合
し
、
ま
す
ま
す
悪
徳
と
虚
偽
の
予
言
に
落
ち
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
能
動
的
知
性
と
結
合
し
た
人
間
の
霊
魂
は
死
後
は
同
じ
能
動
的
知
性
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
が
専
ら
旧
約
(
イ
ザ
ヤ
一
三
、
二

四
、
六
O
、
ミ
カ
三
、
歳
言
て

H
エ
ズ
ラ
四
、
ダ
ニ
エ
ル
一
一
一
等
)
と
レ
オ
・
へ
プ
ラ
エ
ウ
ス
、
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
、
二
ハ
世
紀
の
へ
ブ
ラ
イ
学
者
リ
ツ

そ
れ
に
予
言
者
だ
と
確
信
す
る
自
分
自
身
の
体
験
と
魔
女
裁
判
の
体
験
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

論

キ
ウ
ス
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
、

調
和
の
字
宙

(
3
)
天
上
界

階
層
秩
序
を
な
し
た
字
宙
に
お
い
て
、
天
上
界
は
寸
最
も
高
貴
で
、
最
も
卓
越
し
た
場
所
」
を
占
め
、
創
造
者
に
し
て
絶
対
的
支
配
者
た

る
神
の
月
下
界
に
対
す
る
「
通
常
的
L

、
自
然
的
支
配
の
任
務
を
遂
行
す
る
。
ボ
ダ
ン
の
天
上
界
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
火
と
水
の
互
換
し

な
い
元
素
、
従
っ
て
生
成
・
消
滅
を
免
れ
て
永
続
的
に
動
く
一

O
の
天
体
(
球
)
か
ら
な
り
、
そ
の
外
の
神
の
座
所
た
る
、
唯
一
動
か
な
い
至

高
の
水
晶
天
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
水
晶
天
の
根
拠
は
創
世
記
第
一
章
「
造
物
主
は
水
と
水
を
分
か
ち
、
そ
の
聞
に
天
を
置
い
た
」

五で
あ
り
(
そ
れ
に
エ
ゼ
キ
エ
ル
一
、

一
O
、
出
エ
ジ
プ
ト
二
四
、
詩
篇
一
四
七
)
、
更
に
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
か
ら
宇
宙
の
大
き
さ
を
割
り
出
し
た
。

つ
ま
り
、
地
球
か
ら
第
八
恒
星
天
ま
で
と
恒
星
天
か
ら
水
晶
天
ま
で
を
等
距
離
と
し
、
恒
星
天
も
巨
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
理
解
し
、
地
球
の
中
心
か
ら
恒
星
天
ま
で
の
半
径
は
ア
ル
・
バ
ッ
タ
ー
ニ
な
ど
の
ア
ラ
ブ
の
伝
統
に
従
っ
て
、
一
応

E
Z
c
昨
×
色
、
七

d
は
地
球
の
直
径
、
七
四
四
O
ロ
l
マ
里
〔
一
万
一

O
二
回
〕
)
、
水
晶
天
ま
で
は
そ

四
七

O
万
三
一
八

O
ロ
l
マ
里
(
〔
一
億
一

O
五
六
万
七
O
六
回
〕
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水晶天
(水)

ジャン・ボダンの生涯(五)

(
竹
}

の
三
倍
と
し
た
。

ま
た
、
天
体
(
球
)
や
惑
星
・
恒
星
は
か
か
る
高
貴
な
場
所
を
占
め
る
が

故
に
、
自
分
で
動
く
知
性
的
生
物
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
何
よ
り
も
ま
ず
、

旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
の
伝
統
で
あ
る
。
天
や
星
が
神
の
栄
光
を
語
り
、
合
唱

し
、
救
わ
れ
た
者
の
霊
魂
の
帰
る
べ
き
場
所
、
字
宙
の
原
型
た
る
モ

l
ゼ

の
幕
屋
の
大
天
使
ケ
ル
ビ
ム
像
を
も
っ
一

O
枚
の
幕
、

ェ
、
ゼ
キ
エ
ル
の
生

。-S=S.......9=9.......tl
惑星は術円置動

IX 

東{後}

き
た
霊
の
輪
(
メ
ル
カ
パ
)
な
ど
の
旧
約
(
詩
篇
一
九
、
ヨ
ブ
三
八
、
ダ
ニ
エ
ル
一

二
、
出
エ
ジ
プ
ト
二
六
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
一
、
一

O
)
、
そ
し
て
ア
イ
ロ
ン
、
イ
ブ
ン
・

マ
イ
モ
ニ
デ
ス
な
ど
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
で
あ
る
。

エ
ズ
ラ
、

こ
の
こ
と
は
理
性
的
に
も
証
明
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
哲
学
者
が

考
え
る
よ
う
に
、
天
体
や
惑
星
一
・
恒
星
が
自
分
で
は
動
か
ず
、
外
部
の
霊

そ
の
運
動
は
偶
有
に

(
天
使
)
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

な
り
、
従
っ
て
永
続
的
で
は
な
く
、
不
規
則
に
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
う
な

っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
天
体
や
惑
星
・
恒
星
に
知
性
的
霊
魂
が
な
い
と
考

え
る
こ
と
は
人
間
以
下
の
存
在
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
字
宙
の
階
層
秩
序
に
反
し
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
、
と
。

ボ
ダ
ン
は
か
か
る
高
貴
な
天
上
界
を
数
学
だ
け
で
扱
う
危
険
性
を
指
摘
し
、
あ
く
ま
で
も
自
然
学
の
枠
内
で
扱
う
よ
う
主
張
し
切
数
学

で
「
現
象
を
救
う
」
、
そ
れ
も
誤
り
の
あ
る
観
測
値
の
寸
現
象
を
救
う
」
や
り
方
は
天
上
界
の
調
和
を
破
壊
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
伝

統
的
な
、
当
時
の
権
威
た
る
レ
ギ
オ
モ
ン
タ
ヌ
ス
に
も
あ
る
、
惑
星
に
多
く
の
天
球
を
割
り
当
て
る
周
転
円
説
で
あ
り
、

南
(在

北法 37(5・67)673 

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の



説

地
動
説
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
宇
宙
の
調
和
に
混
乱
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三A
a岡

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
否
定
し
た
こ
と
で
、
ボ
ダ
ン
の
宇
宙
像
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
《
中
世
》
そ
の
ま
ま
と
決
め
つ
け

ら
れ
た
が
、
ボ
ダ
ン
の
宇
宙
像
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
《
中
世
》
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
し
、
天
文
学
に
反
動
的
な
態
度

を
と
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
を
主
要
な
点
で
否
定
し
た
し
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
と
っ
て
決
定
的

レ
ギ
オ
モ
ン
タ
ヌ
ス
に
よ
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
再
興
・
批
判
的
紹
介
も
知
り
、
天
文
学
に
必
要
な
最
低
限

の
数
学
の
知
識
も
持
っ
て
い
同
ぃ
l
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
の
伝
統
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
、
プ
ラ
ト
ン
派
の
数
秘
学
の
要
素
が
強
い
が
|
。
ま
た
、

で
あ
っ
た
、

天
体
観
測
で
は
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
表
、

シ
ァ
数
学
者
、
ア
ル
・
バ
ッ
タ
ー
ニ
、
プ

l
ル
バ
ッ
ハ
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
基
づ
く
プ
ル
テ
ニ
ツ
ク
表
、
ヴ
ェ
ル
ナ
!
、

レ
ギ
オ
モ
ン
タ
ヌ
ス
、

そ
れ
に
ヒ
ツ
パ
ル
コ
ス
、

ア
ル
キ
メ
デ
ス
以
下
の
ギ
リ

ゲ
マ
な
ど
を
集
め
、
「
天
文
学
の
王
子
L

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
も
含
め
観
測
者
の
不
一
致
、
誤
り
を
嘆
い
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
真
面
目
な
観
測

者
が
少
な
く
、
観
測
器
機
が
不
備
な
こ
と
に
よ
る
と
し
(
彼
は
パ
リ
で
同
じ
現
象
を
同
時
に
観
測
し
た
天
文
学
者
た
ち
が
非
常
に
異
な
っ
た
数
値
を
出
す
の

に
驚
い
た
)
、
数
人
の
真
面
目
な
観
測
者
が
大
き
な
観
測
器
機
を
三
つ
か
四
つ
備
え
て
、
互
い
に
誤
り
を
訂
正
し
な
が
ら
共
同
観
測
す
る
よ
う
訴

え
た
。
ボ
ダ
ン
は
そ
こ
で
、
ま
す
ま
す
自
然
の
秘
密
を
隠
し
た
旧
約
と
イ
ブ
ン
・
エ
ズ
ラ
、
ア
イ
ロ
ン
、
レ
オ
・
へ
プ
ラ
エ
ウ
ス
、
マ
イ
モ

ニ
デ
ス
な
ど
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
に
依
拠
し
な
が
ら
、
調
和
あ
る
天
上
界
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。

ボ
ダ
ン
は
伝
統
的
に
最
後
の
天
た
る
第
八
恒
星
天
、
あ
る
い
は
第
九
天
の
外
に
更
に
第
一

O
天
を
設
定
し
、
天
体
(
球
)
は
こ
の
一

O
個
し

か
な
い
と
し
、
伝
統
的
な
多
く
の
天
球
、
つ
ま
り
周
転
円
説
を
否
定
し
た
。
彼
は
当
時
の
権
威
た
る
レ
ギ
オ
モ
ン
タ
ヌ
ス
が
一

O
の
天
体
(
球
)

を
設
定
し
て
い
な
が
ら
、
「
現
象
を
救
う
」
た
め
に
周
転
円
説
を
と
り
、
三
三
も
の
天
球
を
設
定
し
た
こ
と
を
批
判
し
た
。
そ
の
根
拠
は
何
よ

り
も
、
宇
宙
の
原
型
た
る
モ

i
ゼ
の
幕
屋
の
一

O
枚
の
幕
、
十
戒
、
そ
れ
に
天
を
御
手
〔
一

O
本
の
指
〕
の
技
と
す
る
旧
約
(
出
エ
ジ
プ
ト
二
六
、

詩
篇
八
)
、
そ
し
て
ア
イ
ロ
ン
、
イ
ブ
ン
・
エ
ズ
ラ
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
完
全
数
一

O
と
も
一
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致
す
る
。
そ
れ
に
、
自
然
学
の
原
則
で
あ
る
。
自
然
的
存
在
に
は
一
つ
の
固
有
運
動
し
か
あ
り
え
ず
、
惑
星
も
各
々
一
つ
の
固
有
運
動
、

ま
り
一
つ
の
天
球
し
か
も
ち
え
ず
、
多
く
の
天
球
を
割
り
当
て
る
の
は
こ
の
原
則
に
反
す
る
。
従
っ
て
、
惑
星
固
有
の
運
動
は
一
つ
だ
け
で

あ
っ
て
、
他
の
運
動
は
上
位
の
天
体
か
ら
の
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
当
然
こ
れ
ま
で
よ
り
も
、
下
位
の
天
を
支
配
す

る
上
位
の
天
の
数
を
増
や
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
レ
ギ
オ
モ
ン
タ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
第
八
恒
星
天
の
震
動
(
可
昌
広
白
色
。
)
、
第
九
天
の

逆
回
転
運
動

(
Z
2
2
R
E凹
)
、
第
一

O
天
の
日
周
運
動
に
見
出
し
て
い
な
が
ら
、
多
く
の
天
球
を
設
定
し
た
と
批
判
し
た
。

上
位
三
天
は
下
位
の
天
を
支
配
す
る
の
で
、
初
動
天
は
一
つ
の
運
動
、
第
二
上
位
天
は
二
つ
の
運
動
、
第
三
恒
星
天
は
三
つ
の
運
動
、
そ

し
て
惑
星
は
各
々
四
つ
の
運
動
を
す
る
。
初
動
天
は
二
四
時
間
で
東
か
ら
西
へ
一
回
転
す
る
。
ボ
ダ
ン
は
こ
の
巨
大
な
天
が
気
遣
い
じ
み
た

速
さ
で
動
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
罵
踏
し
た
が
、
地
球
の
自
転
を
認
め
な
い
以
上
、
そ
れ
に
不
可
能
の
感
覚
の
欠
如
か
ら
、
そ
う
し
た
。

第
二
上
位
天
は
四
万
九

0
0
0年
で
西
か
ら
東
へ
一
回
転
す
る
。
こ
れ
が
下
位
の
天
を
動
か
し
て
、
恒
星
天
の
星
座
と
初
動
天
の
黄
道
一
二

ジャン・ボダンの生涯(五)

宮
の
ず
れ
を
引
き
起
こ
す
(
四
万
九
0
0
0年
で
三
六
O
度
、
従
っ
て
平
均
二
二
六
年
主
一
ヵ
月
で
一
度
)
。
そ
し
て
、
第
三
恒
星
天
は
七

O
O
O年
で
元

に
一
戻
る
震
動
、
つ
ま
り
初
動
天
の
黄
道
一
二
宮
に
順
行
し
て
、
西
か
ら
北
を
経
由
し
て
東
へ
移
る
と
き
は
早
く
進
み
(
平
均
三
五
O
O年
で
七
三

度
四
二
分
五
二
秒
)
、
逆
行
し
て
、
東
か
ら
南
を
経
由
し
て
西
へ
戻
る
と
き
は
遅
く
進
む
(
平
均
三
五
O
O年
で
七
度
四
九
分
五
八
秒
)
運
動
を
し
(
従

っ
て
平
均
二
O
O年
で
一
度
二
七
分
)
、
第
二
上
位
天
に
よ
る
一
回
転
の
聞
に
七
回
の
震
動
を
繰
り
返
す
。
こ
れ
が
惑
星
天
の
「
順
」
「
留
」
寸
逆
」

の
運
動
、
遠
地
点
・
近
地
点
の
移
動
、
太
陽
の
春
分
点
・
秋
分
点
の
移
動
を
引
き
起
こ
す
。
ボ
ダ
ン
は
こ
の
複
雑
な
第
三
恒
星
天
の
運
動
を
、

す
べ
て
の
天
を
平
等
に
二
四
時
間
で
一
回
転
さ
せ
る
初
動
天
の
算
術
的
運
動
、
天
の
大
き
さ
に
比
例
し
た
時
間
で
一
回
転
さ
せ
る
第
二
上
位

天
の
幾
何
学
的
運
動
に
対
し
、
両
者
を
混
合
し
た
調
和
的
運
動
と
呼
び
、
そ
こ
に
「
星
と
天
の
非
常
に
優
美
で
、
す
ば
ら
し
い
合
唱
と
舞
踏
」

を
見
た
。

な
お
、
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
、
第
八
恒
星
天
の
七

O
O
O年
、
第
九
天
の
そ
の
七
倍
た
る
四
万
九

O
O
O年
と
い
う
数
は
秘
密
を
隠
し
て
い つ
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説

レ
ビ
記
二
五
章
の
七
年
の
安
息
年
と
そ
の
七
た
び
の
四
九
年
の
安
息
年
、
そ
し
て
五

O

年
目
の
ヨ
ベ
ル
の
年
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
第
八
天
の
七

0
0
0年
と
い
う
数
は
宇
宙
創
造
七

O
O
O年
ま
で
に
火
や

洪
水
、
あ
る
い
は
老
衰
に
よ
っ
て
月
下
界
が
終
末
を
迎
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
第
九
天
の
四
万
九

0
0
0年
は
天
上
界
の
終
末
の
年
で
あ
り
、

五
万
年
目
に
神
は
再
び
宇
宙
を
創
造
し
、
循
環
す
る
。
ボ
ダ
ン
が
こ
の
著
作
を
書
い
た
一
五
九

O
年
は
、
ア
イ
ロ
ン
に
拠
っ
て
、
宇
宙
創
造

五
五
五
六
年
九
L

月
下
界
が
終
末
を
迎
え
る
の
は
ま
だ
一

O
O
O年
以
上
後
の
話
し
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
は
終
末
、
メ
シ
ア
、
最
後
の
審
判
、

千
年
王
国
と
い
っ
た
、
民
衆
だ
け
で
な
く
、
知
識
人
に
も
広
ま
っ
て
い
た
恐
怖
や
希
望
に
は
一
切
と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。

ボ
ダ
ン
は
一

O
の
天
体
と
い
う
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
の
権
威
、
そ
れ
に
惑
星
は
各
々
一
つ
の
固
有
運
動
し
か
も
ち
え
な
い
と
い
う
自
然
学
の

原
則
に
よ
っ
て
、
惑
星
に
多
く
の
天
球
を
割
り
当
て
る
伝
統
的
な
周
転
円
説
を
否
定
し
た
。
そ
れ
に
代
え
て
、
彼
は
上
位
三
天
か
ら
の
作
用

と
離
心
円
説
に
よ
っ
て
惑
星
の
運
動
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
「
順
」
「
留
L

「
逆
」
と
い
っ
た
惑
星
の
不
規
則
な
運
動
は
上
位
三
天

か
ら
の
作
用
に
還
元
し
、
離
心
円
説
だ
げ
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
彼
は
離
心
円
説
を
徹
底
、
修
正
し
、
ま
た
天
上
界
は
永
久
的

な
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
必
ず
し
も
円
環
運
動
を
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
信
念
か
ら
、
惑
星
は
楕
円
運
動
、
宇
宙
の
中
心
(
地
球
の
中

心
)
と
離
心
中
心
の
二
つ
の
中
心
を
も
っ
楕
円
運
動
を
す
る
と
し
た
。

ボ
ダ
ン
は
ま
ず
、
太
陽
の
運
動
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
離
心
円
説
で
も
周
転
円
説
で
も
ど
ち
ら
で
も
説
明
で
き
る

と
証
明
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
離
心
円
説
の
証
拠
と
し
、
太
陽
で
そ
う
な
ら
、
同
質
た
る
惑
星
す
べ
て
に
妥
当
す
る
は
ず
だ

る
。
そ
れ
は
、

レ
オ
・
へ
プ
ラ
エ
ウ
ス
に
従
っ
て
、

論

と
考
え
た
。
次
に
、
交
点
時
(
竜
の
頭
と
尻
尾
)
の
月
の
運
動
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
も
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
証
明
し
て
い
た
よ
う
に
、
周
転

円
説
で
説
明
で
き
る
こ
と
は
離
心
円
説
で
も
説
明
で
き
る
と
し
、
交
点
の
後
退
現
象
は
上
位
三
天
の
作
用
で
説
明
で
き
、
遠
地
点
で
は
近
地

点
よ
り
か
な
り
遅
い
(
一
日
一
二
度
八
分
対
一
四
度
二
四
分
)
こ
と
も
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
光
学
で
説
明
で
き
る
と
し
た
。
次
に
、
ボ
ダ
ン
は
プ
卜

レ
マ
イ
オ
ス
が
最
も
説
明
困
難
で
あ
っ
た
、
周
転
円
中
心
、
離
心
円
中
心
、
エ
カ
ン
ト
、
更
に
エ
カ
ン
ト
と
離
心
円
中
心
ま
で
を
半
径
と
す
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る
円
周
と
い
う
四
つ
の
中
心
を
設
定
せ
ね
ば
説
明
で
き
な
か
っ
た
水
星
の
運
動
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
惑
星
の
運
動
が
楕
円
で
あ
る
こ
と
の

証
拠
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
太
陽
は
月
の
天
に
離
心
中
心
を
も
ち
、
火
星
は
水
星
の
天
、
木
星
は
金
星
の
天
、
土
星
は
太
陽
の
天
に
離
心
中

心
を
も
っ
、
そ
う
し
た
調
和
あ
る
楕
円
運
動
を
す
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
、
プ
ラ
ト
ン
派
の
正
方
形
や
直
角
三

角
形
を
な
す
、

つ
ま
り
平
方
根
を
と
れ
る
数
値
、
特
に
正
立
体
の
直
角
三
角
形
の
数
(
正
四
面
体
二
一
凶
、
正
六
面
体
二
四
、
正
八
面
体
四
八
、
正
一
二

面
体
三
六
O
、
正
二

O
面
体
一
一
一

O
、
合
計
五
七
六
)
や
旧
約
日
へ
プ
ラ
イ
の
自
然
の
秘
密
を
隠
し
た
数
(
七
)
を
平
方
根
と
す
る
数
値
を
求
め
た
。

太
陽
の
近
地
点
は
五
七
六
(
二
四
×
二
四
)
×

d
で
、
離
心
中
心
は
四
九
(
七
×
七
)
×

d
で
あ
る
は
ず
だ
と
し
た
(
遠
地
点
は
六
一
一
五
(
二
五
×
二
五
)
×

d
と
な
る
)
。
同
様
に
、
月
の
近
地
点
は
二
ハ
(
四
×
四
)
×

d
で
あ
る
は
ず
だ
と
し
た
。
こ
れ
以
外
は
示
し
て
い
な
い
が
、
真
の
数
値
は
こ
の
よ

う
に
調
和
あ
る
は
ず
だ
と
信
じ
た
。
何
故
な
ら
、
「
造
物
主
が
測
り
知
れ
な
い
知
恵
に
よ
っ
て
、
万
物
を
最
も
確
実
な
数
、
重
さ
、
寸
法
を
あ

(
幻
)

て
て
創
造
し
た
」
(
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
二
)
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
ボ
ダ
ン
は
水
星
、
金
星
と
太
陽
と
の
関
係
を
問
題
に
し
た
。
水
星
と
金
星
は
太
陽
を
間
に
南
と
北
、
あ
る
い
は
前
後
に
く
っ
つ

い
て
、
同
じ
時
間
で
一
回
転
し
て
お
り
、
太
陽
の
衛
星
だ
と
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
へ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
説
を
取
り
込
み
、
水
星
と
金
星
は
太
陽

の
回
り
を
廻
り
な
が
ら
、
太
陽
と
同
じ
天
で
地
球
の
回
り
を
廻
っ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
可
能
性
は
観
測
値
に
合
わ

ジャン・ボダンの生涯(五)

な
い
し
、
何
よ
り
も
旧
約
(
出
エ
ジ
プ
ト
二
五
)
の
、
宇
宙
の
原
型
た
る
左
右
に
各
々
三
本
の
小
枝
を
従
え
た
黄
金
の
燭
台
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈

に
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
は
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
、
水
星
と
金
星
は
太
陽
に
く
っ
つ
い
て
地
球
の
回
り
を
廻
る
と
い
う
意
味
で
の
衛
星

だ
と
し
た
。
ま
た
、
地
球
に
近
い
順
を
太
陽
、
水
星
、
金
星
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
始
め
古
代
の
哲
学
者
、
そ
れ
に
彼
の
主

要
な
源
泉
で
あ
る
イ
プ
ン
・
エ
ズ
ラ
の
十
戒
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
も
そ
の
点
で
否
定
し
た
。

こ
う
し
た
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
の
宇
宙
観
か
ら
、
ボ
ダ
ン
は
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
を
批
判
し
た
。
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
強

か
っ
た
『
方
法
論
』
で
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
旧
約
H
へ
も
フ
ラ
イ
主
義
の
宇
宙
観
が
確
立
し
て
く
る
『
国
家
論
』
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説

(
的
)

以
後
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
は
「
古
代
の
ピ
ロ
ラ
オ
ス
、

論

エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
の
臆
説
」
を
復
活
し
た
も

の
、
し
か
も
よ
り
混
乱
さ
せ
て
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
動
説
の
根
拠
は
、
天
動
説
に
お
け
る
第
八
恒
星
天
、
ボ
ダ
ン
で
は
第
一

O
天
の

「
人
間
の
理
解
力
を
越
え
た
信
じ
難
い
速
さ
」
の
回
転
で
あ
り
、
そ
れ
に
休
息
の
方
が
運
動
よ
り
高
貴
で
あ
り
、
従
っ
て
下
位
の
地
球
が
動

い
て
、
高
貴
な
太
陽
や
恒
星
天
が
動
か
な
い
方
が
そ
れ
に
適
う
と
い
う
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
的
立
場
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
も
こ
の
天
動
説
の
弱
点

を
認
め
、
気
違
い
じ
み
た
速
さ
の
回
転
に
は
庸
踏
し
た
。
第
八
恒
星
天
が
二
四
時
間
で
一
回
転
す
る
円
周
は

(50ち
叫
×
仏
)
×
N

×
ω

十
、
四
億
六
九
五
六
万
二
八
四
五
ロ

l
マ
里
〔
六
億
九
四
九
五
万
一
一

δ
二
回
、
ち
な
み
に
時
速
二
八
九
五
万
六
三
七
五
回
、
マ
ッ
ハ
二
万
三
六
五
主
で
あ

り
、
ボ
ダ
ン
の
第
一

O
天
は
、
そ
の
三
倍
の
所
を
誤
っ
て
、
そ
の
一

O
倍
だ
と
し
た
。
こ
の
点
、

〔
偽
〕
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
、

セ
レ
ウ
コ
ス
、

ア
ル
キ
メ
デ
ス
、

ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
、

エ
ク
パ
ン
ト
ス
、

エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
の
よ
う
に
、
地
球
を
宇
宙

の
中
心
に
お
い
て
自
転
運
動
を
与
え
る
だ
け
な
ら
、

ま
だ
誤
り
は
小
さ
い
が
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
説
は
ひ
ど
く
馬
鹿
げ
た
も
の
だ
と
批
判
す

る
。
天
上
界
の
同
質
性
を
破
壊
し
て
お
り
、
天
上
界
の
調
和
、
宇
宙
の
階
層
秩
序
に
反
す
る
し
、
地
球
に
固
有
の
運
動
を
三
つ
(
自
転
、
公

転
、
震
動
)
与
え
て
お
り
、
自
然
学
の
原
則
に
反
す
る
。
そ
れ
に
、
こ
れ
が
当
時
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
が
ブ
ル

l
ノ
な
ど
ご
く
数
人
の
新
プ
ラ
卜

ニ
ズ
ム
の
魔
術
的
思
想
家
以
外
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
だ
が
、
感
覚
的
経
験
と
聖
書
の
権
威
に
反
す
る
。
要
す
る
に
、

彼
の
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
宇
宙
観
、
そ
れ
に
常
識
に
反
す
る
が
故
に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ボ
ダ
ン
の
宇
宙
観
か
ら
は
、
占
星
術
は
当
然
成
立
す
る
。
天
上
界
は
神
の
月
下
界
に
対
す
る
自
然
的
支
配
の
任
務
を
遂
行
す
べ
く
創
造
さ

れ
た
か
ら
で
あ
り
、
階
層
秩
序
の
宇
宙
か
ら
も
、
経
験
的
に
も
(
特
に
月
と
太
陽
の
「
燈
火
星
」
)
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
ボ
ダ
ン
は
当
時

の
占
星
術
、
一
方
で
決
定
論
、
運
命
論
化
し
て
、
人
間
の
自
由
意
志
と
神
の
全
能
を
排
除
す
る
傾
向
、
他
方
で
魔
術
化
し
て
、
人
聞
が
天
上

界
を
操
作
で
き
る
な
ど
と
い
う
「
倣
慢
」
に
陥
り
|
こ
れ
は
動
物
が
人
聞
を
操
作
で
き
る
と
す
る
の
と
同
じ
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
|
、
悪
魔
に

取
入
ら
れ
る
傾
向
を
激
し
く
批
判
し
た
。
ま
た
、
彼
が
権
威
に
使
っ
た
イ
ブ
ン
・
エ
ズ
ラ
も
含
め
、
千
年
王
国
、
最
後
の
審
判
の
恐
怖
や
希

北法 37(5・72)678 



望
と
結
合
さ
せ
て
、
誤
謬
を
ふ
り
ま
い
て
い
る
こ
と
も
激
し
く
批
判
し
治
そ
し
て
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
を
最
大
の
権
威
と
し
、
黄
道
一
二

宮
と
恒
星
を
根
幹
と
す
る
伝
統
的
な
占
星
術
を
、
第
八
、
九
天
の
運
動
(
歳
差
)
に
よ
る
恒
星
と
一
一
一
宮
の
ず
れ
に
よ
っ
て
l
魚
座
は
今
や
白

羊
宮
に
、
牡
羊
座
は
金
牛
宮
に
入
っ
て
い
る
l
、
根
拠
な
し
と
否
定
し
た
。
黄
道
二
一
宮
、
三
宮
、
家
と
い
っ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
『
国
家

論
』
『
魔
女
論
』
で
は
大
変
革
の
理
論
と
し
て
使
っ
て
い
た
上
位
惑
星
の
「
大
合
」
も
否
定
し
む
む
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
伝
統
的
な

占
星
術
の
「
多
く
の
誤
謬
」
の
否
定
で
あ
っ
て
、
占
星
術
自
体
の
否
定
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
は
ピ
コ
な
ど
の
占
星
術
批
判
に
対
し
て
、
伝

統
的
な
占
星
術
批
判
と
い
う
点
で
は
同
意
し
た
が
、
神
の
す
ば
ら
し
い
御
技
を
示
す
べ
き
占
星
術
そ
れ
自
体
は
断
固
擁
護
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
惑
星
に
よ
る
占
星
術
、
そ
れ
も
へ
プ
ラ
イ
語
の
意
味
や
旧
約
と
そ
の
イ
プ
ン
・
エ
ズ
ラ
、
ア
イ
ロ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
に
よ
る
旧

約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
占
星
術
に
見
出
し
た
。

月
下
界
に
対
す
る
支
配
が
経
験
的
に
か
な
り
よ
く
解
る
の
は
、
月
と
太
陽
の
「
燈
火
星
」
で
あ
る
。
月
は
水
(
潮
の
干
満
)
を
支
配
し
、
生

物
で
は
肝
臓
(
栄
養
力
)
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
生
物
は
月
が
欠
げ
る
と
栄
養
力
が
弱
ま
り
、
温
・
湿
を
失
い
、
満
月
に
は
血
が
ふ
つ

と
う
し
、
脳
の
膨
張
、
時
に
そ
の
破
裂
に
よ
る
発
狂
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
月
を
誕
生
の
惑
星
(
地
球
か
ら
遠
い
土
星
、
木
星
、
火
星
・
:
の
順

に
、
土
曜
日
の
第
一
時
間
か
ら
一
時
間
ず
つ
割
り
当
て
た
も
の
で
、
各
曜
日
は
そ
の
惑
星
が
そ
の
第
一
時
間
を
支
配
)
に
も
つ
者
は
、

そ
の
へ
プ
ラ
イ
語
が
意

ジャン・ボダンの生涯(五)

味
す
る
よ
う
に
、
色
白
に
な
る
。
惑
星
の
中
心
に
あ
っ
て
唯
一
光
を
発
す
る
太
陽
は
月
よ
り
ず
っ
と
支
配
力
が
強
く
、
空
気
(
風
)
を
支
配

し
、
生
物
の
心
臓
(
生
命
力
)
を
支
配
し
て
い
る
。
神
に
よ
る
悪
人
の
処
罰
、
戦
争
、
伝
染
病
は
太
陽
の
周
期
(
二
八
年
七
×
四
)
や
そ
の
二
四

回
(
四
三
ハ
)
の
大
周
期
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
の
数
秘
学
の
七
か
四
に
関
係
す
る
。
今
次
の
宗
教

つ
ま
り
宇
宙
創
造
五
五
五
一
年
も
然
り
で
、
そ
の
数
七
年
で
終
結
し
よ
う
。
そ
し
て
、
太
陽
と
月
の
「
燈

戦
争
が
始
ま
っ
た
一
五
八
五
年
、

火
星
」
は
両
者
が
宇
宙
創
造
時
の
秋
分
点
上
で
(
宇
宙
創
造
は
太
陽
が
秋
分
点
上
の
九
月
一
五
日
、
天
秤
宮
に
あ
る
と
き
で
あ
っ
た
)
合
か
反
に
な
っ
た
と

き
最
も
支
配
力
を
増
し
、
ペ
ル
シ
ア
王
ダ
リ
ウ
ス
の
敗
北
、

ペ
リ
ク
レ
ス
の
敗
北
等
、

そ
の
直
後
に

マ
ケ
ド
ニ
ア
王
ペ
ル
セ
ウ
ス
の
敗
北
、
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国
家
の
大
変
革
を
引
き
起
こ
す
の
が
常
で
あ
る
。

以
上
の
「
燈
火
星
」
以
外
は
何
も
解
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
そ
の
惑
星
の
へ
プ
ラ
イ
語
の
意
味
か
ら
次
の
よ
う
だ
と
し
た
。
水
星
を
誕
生

論

の
惑
星
に
も
つ
者
は
理
解
、
記
憶
力
に
す
ぐ
れ
、
雄
弁
に
な
る
傾
向
を
も
ち
、
金
星
の
者
は
美
し
く
て
丈
夫
、
火
星
の
者
は
強
く
て
勇
敢
(
胆

汁
を
支
配
)
、
木
星
の
者
は
公
正
を
重
ん
じ
、
誠
実
で
友
情
に
厚
く
(
頭
脳
を
支
配
)
、
土
星
の
者
は
平
静
で
、
膜
想
的
(
牌
臓
を
支
配
)
に
な
る
傾

向
が
強
い
。
こ
の
点
、
土
星
の
支
配
す
る
土
曜
日
は
膜
想
の
た
め
の
特
別
な
日
(
土
曜
日
こ
そ
が
安
息
日
)
な
の
で
あ
る
。

か
か
る
惑
星
に
よ
る
占
星
術
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
ミ
ク
ロ
コ
ス
ぞ
ス
の
対
応
に
、
ボ
ダ
ン
は
宇
宙
の
左
右
の
位
置
を
付
け
加
え
た
。
寸
宇

宙
の
原
型
」
た
る
モ

l
ゼ
の
神
殿
や
ア
イ
ロ
ン
を
権
威
に
、
彼
は
左
右
を
西
、
東
に
お
く
ギ
リ
シ
ア
〔
正
面
・
北
〕
、
東
、
西
に
お
く
ロ

l
マ
〔
正

面
・
南
〕
、
北
、
南
に
お
く
キ
リ
ス
ト
教
〔
正
面
・
東
〕
の
伝
統
を
否
定
し
、
南
、
北
〔
正
面
・
西
〕
に
お
い
た
。
太
陽
、
そ
れ
に
北
の
惑
星
た
る

金
星
、
南
の
惑
星
た
る
水
星
の
作
用
に
よ
っ
て
、
右
・
北
は
左
・
南
よ
り
強
・
温
で
、
右
・
北
は
肝
臓
、
力
、
動
、
男
、
悪
と
関
連
し
、
左
・

南
は
牌
臓
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
、
休
、
女
、
善
と
関
連
す
る
。
こ
の
点
を
詳
細
に
扱
っ
た
の
が
気
候
風
土
論
と
呼
ば
れ
る
国
民
性
の
理
論
で
あ

ス
v

。

『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』

こ
の
著
作
は
父
親
が
息
子
の
質
問
に
答
え
る
と
い
う
対
話
の
形
式
を
と
り
、
子
供
の
教
育
の
延
長
線
上
に
あ
る
倫
理
学
の
著
作
で
あ
り
、

「
ど
ん
な
徳
も
中
庸
に
は
あ
り
え
ず
、
人
間
の
最
高
善
は
徳
の
行
為
に
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
表
題
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ

(
貯
)

レ
ス
の
通
説
批
判
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
あ
る
研
究
者
が
言
う
よ
う
な
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
の
た
め
の
批
判
書
な
ど
で
は
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な
く
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
主
義
的
、
政
治
的
な
倫
理
学
は
唯
一
神
が
創
造
し
、
絶
対
的
に
支
配
す
る
宇
宙
H
被
造
物
界
H
自
然
界
に

お
け
る
人
間
の
位
置
づ
け
に
反
す
る
と
い
う
批
判
で
あ
り
、
宗
教
的
な
倫
理
学
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
父
や
ス
コ
ラ
の
キ
リ

ス
ト
教
の
伝
統
が
や
っ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
ボ
ダ
ン
は
そ
れ
を
不
充
分
だ
、
充
分
普
遍
的
な
真
の
宗
教
に
合
致
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い

と
批
判
す
る
。
そ
の
原
因
は
キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
、
初
期
教
父
の
教
え
に
反
し
て
、
唯
一
神
か
ら
離
れ
た
こ
と
で
あ
り
、

て
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
の
伝
統
か
ら
離
れ
た
た
め
に
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
自
然
と
神
の
秘
密
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
の
宗
教
的
な
倫
理
学
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
は

序
倫
理
学
の
主
題
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
善
と
悪
、
善
と
目
的
の
捉
え
方
が
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
と

批
判
す
る
。

ボ
ダ
ン
は
善
を
「
そ
れ
を
享
受
す
る
者
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
」
と
定
義
し
、
最
高
善
、

と
す
る
。
神
だ
け
が
唯
一
自
体
で
善
に
し
て
、

つ
ま
り
人
間
に
と
っ
て
享
受
し
て
最
も
有
益
な

も
の
は
神
で
あ
る
、

一
切
の
善
が
そ
こ
か
ら
出
、
何
の
悪
も
出
て
こ
な
い
善
の
源
泉
だ
か
ら

ジャン・ボダンの生涯(五)

で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
そ
の
証
拠
に
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「
何
故
私
を
善
と
呼
ぶ
の
か
。
唯
一
の
神
以
外
に
善
は
な
い
」
(
マ
タ
イ
一
九
)
を
持
ち

三
位
一
体
を
否
定
し
て
、
徹
底
し
た
唯
一
神
を
守
ろ
う
と
し
た
。
な
お
、

m
p
O
 

F
h
d
 

ウ
，

戸

hυn，
t
 

内ぺ
υ法'

V
U
 

E
寸イ

出
し
、

キ
リ
ス
ト
自
ら
が
神
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
し
、

そ
れ
に
続
く
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「
も
し
命
に
入
り
た
い
と
思
う
な
ら
、
い
ま
し
め
を
守
り
な
さ
い
」
も
後
に
決
定
的
に
重
要
な
権
威
づ
け
に

用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
著
作
は
彼
の
考
え
る
普
遍
的
な
真
の
宗
教
に
キ
リ
ス
ト
教
を
組
み
込
む
意
図
も
持
っ
て
い
る
。

で
は
、
悪
と
は
何
か
。
存
在
論
的
に
善
に
し
て
一
切
の
善
の
源
泉
た
る
神
が
創
造
し
、
支
配
す
る
こ
の
宇
宙
、
被
造
物
界
、
自
然
界
は
す

べ
て
が
善
で
あ
り
、
悪
は
存
在
し
え
な
い
。
こ
の
宇
宙
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
神
の
善
に
あ
ず
か
る
程
度
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
そ

そ
し



説

の
位
置
に
応
じ
て
善
の
階
層
秩
序
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
が
宇
宙
創
造
後
、
す
べ
て
を
善
と
し
た
通
り
で
あ
る
(
創
世
二
。
従
っ
て
、

マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の
よ
う
に
、
悪
は
、
聞
が
光
の
欠
如
で
あ

論

悪
は
「
無
」
で
あ
り
、
旧
約
(
ヨ
プ
三
四
、
イ
ザ
ヤ
四
五
)
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、

る
よ
う
に
、
「
善
の
欠
知
」
、
あ
る
い
は
最
高
善
た
る
神
か
ら
離
れ
る
「
よ
り
少
な
く
善
(
善
の
減
少
)
」
と
す
る
し
か
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

ス
ト
テ
レ
ス
は
善
と
悪
を
対
立
さ
せ
て
善
悪
二
元
論
の
立
場
を
と
り
、
し
か
も
善
は
有
限
だ
が
悪
は
無
限
だ
と
し
、
悪
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
従

っ
て
、
質
料
か
ら
生
ず
る
と
し
た
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
一

6
、一一
6
、
七
M
参
照
)
と
激
し
く
批
判
す
る
。

マ
ニ
教
の
よ
う
に
「
馬
鹿
げ
か
っ

不
敬
慶
な
」
説
だ
と
激
し
く
批
判
す
る
。
こ
の
宇
宙
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
質
料
で
あ
れ
悪
魔
で
あ
れ
す
べ
て
、
善
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
万
物
が
被
造
物
と
し
て
創
造
主
た
る
神
の
善
に
あ
ず
か
る
か
ら
で
あ
る
。
悪
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
万
物
の
創
造
主
に
し
て
一

切
の
善
の
源
泉
た
る
神
が
悪
の
源
泉
に
な
っ
て
矛
盾
す
る
し
、
ま
た
同
じ
被
造
物
た
る
あ
る
も
の
は
善
で
、
あ
る
も
の
は
悪
と
な
っ
て
矛
盾

す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
善
悪
二
元
論
は
全
能
の
神
が
創
造
し
た
宇
宙
の
調
和
を
破
壊
し
て
し
ま
い
、
善
が
有
限
、
悪
が
無
限
な
ら
ば
、

(
鈎
)

善
は
悪
に
滅
ぼ
さ
れ
、
世
界
は
逆
様
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

悪
は
神
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、
「
善
の
欠
如
」
で
あ
る
。
神
が
そ
の
善
、
そ
の
支
え
を
引
っ
込
め
る
と
、
光
が
な
く
な
る
と
聞
に
な
り
、
柱

を
取
る
と
建
物
が
壊
れ
る
よ
う
に
、
戦
争
、
疫
病
、
凶
作
、
そ
の
他
の
禍
、
更
に
は
世
界
の
終
末
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
人
聞
に
関
し
て
述

べ
れ
ば
、
惑
は
「
よ
り
少
な
く
善
(
善
の
減
少
)
」
で
あ
る
。
人
聞
が
盗
み
、
姦
淫
、
殺
人
そ
の
他
の
神
の
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
を
な
し
、
神

か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
程
寸
よ
り
少
な
く
善
」
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
両
者
を
同
じ
盾
の
表
裏
の
関
係
に
あ
る
、

と
す
る
。
神
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
人
、
集
団
、
場
所
に
天
使
と
悪
魔
を
役
人
と
し
て
割
り
当
て
、
神
の
命
令
に
従
う
者
に
報
酬
、
違
反
す

る
者
に
処
罰
と
い
う
原
則
で
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
る
。
戦
争
、
疫
病
、
凶
作
そ
の
他
の
禍
は
神
の
命
令
に
違
反
す
る
者
た
ち
に
対
し
、
神

が
そ
の
善
を
引
っ
込
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
死
刑
執
行
人
と
し
て
の
悪
魔
を
使
つ
て
の
処
罰
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
む
し
ろ
「
戦
禍
、
疫
病
、

凶
作
は
神
の
意
志
と
裁
き
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
か
ら
善
で
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
」

ア
リ
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で
は
、
善
人
の
方
が
禍
を
こ
う
む
り
、
悪
人
の
方
が
栄
え
て
い
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
神
が
善
人
を
厳
し
く
罰
し
て
試
練
に
か
け
、
正

し
い
道
を
歩
ま
せ
る
の
に
対
し
、
悪
人
は
見
捨
て
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
神
か
ら
厳
し
い
処
罰
を
受
け
る
こ
と
こ
そ
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
神
に

選
ば
れ
た
民
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
り
、
(
ヨ
プ
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
)
様
々
な
禍
を
こ
う
む
る
こ
と
こ
そ
神
に
選
ば
れ
た
善
人
で
あ
る
こ
と

の
証
な
の
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
で
荒
れ
狂
う
宗
教
戦
争
を
神
の
処
罰
で
あ
り
、
む
し
ろ
善
だ
と
考
え
た
し
、
そ
の
な
か
で
禍
を
こ

う
む
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
彼
が
神
に
選
ば
れ
た
善
人
で
あ
る
こ
と
の
証
の
一
つ
だ
と
自
信
を
深
め
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
、
彼
は
人
間
の
自
由

(
削
)

意
志
に
よ
る
神
の
命
令
違
反
に
し
か
悪
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

次
に
、
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
善
と
目
的
を
同
一
視
し
た
と
と
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』
一

1
、
2
、
7
参
照
)
を
批
判
す
る
。
あ
る
も
の
の
善

は
そ
の
も
の
に
関
係
し
、
そ
の
も
の
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
が
、
目
的
は
「
存
在
理
由
」
で
あ
り
、
そ
の
も
の
の
外
に
あ
り
(
目
的
は

神
に
至
る
宇
宙
の
階
層
秩
序
の
上
昇
系
列
で
あ
る
)
、
全
く
別
で
あ
る
。
例
え
ば
、
動
物
の
目
的
は
人
間
の
食
用
で
あ
り
、
そ
れ
が
動
物
に
と
っ
て
善

だ
な
ど
と
考
え
る
者
は
よ
も
や
い
ま
い
。
同
様
に
、
人
間
の
目
的
と
善
は
全
く
異
な
る
。
人
間
の
目
的
は
万
物
の
最
終
目
的
で
あ
る
神
の
栄

ジャン・ボダンの生涯(五)

光
に
仕
え
る
こ
と
で
あ
り
、
悪
人
や
暴
君
も
神
に
報
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
に
仕
え
る
の
で
あ
る
(
簸
言
一
六
、
出
エ
ジ
プ
ト
九
)
。

悪
人
や
暴
君
が
間
違
い
な
く
確
実
に
神
の
報
復
に
あ
う
こ
と
こ
そ
、
こ
の
世
に
決
し
て
悪
を
許
さ
な
い
神
の
善
性
と
全
能
の
神
の
栄
光
の
秘

密
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

倫
理
学
の
主
題
と
幸
福

ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
倫
理
学
の
主
題
を
、
そ
れ
自
体
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
幸
福
H
目
的
H
最
高
善
と
設
定
し

た
の
を
批
判
し
、
倫
理
学
の
主
題
は
「
幸
福
た
る
べ
き
人
間
」
だ
と
す
る
。
最
高
善
そ
れ
自
体
(
存
在
論
的
に
最
高
善
)
は
神
で
あ
っ
て
、
神
学

の
対
象
で
あ
る
し
、
行
為
に
関
す
る
学
は
そ
の
行
為
か
ら
益
を
得
る
者
を
主
題
に
す
る
。
例
え
ば
医
学
は
健
康
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
健
康

北法 37(5・77)683 



説

た
る
べ
き
人
聞
を
主
題
に
す
る
。
我
々
が
健
康
で
あ
れ
善
で
あ
れ
美
で
あ
れ
欲
す
る
の
は
、
そ
れ
自
体
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
を
我
々
が

(
即
)

享
受
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
倫
理
学
の
主
題
設
定
は
、
幸
福
主
義
的
性
格
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
暖
昧
に

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
倫
理
学
を
神
が
創
造
し
、
絶
対
的
に
支
配
す
る
宇
宙
に
お
け
る
人
間
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
は
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
の
幸
福
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
至
福
が
神
に
「
到
達
し
、
所
有
す
る
こ
と
L

、
あ
る
い
は
神
を

論

「
享
受
し
、
所
有
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
す
る
ス
コ
ラ
の
伝
統
を
、
有
限
な
被
造
物
に
は
不
可
能
な
こ
と
と
一
言
の
も
と
に
否
定
す
る
。
そ

し
て
、
幸
福
を
旧
約
、
何
よ
り
も
申
命
記
の
、
神
法
を
め
ぐ
る
人
聞
の
根
源
的
な
二
者
択
一
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
命
」
と
「
死
」
に
根

拠
づ
け
る
(
申
命
コ
一
O
始
め
六
、
八
、
二
八
等
々
、
集
会
一
五
、
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
六
、
そ
れ
に
マ
タ
イ
一
九
の
キ
リ
ス
ト
の
一
言
葉
「
も
し
命
に
入
り
た
い
と
思
う

な
ら
、
い
ま
し
め
を
守
り
な
さ
い
」
)
。
つ
ま
り
、
神
法
を
後
の
義
務
論
の
所
で
明
ら
か
な
よ
う
に
十
戒
に
限
定
し
、
神
法
の
十
戒
を
守
り
、
徳
に
従

っ
て
悪
徳
を
避
け
た
者
だ
け
に
報
酬
と
し
て
与
え
ら
れ
る
「
最
も
長
く
続
き
、
最
も
祝
福
さ
れ
た
命
」
、
現
世
だ
け
で
な
く
、
よ
り
幸
福
に
な

れ
る
来
世
の
「
命
L

に
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
が
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
神
法
の
十
戒
は
神
が
宇
宙
創
造
の
際

つ
ま
り
自
然
法
の
再
確
認
で
あ
り
、
徳
は
そ
こ
に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
H
徳
に
従
う

者
に
の
み
報
酬
と
し
て
与
え
ら
れ
る
祝
福
・
救
済
に
幸
福
を
根
拠
づ
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
は
一
方
で
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
に
忠
実
に
、

祝
福
・
救
済
は
神
法
を
め
ぐ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
や
福
音
な
ど
何
の
関
係
も
な
い
と
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
、
他
方
で
ユ
ダ
ヤ
の

伝
統
に
反
し
て
、
神
法
を
十
戒
だ
け
に
限
定
し
、
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
立
場
を
取
り
、

に
与
え
た
法
、

キ
リ
ス
ト
も
自
分
と
同
じ
立
場
だ
と
証
拠
に
持
ち
出
し
た
。

で
は
、

そ
う
し
た
幸
福
の
な
か
で
最
高
の
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「
最
も
大
き
く
、
最
も
永
続
す
る
快
楽
」
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、

エ
ウ
ド

ク
ソ
ス
の
言
う
よ
う
な
感
覚
的
快
楽
な
ど
は
問
題
外
で
あ
る
(
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
俗
説
と
は
違
っ
て
こ
の
説
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
断
罪
す
べ
き
で
あ

る
)
。
動
物
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
後
に
「
死
」
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
そ
れ
が
神
の
事
受
に
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
と
す
る
。
何
故
な
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ら
、
神
が
最
善
、
最
美
に
し
て
、
こ
の
世
の
一
切
の
善
、
美
の
源
泉
だ
か
ら
で
あ
る
。

神
の
享
受
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
神
の
光
の
強
烈
な
流
出
(
あ
る
い
は
反
射
)
を
受
け
て
、
神
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
詩

人
王
ダ
ビ
デ
が
「
ま
こ
と
に
あ
な
た
の
栄
光
の
御
顔
を
見
る
こ
と
に
ま
さ
る
快
楽
は
な
い
」
(
詩
篇
二
ハ
)
と
歌
う
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
聞

に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
、
太
陽
の
強
烈
な
光
を
見
る
よ
う
な
受
動
的
(
あ
る
い
は
、
鏡
に
写
っ
た
も
の
を
見
る
よ
う
な
反
射
的
)
な
も
の
と
し
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
知
恵
の
王
ソ
ロ
モ
ン
の
言
う
(
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
六
)
、
神
に
密
着
し
た
状
態
で
あ
り
、
魂
が
肉
体
か
ら
完
全

に
分
離
し
て
神
に
密
着
し
た
状
態
で
あ
る
。
ス
ト
ア
が
熱
望
し
た
、
一
切
の
欲
望
・
情
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
魂
の
安
ら
ぎ
、
平
静
、
不
動
と

い
っ
た
理
想
が
実
現
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
の
法
悦
的
享
受
は
唯
一
目
覚
め
た
状
態
で
神
を
見
た
モ

l
ゼ
(
民
数
一
三
、
出
エ
ジ
プ

ト
三
、
三
三
)
を
別
格
に
、
夢
や
幻
覚
の
な
か
で
神
を
見
た
イ
ザ
ヤ
(
六
)
、

(
胤
)

数
の
予
言
者
だ
け
が
享
受
し
え
た
も
の
で
あ
る
。

エ
ゼ
キ
エ
ル

エ
リ
ヤ
(
列
王
・
上
一
九
)
な
ど
ご
く
少

一O
)
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

ボ
ダ
ン
は
幸
福
と
は
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
リ
徳
に
従
う
者
に
対
す
る
神
の
報
酬
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
最
高
の
幸
福
は
神
の
享
受
で
あ

る
と
い
う
観
点
か
ら
様
々
な
説
を
批
判
し
、
幸
福
の
序
列
を
確
定
し
て
ゆ
く
が
、
ボ
ダ
ン
の
結
論
の
方
を
先
に
述
べ
て
お
く
と
、
こ
う
で
あ

る
。
神
法
の
十
戒
日
自
然
法
日
徳
に
従
う
者
に
は
神
の
光
の
流
出
が
あ
り
、
驚
嘆
す
べ
き
調
和
、
秩
序
、
秘
密
を
隠
し
た
自
然
界
の
知
識
に

導
か
れ
、
そ
う
し
た
驚
嘆
す
べ
き
作
品
を
造
り
、
絶
対
的
に
支
配
す
る
神
の
測
り
が
た
い
力
、
善
、
知
恵
、
美
の
認
識
に
導
か
れ
、
神
に
対

す
る
愛
に
と
ら
え
ら
れ
、
激
し
い
愛
で
神
を
愛
し
て
い
る
と
、
神
の
予
言
の
光
の
流
出
が
あ
り
、
能
動
的
知
性
た
る
善
天
使
に
夢
や
幻
覚
の

な
か
で
導
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
、
神
に
対
す
る
激
し
い
愛
が
か
な
え
ら
れ
、
神
の
光
の
強
烈
な
流
出
の
な
か
で
神
を
見
る
と
い

う
神
の
享
受
に
ま
で
到
る
。
こ
の
自
然
界
の
知
識
l
神
の
認
識
|
神
に
対
す
る
愛
|
予
言
一
善
霊
に
よ
る
導
き
|
予
言
一
神
の
享
受
と
い
う

(
団
山
)

神
の
光
が
ま
す
ま
す
流
出
す
る
序
列
、
魂
が
ま
す
ま
す
肉
体
か
ら
分
離
し
て
神
に
近
づ
く
序
列
、
こ
れ
が
上
位
の
幸
福
の
序
列
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
は
様
々
な
説
を
批
判
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
幸
福
の
序
列
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
ト
ア
は
最
高
の
幸
福
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説

を
「
自
足
」
に
お
い
て
い
る
が
、
「
自
足
」
は
神
の
み
で
あ
り
、
人
聞
は
す
べ
て
を
神
に
の
み
負
っ
て
い
る
の
で
、
最
も
幸
福
た
ろ
う
と
す
る

な
ら
、
神
に
愛
さ
れ
、
享
受
で
き
る
よ
う
に
、
激
し
い
愛
で
神
を
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三A
日間

プ
ラ
ト
ン
(
『
パ
イ
ド
ン
』
)
は
最
高
の
幸
福
を
膜
想
に
お
い
て
い
る
が
、
膜
想
そ
れ
自
体
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
地
上
界
の
能
動
的
膜
想
か
ら

天
上
界
の
受
動
的
膜
想
へ
と
上
昇
し
、
肉
体
か
ら
分
離
し
て
、
能
動
的
知
性
た
る
善
天
使
、
更
に
神
の
強
烈
な
光
を
享
受
す
る
ま
で
飛
期
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
や
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
神
に
似
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
説
を
誤
解
し
て
、
あ
る
い
は
人
間
の
霊
魂
を

神
の
小
部
分
だ
と
誤
っ
て
考
え
て
、
最
高
の
幸
福
を
魂
の
神
と
の
一
致
、
結
合
に
お
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
被
造
物
に
は
不
可
能
な
こ
と
で

あ
り
、
む
し
ろ
ソ
ロ
モ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
魂
が
神
に
最
も
近
づ
き
、
密
着
し
た
状
態
に
お
く
べ
き
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
も
初
期
の
『
方
法
論
』

の
時
代
に
は
、
魂
の
浄
化
・
肉
体
か
ら
の
分
離
、
そ
し
て
神
へ
の
転
化
、
昇
華
、
合
一
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
を
旧
約
H
へ
。
フ
ラ
イ
主
義
化
し
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
幸
福
と
し
て
徳
の
行
為
、
肉
体
と
魂
の
健
康
、
魂
の
平
安
、

そ
れ
に
栄
光
、
富
、
権
力
、
名
声
、
美
し
い
容
姿
、
多

そ
の
他
多
く
の
も
の
を
並
べ
た
て
て
い
る
が
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』
一

8
)
、
こ
う
し
た
羅
列
は
何
よ
り
も
幸
福
の
序

列
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
羅
列
で
は
、
徳
の
行
為
に
最
高
の
幸
福
が
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
運
命
の
女
神
が
帆
を
ふ

く
ら
ま
す
者
の
方
が
貧
困
や
病
気
の
有
徳
な
人
物
よ
り
も
幸
福
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
徳
の
行
為
が
最
高
な
ど

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
運
動
が
休
息
を
目
的
と
し
、
行
為
が
よ
り
上
位
の
膜
想
に
向
う
よ
う
に
、
徳
の
行
為
は
よ
り
上
位
の
天
上
界
の

く
の
友
人
、
生
ま
れ
の
良
さ
、

膜
想
に
向
い
、
膜
想
は
そ
の
制
作
者
の
認
識
に
向
い
、
認
識
は
愛
に
向
い
、
愛
は
享
受
に
向
っ
て
上
昇
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
言
う
「
外
的
善
」
「
肉
体
の
善
」
「
霊
魂
の
善
」
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、
こ
う
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
「
外
的
善
」
は
大
部
分

む
し
ろ
有
害
だ
が
、
徳
の
結
果
と
し
て
神
に
富
や
名
声
を
恵
ま
れ
た
人
は
確
か
に
幸

福
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
肉
体
の
善
L

を
恵
ま
れ
た
人
は
も
っ
と
幸
福
で
あ
り
、
「
霊
魂
の
善
」
を
恵
ま
れ
た
人
は
よ
り
以
上
に
幸
福
で
あ

が
空
し
い
人
間
の
評
価
に
も
と
づ
く
も
の
で
無
価
値
、
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ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
不
充
分
で
、
更
に
、
能
動
的
知
性
た
る
善
天
使
と
の
交
わ
り
を
恵
ま
れ
た
人
は
も
っ
と
幸
福
で
あ
り
、

神
の
享
受
ま
で
恵
ま
れ
た
人
が
最
も
幸
福
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
、

ボ
ダ
ン
は
幸
福
が
キ
リ
ス
ト
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
を
自
ら
証
言
し
て
い
る
と
す
る
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「
永
遠
の
命
は
ま

こ
と
の
神
で
あ
る
あ
な
た
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
つ
か
わ
さ
れ
た
あ
な
た
を
知
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
(
ヨ
ハ
ネ
一
七
)
を
持
ち
出
し
、
こ
の

キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
も
批
判
す
る
。
神
を
知
る
こ
と
は
至
福
で
は
な
く
、
神
に
対
す
る
愛
の
前
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
神
を
知
れ
ば
必
ず
神
に

対
す
る
愛
に
と
ら
え
ら
れ
、
愛
は
常
に
愛
す
る
対
象
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
(
愛
が
常
に
享
受
を
め
ざ
す
か
ら
こ
そ
、
そ
の
希
望
が
な
い
と

{
胤
)

き
に
、
雅
歌
(
五
)
が
恋
煩
い
に
つ
い
て
歌
う
の
で
あ
る
)
、
神
の
享
受
が
人
聞
に
と
っ
て
最
高
の
幸
福
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
神
の
享
受
を
頂
点
と
す
る
幸
福
に
到
達
す
る
に
は
、
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
勿
論
、
「
神
の
命
令
を
果
た
す
こ
と
」
で
あ

る
。
人
間
の
前
に
は
神
法
の
十
戒
を
め
ぐ
る
根
源
的
な
二
者
択
一
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
神
法
の
十
戒
を
果
た
す
こ
と

で
あ
る
。
「
神
の
命
令
を
果
た
そ
う
と
意
志
す
る
者
は
誰
で
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
意
志
す
る
こ
と
が
万
人
の
義
務
で
あ
る
。
」

ボ
ダ
ン
は
こ
の
人
間
の
根
源
的
な
自
由
意
志
を
否
定
し
、
人
間
に
は
神
法
を
果
た
す
能
力
が
な
い
(
ア
ダ
ム
の
原
罪
に
よ
っ
て
失
っ
た
)
、
神
の
特

そ
れ
に
ス
ト
ア
を
激
し
く
批
判
す
る
。
こ
の
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の

別
な
助
け
な
し
に
は
果
た
せ
な
い
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

立
場
か
ら
す
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
、

キ
リ
ス
ト
自
身
と
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
、
殉
教
者
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、

キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
、
初
期
ア
ウ
グ
ス
テ

イ
ヌ
ス
と
い
っ
た
初
期
教
父
も
自
分
と
同
じ
立
場
だ
と
権
威
に
使
い
な
が
ら
や
っ
て
ゆ
く
。
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人
間
に
は
神
法
を
果
た
す
能
力
、
自
由
意
志
が
な
い
な
ど
と
す
る
こ
と
は
神
自
身
が
命
じ
、
容
易
に
果
た
せ
る
と
保
証
し
て
い
る
神
の
言

葉
を
否
定
し
、
も
っ
て
神
を
残
虐
な
暴
君
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
法
に
従
う
善
人
に
報
酬
、
従
わ
な
い
悪
人
に
処
罰
と
い
う
神
の
支
配
の

原
則
を
否
定
し
、
も
っ
て
悪
人
の
罪
を
神
に
転
嫁
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
行
為
の
原
理
は
意
志
で
あ
り
、
狂
気
な
ど
の
意
志
喪
失

状
態
以
外
で
は
、
す
べ
て
の
行
為
が
意
志
に
よ
る
、
従
っ
て
人
間
の
能
力
内
に
あ
る
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
意
志
だ
け
で
な
く
、
自
由
意



志
を
理
性
に
従
う
欲
求
で
あ
り
、
常
に
正
し
い
と
か
、

ア
キ
ナ
ス
の
よ
う
に
、
罪
を
意
志
で
は
な
く
、
理
性
の
欠
如
に
あ
る
と
す
る
の
は
根
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志
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
罪
は
な
く
、
罪
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
、
意

三A、
民間

本
的
に
誤
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
知
主
義
(
理
性
主
義
)
で
は
自
由
意
志
と
罪
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
悪
を
な
す
快
楽
の
た
め

だ
け
に
悪
を
な
す
悪
人
が
い
る
と
い
う
経
験
的
事
実
に
反
す
る
。
意
志
は
選
択
(
「
選
択
こ
そ
意
志
の
証
拠
に
他
な
ら
な
い
」
)
、
何
よ
り
も
善
悪
の
選

択
で
あ
っ
て
、
真
偽
の
判
断
に
係
わ
る
理
性
と
は
別
の
能
力
で
あ
り
、
意
志
の
方
が
理
性
よ
り
も
強
い
。
理
性
が
証
明
す
る
こ
と
を
信
じ
る

か
信
じ
な
い
か
を
決
め
る
の
は
意
志
で
あ
り
、
理
性
が
不
可
能
と
証
明
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
の
も
意
志
で
あ
る
。
意
志
、
自
由
意
志
こ
そ

が
人
間
の
根
源
的
能
力
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
神
法
を
果
た
す
に
は
神
の
「
通
常
の
助
け
」
(
自
然
的
作
用
)
で
は
不
可
能
で
、
「
特
別
の
助
け
」
(
超
自
然
的
作
用
、
思
寵
)
が
必
要
だ
な

ど
と
い
う
考
え
は
「
一
息
た
り
と
も
吐
い
て
も
吸
つ
で
も
な
ら
な
い
」
。
眼
が
始
源
に
神
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
能
力
に
よ
っ
て
、
神
の
特
別

の
恩
寵
な
し
に
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
人
間
の
霊
魂
も
始
源
に
神
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
自
由
意
志
の
能
力
に
よ
っ
て
、
神

の
特
別
の
恩
寵
な
し
に
、
悪
を
避
け
、
善
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
し
て
や
、
人
間
の
霊
魂
に
は
始
源
に
神
に
よ
っ
て
、
土
に
植
物
、
鉱

物
、
金
属
の
種
子
が
植
え
つ
け
ら
れ
、
水
に
魚
貝
類
の
種
子
が
植
え
つ
け
ら
れ
た
の
と
同
様
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
徳
の
種
子
L

が
植
え
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
自
由
意
志
で
神
の
命
令
を
果
た
そ
う
と
意
志
す
る
者
に
は
神
の
特
別
の
助
け
が
与
え
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も

(
附
)

自
由
意
志
が
主
で
、
恩
寵
は
補
助
に
す
ぎ
な
い
。

こ
う
し
て
、
ボ
ダ
ン
は
神
法
の
十
戒
を
果
た
す
こ
と
が
人
間
の
義
務
だ
と
確
定
し
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
少
し
立
ち
入
る
。
最
高
の
義
務

は
「
全
き
心
か
ら
神
に
仕
え
る
こ
と
」
、
心
か
ら
神
を
愛
し
、
賛
美
し
、
神
に
の
み
依
り
頼
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ボ
ダ
ン
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
愛
を
同
等
者
問
、
類
似
者
聞
の
も
の
だ
と
し
た
こ
と
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』
八
7
、
8
、
日
)
を
激
し
く
批
判
す
る
。
中
間
の
義
務
は
「
祖

国
・
公
共
に
奉
仕
、
父
母
に
敬
愛
、
親
類
・
縁
者
に
慈
愛
、
す
べ
て
に
正
義
」
で
あ
る
。
低
次
の
義
務
に
は
ボ
ダ
ン
は
触
れ
て
い
な
い
が
、



勿
論
、
十
戒
の
三
分
割
の
最
後
の
部
分
、
殺
す
な
か
れ
、
姦
淫
す
る
な
か
れ
、
盗
む
な
か
れ
云
々
の
欲
望
・
情
念
の
抑
制
で
あ
る
。

徳
三A
日冊

幸
福
が
徳

(
H
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
)
の
道
を
歩
む
者
だ
け
に
、
そ
し
て
歩
い
た
道
程
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
神
の
報
酬
で
あ
る
な
ら
、
ボ

ダ
ン
は
そ
の
徳
に
つ
い
て
は
ど
う
捉
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

ボ
ダ
ン
は
ま
ず
、
徳
を
「
魂
の
称
賛
す
べ
き
習
慣
」
(
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
「
魂
の
え
た
称
賛
す
べ
き
性
質
」
)
、
悪
徳
を
そ
の
欠
如
と
定
義
し
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ
れ
に
従
う
多
く
の
者
が
悪
徳
を
欠
如
で
は
な
く
、
実
態
と
み
な
し
た
と
批
判
す
る
。
徳
と
悪
徳
は
益
ロ
と
悪
、
光
と
閣
の

関
係
に
あ
り
、
無
知
が
誤
り
や
愚
か
さ
の
獲
得
で
は
な
く
て
知
識
の
欠
知
で
あ
り
、
悪
徳
が
無
思
慮
、
不
節
制
、
不
正
等
、
接
頭
語
宮
を
つ

け
て
呼
ば
れ
る
の
も
欠
如
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
徳
を
知
識
(
凹
門
町
E
U
)
と
知
恵
(
印
呂
町
E
S
)
か
ら
な
る
膜
想
の
徳
、
術
(
常
的
)

と
思
慮
(
胃

E
B
Z印
)
か
ら
な
る
行
為
の
徳
の
二
種
に
分
類
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
性
格
的
徳
と
思
惟
的
徳
の
分
類
を
批
判
す
る
。
ス
ト

ジャン・ポダンの生涯(五)

ア
に
従
っ
て
性
格
的
徳
を
否
定
し
、
そ
し
て
徳
は
中
庸
に
あ
り
を
否
定
す
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
霊
魂
を
人
間
に
固
有
の
思
惟
部
分
、
動
物
と
共
通
の
欲
求
部
分
、
動
植
物
と
共
通
の
栄
養
部
分
に
分
け
、
そ
の
欲
求

部
分
に
性
格
的
徳
を
設
定
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
霊
魂
が
一
つ
で
あ
る
以
上
、
ま
た
そ
の
多
様
な
能
力
の
統
轄
者
が
思
惟
で
あ
る
以
上
、

思
惟
的
徳
し
か
あ
り
え
な
い
。
欲
求
能
力
が
思
惟
能
力
の
命
令
に
強
制
的
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る
動
物
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
徳
な

ど
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
思
惟
能
力
で
欲
求
能
力
を
支
配
し
た
霊
魂
に
は
「
命
」
、
欲
求
能
力
に
支
配
さ
れ
た
動
物
的
な
霊
魂
に
は

「死」、

と
い
う
人
間
の
根
源
的
な
自
由
意
志
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
報
酬
と
処
罰
に
反
す
る
、
と
。

ボ
ダ
ン
が
性
格
的
徳
を
否
定
す
る
の
は
、
ス
ト
ア
の
よ
う
に
欲
望
・
情
念
か
ら
の
解
放
に
し
か
徳
を
認
め
な
い
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
旧

つ
ま
り
自
由
意
志
に
徳
を
根
拠
づ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
誤
り

約
、
特
に
申
命
記
の
、
人
間
の
根
源
的
な
二
者
択
一
、
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説

は
思
惟
を
理
性
と
捉
え
、
意
志
を
理
性
に
従
う
動
物
的
な
欲
求
、
従
っ
て
常
に
正
し
い
と
捉
え
て
、
そ
こ
に
性
格
的
徳
を
設
定
し
た
こ
と
に

あ
る
。
意
志
、
自
由
意
志
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
選
択
、
何
よ
り
も
善
悪
の
選
択
で
あ
り
、
人
聞
に
固
有

の
根
源
的
能
力
で
あ
り
、
理
性
よ
り
も
強
い
思
惟
の
最
大
の
能
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ボ
ダ
ン
は
、
旧
約
、
特
に
申
命
記
の
、
人
間
の

根
源
的
な
二
者
択
一
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
自
由
意
志
に
つ
い
て
暖
昧
で
、
性
格
的
徳
を
取
り
込
ん
だ
ア
イ
ロ
ン
や
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
よ
り

(
削
)

も
徹
底
し

τ、
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
徹
底
し
た
自
由
意
志
論
の
立
場
を
と
っ
た
。

そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
徳
は
中
庸
に
あ
り
、
両
極
端
の
悪
徳
の
中
間
に
あ
り
と
い
う
非
常
に
広
ま
っ
た
説
を
批
判
す
る
。
ま
ず
、

徳
は
す
べ
て
思
惟
的
徳
で
あ
り
、
思
惟
的
徳
は
中
庸
に
は
な
い
か
ら
、
徳
は
中
庸
に
は
な
い
。
思
惟
的
徳
も
中
庸
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
完

全
に
知
識
の
あ
る
者
は
悪
し
き
者
で
、
中
程
度
に
知
識
の
あ
る
者
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

三A‘
日間

「
黄
金
の
中
庸
」
説
は
自
然
に
反
す
る
。
自
然
界
に
あ
っ
て
は
一
と
一
が
対
立
し
、
一
と
多
が
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
、

二
つ
の
悪
徳
と
対
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
悪
は
無
限
で
、
善
は
有
限
、
従
っ
て
悪
徳
は
無
限
で
、
徳
は
有
限
な
ら
、
中
間
も
徳

一
つ
の
徳
が

も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
自
然
的
存
在
は
、
ま
た
、
そ
の
力
の
限
り
作
用
す
る
の
で
あ
っ
て
(
火
や
太
陽
は
そ
の
力
の
限
り
燃
え
、
光
る
)
、
中
程
度

に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
徳
も
自
然
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
間
の
力
の
限
り
の
極
端
に
あ
り
、
中
庸
に
は
な
い
。
神
の
最
高
の

命
令
は
「
あ
な
た
の
心
を
つ
く
し
、
魂
を
つ
く
し
、
力
を
つ
く
し
て
神
を
愛
し
、
常
に
そ
の
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
き
な
さ
い
」
(
申
命
六
)
で

あ
り
、
こ
こ
に
最
高
の
徳
が
あ
る
。
他
の
徳
で
も
同
じ
で
、
最
も
勇
敢
で
、
最
も
正
義
に
か
な
い
、
最
も
節
制
す
る
極
端
に
あ
る
。

例
え
ば
、
物
惜
し
み
し
な
い
心
の
広
さ
は
与
え
過
ぎ
る
放
漫
と
喜
奮
の
中
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』
四
1
)
に
な
ど
な
く
、
喜
ん
で
可
能
な
限
り
の
極

端
に
ま
で
、
そ
れ
に
値
す
る
人
に
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
過
多
と
過
小
の
中
を
と
る
公
正

な
裁
判
官
、
不
正
取
得
で
あ
れ
殺
人
で
あ
れ
、
一
方
の
利
得
と
他
方
の
損
失
を
二
分
し
て
均
等
に
す
る
よ
う
な
裁
判
官
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』
五
4
)

ほ
ど
不
正
な
裁
判
官
は
な
く
、
利
得
の
す
べ
て
を
損
失
を
こ
う
む
っ
た
者
に
返
還
さ
せ
、
中
程
度
で
は
な
く
厳
し
く
処
罰
す
る
の
が
公
正
な
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裁
判
官
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
ど
ほ
ど
の
欲
望
・
情
念
に
と
ら
わ
れ
た
中
庸
な
ど
に
で
は
な
く
、
徳
は
一
切
の
欲
望
・
情
念
か
ら
解
放
さ
れ
た

極
端
に
あ
る
。
ほ
ど
ほ
ど
に
情
欲
に
と
ら
わ
れ
、
ほ
ど
ほ
ど
に
淫
乱
で
あ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
愚
鈍
と
け
な
し
た
(
『
ニ

コ
マ
コ
ス
』
三

uiu)
一
切
の
情
欲
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
に
徳
は
あ
ろ
う
し
、
ほ
ど
ほ
ど
に
恐
怖
し
、
平
静
さ
を
失
う
こ
と
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』

三
6
1
9
)
に
で
は
な
く
、
何
事
も
恐
れ
ず
平
静
で
あ
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
態
度
に
徳
は
あ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
中
庸
、
中
聞
は
人
、
時
、
所
、
状
況
に
よ
っ
て
違
う
相
対
的
な
も
の
だ
、
「
小
人
に
と
っ
て
の
過
多
は
巨
人
に
と
っ
て

の
過
小
」
な
の
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
で
は
同
じ
も
の
が
徳
に
も
悪
徳
に
も
な
っ
て
し
ま
い
、
倫
理
学
は
成
立
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
ま
た
、
徳
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
幸
福
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
徳
が
中
間
に
あ
る
な
ら
、
最
高
の
幸
福
も
中
間
に
あ
り
と
い
う

奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

ジャン・ボダンの生涯(五)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
デ
ル
ア
オ
イ
の
ア
ポ
ロ
の
神
託
「
や
り
過
ぎ
る
な
」
を
誤
解
し
た
の
だ
。
こ
れ
は
欲
望
・
情
念
を
抑
制

せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
徳
は
ほ
ど
ほ
ど
の
中
庸
に
あ
り
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
徳
と
悪
徳
は
善
と
そ
の
欠
如
と
し

て
の
悪
、
光
と
そ
の
欠
如
と
し
て
の
閣
の
関
係
に
あ
り
、
術
と
無
術
(
宮
内
叫
丘
町
凶
)
、
思
慮
と
無
思
慮
、
正
義
と
不
正
、
節
制
と
不
節
制
、
知
識

と
無
知
、
知
恵
と
無
知
恵

PE--25w)
と
、
徳
と
そ
の
欠
如
と
し
て
の
悪
徳
の
関
係
に
あ
り
、
極
端
ほ
ど
有
徳
な
の
で
あ
る
、
と
し
た
。

ボ
ダ
ン
は
徳
を
知
識
と
知
恵
か
ら
な
る
膜
想
の
徳
、
術
と
思
慮
か
ら
な
る
行
為
の
徳
の
二
種
に
分
類
し
た
が
、
こ
れ
を
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ

で
権
威
づ
け
、
説
明
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
創
造
と
エ
デ
ン
の
園
(
創
世
一
土
ニ
)
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
に
簸
言
合
一
二
三
を
付
け
加
え
て
、
こ

う
主
張
す
る
。
人
間
の
霊
魂
に
は
始
源
に
神
に
よ
っ
て
、
土
に
植
物
、
鉱
物
、
金
属
の
種
子
が
植
え
つ
け
ら
れ
、
水
に
魚
員
類
の
種
子
が
植

え
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
徳
の
種
子
L

が
植
え
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
人
間
の
意
志
や
神
の
作
用
に
よ
っ
て
成
長
し
て
二
本

の
木
(
「
善
悪
を
知
る
木
」
と
「
命
の
木
」
)
と
な
り
、
思
慮
の
実
と
命
の
実
、
つ
ま
り
知
恵
の
実
を
つ
け
る
。
徳
の
二
本
柱
が
思
慮
と
知
恵
に
あ
る

要
す
る
に
、

」
と
は
歳
言
(
二
四
)
か
ら
も
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
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説

そ
し
て
、
神
が
ベ
ザ
レ
ル
に
与
え
た
五
つ
の
贈
与
(
出
エ
ジ
プ
ト
三
こ
か
ら
具
体
的
に
二
種
の
徳
の
内
容
と
序
列
を
決
定
す
る
。
神
の
五
つ
般

の
贈
与
と
は
神
の
霊
、
知
恵
、
知
識
、
思
恵
、
制
作
術
の
五
つ
で
あ
り
、
こ
こ
に
徳
の
す
べ
て
が
序
列
を
な
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
の
脳

神
の
霊
、
つ
ま
り
能
動
的
知
性
た
る
善
天
使
の
贈
与
と
は
予
言
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
の
自
由
意
志
だ
け
で
は
到
達
し
え
な
い
の
句

で
、
徳
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
第
二
の
知
恵
は
「
唯
一
の
永
遠
の
神
に
全
き
心
か
ら
仕
え
る
こ
と
」
に
あ
り
、
神
の
測
り
し
れ
な
い
無
限
の
力
、
一
一

善
、
美
、
知
恵
を
認
識
し
、
全
き
心
か
ら
神
を
愛
し
、
神
に
の
み
依
り
頼
む
こ
と
に
あ
り
、
敬
鹿
さ
と
非
敬
慶
さ
の
区
別
に
あ
る
。
第
三
の
北

知
識
は
神
が
創
造
し
、
絶
対
的
に
支
配
す
る
驚
嘆
す
べ
き
自
然
界
の
認
識
に
あ
り
、
真
と
偽
の
区
別
に
あ
る
。
第
四
の
思
慮
は
人
間
生
活
の

女
王
で
、
善
と
悪
、
名
誉
と
不
名
誉
の
区
別
に
あ
る
。
第
五
の
術
は
手
仕
事
の
こ
と
で
、
有
益
と
無
益
の
区
別
に
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ボ
ダ

ン
は
知
恵
と
知
識
か
ら
な
る
膜
想
の
徳
、
思
慮
と
術
か
ら
な
る
行
為
の
徳
の
二
分
割
、
序
列
化
を
権
威
づ
け
た
が
、
そ
の
実
態
は
神
法
の
十

戒
空
茶
割
、
序
列
化
で
あ
り
、
人
間
の
神
と
の
関
係
の
徳
と
人
間
間
の
徳
な
の
で
あ
匂

術
に
関
し
て
は
、

論

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
完
全
な
術
を
知
恵
、
優
れ
た
彫
刻
家
を
知
恵
あ
る
者
と
呼
ぶ
こ
と
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』
六
7
)
を
激
し
く

批
判
す
る
。
最
高
の
徳
で
あ
る
知
恵
を
卑
し
い
職
人
の
技
術
、
し
か
も
呪
わ
る
べ
き
偶
像
作
成
の
絵
画
・
彫
刻
術
(
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
一
四
)
|

卑
し
い
快
楽
に
仕
え
る
料
理
術
や
役
者
・
見
せ
物
術
も
呪
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
同
一
視
し
た
と
激
し
く
批
判
す
る
。

思
慮
に
関
し
て
は
、
ボ
ダ
ン
は
プ
ラ
ト
ン
が
思
慮
に
あ
ら
ゆ
る
徳
を
含
め
た
こ
と
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
プ
ラ
ト
ン
を
旧
約
日
へ
ブ
ラ
イ

化
し
て
理
解
し
た
。
ま
ず
、
思
慮
を
二
種
類
に
分
け
、
知
識
の
応
用
や
行
為
に
関
す
る
学
問
の
実
践
知
、
そ
れ
に
「
習
慣
と
な
っ
た
行
為
」

に
関
す
る
思
慮
で
、
善
き
こ
と
と
悪
し
き
こ
と
、
名
誉
な
こ
と
と
不
名
誉
な
こ
と
、
正
義
に
か
な
っ
た
こ
と
と
不
正
な
こ
と
の
区
別
に
あ
る
。

問
題
は
後
者
で
あ
る
。
後
者
の
思
慮
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
言
う
よ
う
に
、
思
慮
、
勇
気
、
節
制
の
三
つ
で
、
そ
の
三
者
聞
に
調
和
が
あ
る
状
態

が
正
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
が
支
配
し
|
思
慮
|
、
欲
望
・
情
念
が
服
従
し
|
情
念
の
抑
制
と
し
て
の
勇
気
、
欲
望
の
抑
制
と
し
て
の

節
制
、
か
く
し
て
霊
魂
の
各
部
分
に
本
来
そ
れ
に
属
す
る
も
の
を
与
え
た
調
和
あ
る
状
態
が
正
義
で
あ
る
。
思
慮
の
徳
が
思
慮
、
勇
気
、



節
制
の
三
つ
か
ら
な
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
秘
密
に
通
じ
た
知
恵
者
ソ
ロ
モ
ン
が
造
ら
せ
た
洗
盤
の
三
つ
の
像
、
人
間
、
ラ
イ
オ
ン
、
牛
(
列

王
・
上
七
)
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
で
権
威
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
二
頭
だ
て
の
馬
車
の
比
輸
を
作
り
か
え
、
取
者
は
思
慮
で
は

な
く
て
意
志
、
手
綱
が
理
性
、
二
頭
の
馬
が
怒
り
(
情
念
)
と
欲
望
で
あ
り
、
意
志
が
理
性
を
用
い
て
怒
り
(
情
念
)
と
欲
望
を
抑
制
し
た
状

態
、
こ
れ
が
思
慮
、
勇
気
、
節
制
で
あ
り
、
か
く
し
て
理
性
に
二
、
怒
り
(
情
念
)
に
三
、
欲
望
に
四
の
八
度
(
一
対
二
)
、
五
度
合
一
対
一
二
)
、
四

度
(
三
対
四
)
の
調
和
が
生
ま
れ
た
状
態
、
こ
れ
が
正
義
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
思
慮
の
徳
も
あ
く
ま
で
も
人
間
固
有
の
自
由
意
志
に
基
づ
く

も
の
で
あ
り
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
動
物
に
も
あ
る
(
『
ニ
コ
マ
コ
ス
』
六
日
参
照
)
な
ど
と
す
る
こ
と
は
、
動
物
に
も
自
由
意
志
と
責
任

能
力
が
あ
る
と
す
る
こ
と
に
な
る
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
と
批
判
し
た
ο

ジャン・ボダンの生涯(五)

正
義
に
は
、
先
の
全
体
的
正
義
(
霊
魂
の
各
部
分
に
そ
の
属
す
る
も
の
を
与
え
る
と
い
う
、
思
慮
の
徳
す
べ
て
を
含
む
正
義
)
と
は
別
に
、
各
人
に
各
人

に
属
す
る
も
の
を
与
え
る
と
い
う
特
殊
的
正
義
が
あ
る
が
、
ボ
ダ
ン
は
こ
れ
も
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
化
す
る
。
こ
の
実
践
的
正
義
は
裁
判
や
紛

争
で
各
人
に
各
人
に
属
す
る
も
の
を
与
え
る
実
践
知
、
私
人
の
施
政
者
に
対
す
る
服
従
、
弱
者
の
強
者
か
ら
の
保
護
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で

な
く
、
ヘ
プ
ラ
イ
語
の
正
義
(
仲
間
包
国

g
〔
叩

E
E島
〕
詩
篇
二
二
)
が
含
む
よ
う
に
、
隣
人
聞
の
相
互
援
助
義
務
、
特
に
貧
し
い
人
に
対
す
る
援

助
義
務
も
含
め
て
理
解
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
産
や
金
銭
は
神
が
貧
し
い
人
に
施
す
よ
う
に
委
ね
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
り
、

高
利
貸
・
銀
行
業
は
正
義
に
反
し
た
息
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ボ
ダ
ン
は
最
も
高
貴
な
こ
と
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
天
上
の
輪
(
メ
ル
カ
パ

l
解
釈
で
、
知
恵
が
最
高
の
徳
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
天
上
の
輪
を
プ
ラ
ト
ン
の
馬
車
、
ソ
ロ
モ
ン
の
洗
盤
と
関
連

そ
れ
に
第
四
の
鷲
に
引
か
れ
た
天
上
の
馬
車
だ
と
し
、

エ
ゼ
キ
エ
ル

一
O
)
の
ア
レ
ゴ
リ

づ
け
、

四
つ
の
生
物
、

つ
ま
り
ソ
ロ
モ
ン
の
洗
盤
と
同
じ
人
問
、
ラ
イ
オ
ン
、
牛
、

第
四
の
鷲
が
知
恵
の
こ
と
だ
と
す
る
。
そ
れ
は
霊
魂
が
神
を
見
ょ
う
と
、
肉
体
や
地
上
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
空
高
く
飛
期
し
、
「
霊
の
太
陽
L

(
イ
ザ
主
た
る
神
の
光
を
受
け
、
最
も
高
貴
な
神
的
な
こ
と
ど
も
の
認
識
を
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

エ
ゼ
キ
エ
ル
の
天
上
の
輪
に
は
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説

知
恵
者
た
ち
、
特
に
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
(
『
迷
え
る
者
の
導
き
』
コ
一
1
1
7
)
が
説
明
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
神
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

(
川
)

摘
し
て
、
徳
の
根
拠
づ
け
、
説
明
を
終
わ
る
。

こ
う
し
て
、
ボ
ダ
ン
は
徳
を
旧
約
日
へ
プ
ラ
イ
主
義
で
権
威
づ
け
、
説
明
し
た
後
に
、
再
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト

論

教
の
神
学
的
三
徳
批
判
に
向
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
は
真
実
、
廉
恥
、
親
愛
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
で
は
徳
で
も
悪
徳
で
も
な
い
も
の
を

徳
と
し
た
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
例
え
ば
、
真
実
を
言
う
こ
と
が
大
罪
に
あ
た
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
嘘
を
つ
く
こ
と
が
名
誉
な
こ
と
、
神
の

意
に
か
な
う
場
合
も
あ
り
(
例
え
ば
、
出
エ
ジ
プ
ト
二
、
真
実
も
嘘
も
そ
れ
自
体
で
は
徳
で
も
悪
徳
で
も
な
い
。
親
愛
は
そ
れ
自
体
で
は
徳
で
は

な
く
、
正
義
が
伴
わ
な
け
れ
ば
悪
人
ど
も
の
結
託
に
す
ぎ
ず
、
正
義
に
付
随
す
る
親
愛
だ
け
が
徳
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理

学
が
政
治
的
人
間
学
な
ら
、
ボ
ダ
ン
の
倫
理
学
は
宗
教
的
人
間
学
な
の
で
あ
匂

キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
的
三
徳
批
判
は
、
神
に
対
す
る
信
何
、
希
望
、
愛
の
三
徳
を
自
然
的
徳
で
は
な
く
、
人
間
の
力
で
は
不
可
能
で
、
神

の
恩
寵
に
よ
る
注
入
だ
と
す
る
こ
と
は
人
間
の
根
源
的
な
自
由
意
志
に
反
す
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
神
に
対
す
る
信
何
、
希
望
、
愛
と
は

旧
約
の
言
う
知
恵
、
つ
ま
り
全
き
心
か
ら
神
を
信
じ
、
愛
し
、
神
に
の
み
依
り
頼
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
然
の
原
則
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
、
人
間
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
原
則
は
そ
の
創
造
者
に
し
て
支
配
者
、
最
善
・
最
美
に
し
て
一
切
の
善
・
美

の
源
泉
た
る
神
を
力
の
限
り
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、
自
然
界
の
こ
と
を
少
し
で
も
知
れ
ば
、
す
ぐ
に
神
の
善
、
美
、

知
恵
、
力
を
知
り
、
神
に
対
す
る
愛
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
信
何
と
は
自
由
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
知
識
の

よ
う
な
理
性
や
証
明
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
も
の
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
り
、
強
制
さ
れ
た
信
仰
は
も
は
や
信
何
で
は
な
い
。
も
し
外
部

そ
れ
が
神
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
自
由
意
志
に
よ
る
同
意
と
は
み
な
さ
れ
え
ず
、
強
制
で
あ
り
、
も
は
や
信
何
で

か
ら
注
入
さ
れ
る
の
な
ら
、

は
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
自
由
意
志
だ
け
で
知
恵
を
獲
得
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
だ
が
、
自
由
意
志
で
知
恵
に
ま
で
到
達
し
よ
う
と
努
め
る
者
に
は
神
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の
特
別
な
助
け
が
与
え
ら
れ
、
神
か
ら
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
王
が
激
し
い
愛
に
燃
え
て
、
「
私
を
引
き
寄
せ
て
下
さ
い
、

あ
な
た
の
後
に
つ
い
て
、
急
い
で
行
け
る
よ
う
に
」
(
雅
歌
こ
と
祈
る
よ
う
に
。
キ
リ
ス
ト
も
「
父
が
引
き
寄
せ
て
下
さ
ら
な
け
れ
ば
、
誰
も

私
の
所
に
来
る
こ
と
は
な
い
」
(
ヨ
ハ
ネ
六
)
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
神
の
特
別
な
助
け
は
補
助
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で

(
川
)

も
自
由
意
志
が
主
な
の
で
あ
る
。

四

徳
に
到
達
す
る
方
法

最
後
に
、
ボ
ダ
ン
は
以
上
述
べ
た
徳
に
到
達
す
る
方
法
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
て
い
る
。
徳
に
到
達
す
る
方
法
に
は
、
ヒ
ッ
パ
ル
コ
ス
や

プ
ラ
ト
ン
が
言
う
よ
う
に
、
自
然
、
教
化
、
訓
練
の
三
つ
が
あ
る
が
、
子
供
の
時
の
教
育
が
決
定
的
に
大
事
で
あ
る
。
そ
の
要
諦
は
子
供
の

時
か
ら
悪
徳
に
ひ
た
る
人
々
を
ペ
ス
ト
の
よ
う
に
避
け
、
有
徳
な
人
々
に
従
っ
て
、
有
徳
な
こ
と
を
喜
ぶ
習
慣
を
自
然
に
身
に
つ
け
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
間
の
霊
魂
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
あ
ら
ゆ
る
徳
の
種
子
」
を
自
然
に
成
長
さ
せ
、
そ
の
果
実
を
取
り
入

れ
る
こ
と
が
容
易
に
可
能
と
な
る
。
自
然
的
に
、
つ
ま
り
自
由
意
志
で
は
徳
に
到
達
で
き
な
い
な
ど
と
言
う
、
あ
る
い
は
弁
解
す
る
の
は
自

然
の
創
造
主
た
る
神
に
対
す
る
官
漬
で
あ
り
、
神
は
人
間
に
対
し
て
明
確
に
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
H
徳
を
め
ぐ
る
根
源
的
な
二
者
択
一
を

ジャン・ボダンの生涯(五)

課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
徳
に
到
達
す
る
最
も
短
か
く
、
最
も
容
易
な
道
は
、
最
高
の
徳
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
徳
の
根
本
た
る
知
恵
を
子
供
の
時
か
ら
め
ざ

す
こ
と
で
あ
る
。
知
恵
の
師
ソ
ロ
モ
ン
が
子
供
の
時
か
ら
知
恵
を
求
め
て
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
、
繰
り
返
し
神
に
祈
り
続
け
た
結
果
、
神
か

ら
知
恵
も
知
識
、
思
慮
も
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
(
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
八
、
九
)
。
ソ
ロ
モ
ン
始
め
旧
約
の
知
恵
者
た
ち
は
知
恵
の
要
諦
が
神
に
対
す

る
愛
と
恐
れ
に
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
神
を
激
し
く
愛
し
、
神
の
意
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
激
し
く
恐
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

神
は
無
限
の
善
で
あ
る
と
同
時
に
無
限
の
力
で
あ
り
、
厳
し
く
処
罰
す
る
の
で
あ
る
。
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説

そ
れ
が
神
の
処
罰
で
あ
り
、
そ
の
原
因
が
神
に
対
す
る
恐
れ
を
忘
れ
て
、
君
主
や
大
貴

族
が
何
樺
る
こ
と
な
く
悪
行
を
な
し
、
悪
し
き
臣
民
が
官
憲
に
証
拠
さ
え
つ
か
ま
れ
な
け
れ
ば
ど
ん
な
悪
行
を
し
て
も
良
い
ん
だ
と
し
た
こ

フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
こ
こ
で
宗
教
戦
争
に
触
れ
、

三A
日間

と
す
る
。
か
く
し
て
、
神
に
対
す
る
恐
れ
こ
そ
が
国
家
の
救
済
に
不
可
欠
な
根
本
だ
と
宗
教
的
国
家
観
を
提
示
す
る
。

神
に
対
す
る
愛
と
恐
れ
を
常
に
心
に
と
め
て
お
く
こ
と
と
並
ん
で
、
知
恵
の
も
う
一
つ
の
要
請
は
繰
り
返
し
神
に
祈
る
こ
と
、
特
に
日
の

出
前
の
朝
早
く
と
真
夜
中
に
祈
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
者
た
ち
が
深
い
眠
り
や
肉
の
快
楽
に
ふ
け
っ
て
い
る
こ
う
し
た
時
間
の
祈
り
が
す
ば

と
に
あ
る
、

ら
し
い
効
果
を
生
む
の
で
あ
る
(
詩
篇
二
二
回
、
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
六
)
。

そ
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
、

そ
れ
を
書
い
た
一
五
九
六
年
一
月
二
日
に
は
、
こ
う
し
た
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
の
宗
教
的
倫
理
学
を

教
え
込
み
、
生
活
習
慣
と
さ
せ
て
い
た
対
話
の
相
手
、
長
男
の
エ
リ
ー
は
既
に
死
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
う
終
っ
て
い
る
。
「
父
よ
、
こ

の
世
の
命
を
与
え
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ず
っ
と
長
く
続
き
、
ず
っ
と
幸
福
な
来
世
の
命
に
到
る
道
を
教
え
て
く
れ
た
・
:
あ
な
た
に
対
し

(
山
)

て
恩
知
ら
ず
に
も
、
先
に
死
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
ひ
ど
く
恐
れ
ま
す
。
」

『
七
賢
人
の
対
話
』

こ
の
著
作
は
、
国
際
自
由
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
諸
外
国
か
ら
や
っ
て
来
て
、
学
芸
の
保
護
者
(
貴
族
で
あ
ろ
う
)
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
に

保
護
さ
れ
て
い
る
、
主
人
を
含
め
宗
教
的
立
場
を
異
に
す
る
七
名
の
知
識
人
が
「
崇
高
な
も
の
の
隠
さ
れ
た
秘
密
」
、
つ
ま
り
形
而
上
学
H
神

学
の
奥
義
に
つ
い
て
か
わ
す
対
話
で
あ
る
。
主
人
た
る
ロ

l
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
、
年
老
い
た
ユ

ダ
ヤ
人
(
ユ
ダ
ヤ
教
徒
)
で
何
処
か
ら
来
た
か
不
明
の
サ
ロ
モ
ン
、
「
自
然
宗
教
L

論
者
で
ス
ペ
イ
ン
人
の
卜
ラ
ル
パ
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
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(
国
)

た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
の
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
で
フ
ラ
ン
ス
人
の
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、

ル
タ

l
派
で
ド
イ
ツ
人
の
フ
リ
デ
リ
ク
ス
、

そ
れ
に
真
の
宗
教
不
可
知
論
か
ら
全
宗
教
支
持
者
の
シ
エ
ナ
人
セ
ナ
ム
ス
の
七
名
で
あ
る
。

こ
の
著
作
に
は
登
場
人
物
が
も
う
一
人
、
宗
教
戦
争
に
引
き
裂
か
れ
た
祖
国
か
ら
亡
命
し
、
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
に
朗
読
者
と
し
て
保

護
さ
れ
て
い
る
「
私
」
が
お
り
、
「
私
」
が
祖
国
の
親
友
に
宛
て
て
、
七
賢
人
の
対
話
を
報
告
す
る
と
い
う
手
紙
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「
私
」

が
報
告
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
の
様
子
は
明
ら
か
に
ボ
ダ
ン
の
理
想
で
あ
り
、
先
ず
そ
れ
を
見
て
お
こ
う
。

「
私
」
は
内
戦
、
暴
君
、
過
酷
な
税
、
厳
し
い
監
視
と
い
っ
た
「
隷
属
L

に
さ
ら
さ
れ
た
祖
国
の
町
を
捨
て
、
困
難
な
船
旅
を
お
し
て
、

「
自
由
で
魂
の
安
ら
ぎ
の
あ
る
生
活
」
を
送
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
町
L

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
亡
命
し
た
。
ボ
ダ
ン
は
リ

l

(
問
)

グ
支
配
の
困
難
な
時
代
に
、
『
国
家
論
』
で
「
世
界
中
の
ど
の
都
市
よ
り
も
甘
美
な
自
由
が
あ
る
」
と
注
目
し
て
い
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
内
面

的
に
亡
命
し
た
の
だ
。
彼
が
行
っ
た
こ
と
も
な
い
こ
の
国
際
自
由
都
市
に
内
面
的
に
亡
命
し
、
舞
台
を
設
定
し
た
の
は
そ
の
自
由
、
何
よ
り

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
唯
一
だ
と
考
え
た
、
宗
教
的
多
元
主
義
を
認
め
る
そ
の
寛
容
の
故
で
あ
る
。
自
ら
は
サ
ン
・
マ
ル
コ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
真

の
宗
教
と
し
て
守
り
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
(
ゲ
ッ
ト
l
に
限
っ
て
だ
が
)
を
公
認
し
、
と
に
か
く
政
治
的
・
社
会
的
秩
序
を
乱

(
凶
)

さ
な
い
限
り
、
宗
教
の
こ
と
で
強
制
を
禁
ず
る
そ
の
寛
容
の
故
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
『
国
家
論
』
で
提
示
し
、
ラ
テ
ン
語
版
で
敷
市
し
て
い

ジャン・ボダンの生涯(五)

た
真
の
宗
教
と
宗
教
的
寛
容
の
問
題
、
つ
ま
り
一
つ
で
し
か
あ
り
え
な
い
真
の
宗
教
は
何
か
、
そ
し
て
真
の
宗
教
は
一
つ
で
し
か
あ
り
え
な

(
問
}

い
が
、
し
か
し
宗
教
の
こ
と
で
強
制
を
禁
じ
、
公
的
に
、
少
な
く
と
も
私
的
に
は
全
宗
教
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
宗
教
的
寛
容
の
問
題
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
唯
一
提
示
・
解
決
可
能
だ
と
考
え
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
舞
台
に
し
て
扱
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
世
俗
的
で
歓
楽
の
国
際
自
由
都
市
で
、
「
私
」
を
含
め
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
に
住
む
彼
ら
は
修
道
士
の
よ
う
な
禁
欲
的
で

膜
想
的
な
共
住
生
活
を
送
る
の
で
あ
る
。
二
ハ
世
紀
末
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
嫡
熟
期
を
迎
え
、
政
治
的
、
経
済
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
枢
の

地
位
か
ら
す
べ
り
落
ち
て
ゆ
く
の
と
反
比
例
し
て
、
世
俗
的
で
官
能
的
な
文
化
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
自
然
主
義
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
官
能
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説

的
な
絵
画
、
娼
婦
、
ヵ

l
ニ
ヴ
ア
ル
、
演
劇
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
華
美
な
賛
沢
の
歓
楽
が
花
開
い
て
い
た
。
彼
ら
は
こ
う
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

文
化
と
は
対
極
に
立
つ
、
修
道
士
の
よ
う
な
禁
欲
・
膜
想
生
活
を
送
る
わ
け
で
、
そ
れ
故
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
は
「
ミ
ュ
ー
ズ
と
徳
の
聖

所
」
と
呼
ば
れ
る
。

論

し
か
し
、
彼
ら
は
た
だ
一
点
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
文
化
と
共
通
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
運
動
に
始
ま
る
ユ

マ
ニ
ス
ム
文
化
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
り
、
避
難
所
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
「
ミ
ュ
ー
ズ
と
徳
の
聖
所
」
は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
メ
デ
ィ
チ
家
の
保
護
の
も
と
に
、
フ
イ
チ

l
ノ
の
ま
わ
り
に
形
成
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ィ
の
正
統
な
後
継
者
で

あ
り
、
避
難
所
な
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
分
裂
し
た
宗
派
聞
の
非
寛
容
、
宗
教
戦
争
に
引
き
裂
か
れ
た
な
か
で
、
か
つ
て
の
カ
ト
リ
ッ

ク
文
化
共
同
体
に
代
っ
て
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
文
化
共
同
体
が
生
ま
れ
、
避
難
し
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
、
特
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
そ
れ
が
世
俗
的

で
、
ア
ル
プ
ス
以
北
や
ボ
ダ
ン
の
そ
れ
が
宗
教
的
で
あ
れ
、
特
定
の
宗
派
と
は
関
係
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
通
底
す
る
共
通
の
文
化
で
あ

。
ヲ
匂

彼
ら
は
宗
教
や
国
籍
や
専
門
分
野
は
異
な
る
が
、
共
通
の
文
化
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
そ
れ
に
基
づ
く
生
活
様
式
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
「
誰
も

が
自
分
に
似
て
い
る
の
と
同
じ
程
、
彼
ら
全
員
が
似
か
よ
っ
て
い
る
L

と
さ
れ
る
。
信
仰
心
を
含
め
て
倫
理
的
に
高
潔
で
、
洗
練
さ
れ
た
会

話
や
マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け
、
対
話
で
互
い
に
啓
発
し
合
う
。
そ
の
基
礎
と
し
て
「
良
き
学
芸
」
(
ユ
マ
ニ
ス
ム
に
よ
る
自
由
学
芸
七
科
)
に
通
じ
、

古
典
古
代
様
式
の
詩
歌
・
音
楽
を
愛
好
し
、
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
理
想
で
あ
っ
た
コ
一
ヵ
国
語
(
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
へ
プ
ラ
イ
語
)
に
通
じ
て
い

る
。
古
代
が
中
心
だ
が
、
そ
れ
に
限
ら
ず
、
世
界
中
の
人
々
の
言
語
、
習
慣
、
国
民
性
や
自
然
誌
に
も
非
常
な
関
心
を
持
ち
、

ロ
ー
マ
、

リ
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
だ
け
で
な
く
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ノ

l
プ
ル
、

セ
ヴ
ィ

l
リ
ャ
、

ア
ン
ト
ウ
エ
ル
ペ
ン
な
ど
に
も
つ
友
人
と
の
文
通

に
よ
っ
て
世
界
中
の
情
報
を
得
て
い
る
。
彼
ら
の
研
究
生
活
が
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
、
奇
妙
な
こ
と
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
町
中
で
古
代
の
遺
物
を

収
集
し
l
こ
れ
は
明
ら
か
に
ロ

l
マ
の
古
代
発
掘
熱
の
写
し
で
あ
る
l
、
世
界
中
の
情
報
と
動
植
物
を
収
集
す
る
の
が
趣
味
の
コ
ロ
ナ
エ
ウ

北法 37(5・92)698 
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ス
の
邸
宅
で
保
障
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
膨
大
な
量
の
本
、
写
本
、
古
文
書
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
楽
器
、
数
学
・
天
文
器
機
が
備
わ
り
、

か
で
も
珍
し
い
の
が
自
然
界
を
写
し
た
寸
万
物
箱

(
E
E。吾
R
釦
)
L

、
自
然
界
の
完
全
数
六
を
基
に
、
縦
六
×
六
、
横
六
×
六
、

九
/、

の
小
室
を
も
っ
、

オ
リ

l
ヴ
の
木
で
で
き
た
正
方
形
の
箱
で
、
元
素
か
ら
恒
星
ま
で
を
そ
の
階
層
秩
序
に
従
っ
て
上
下
に
、
現
物
か
模
写
で

配
列
し
た
箱
で
あ
る
。
彼
ら
は
各
自
研
究
生
活
を
送
り
、
食
事
の
時
だ
け
一
緒
に
集
ま
っ
て
会
食
す
る
わ
け
だ
が
、
食
事
中
は
古
代
ロ

l
マ

式
に
朗
読
者
に
よ
る
朗
読
を
聞
き
、
食
後
に
、
神
に
感
謝
し
、
少
年
音
楽
隊
に
よ
る
竪
琴
、
笛
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
詩
篇
を
歌
っ
て
か
ら
、

対
話
で
互
い
に
啓
発
し
合
う
。
そ
し
て
、
対
話
で
知
何
に
激
し
く
対
立
し
よ
う
と
、
彼
ら
は
互
い
に
抱
き
合
い
、
友
情
を
確
認
し
合
っ
て
か

ら
、
各
自
の
部
屋
に
戻
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
や
国
籍
や
専
門
分
野
の
違
い
は
、
共
通
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
文
化
に
基
礎
を
お
く

彼
ら
の
友
情
の
共
住
生
活
に
何
の
妨
げ
と
も
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
知
識
、
徳
、
信
何
心
を
高
め
合
う
の
で
あ
る
。

対
話
の
説
明
・
分
析
に
入
る
前
に
、
ボ
ダ
ン
が
七
賢
人
の
誰
に
、
ど
の
範
囲
で
自
分
の
考
え
を
代
弁
さ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
簡

単
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
、
主
要
な
研
究
と
し
て
は
、
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
他
の
著
作
、
『
自
然
の
劇
場
』

(
凶
)

サ
ロ
モ
ン
説
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
、
我
々
が
『
自
然
の

『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
と
の
比
較
で
解
決
さ
れ
、
ボ
ダ
ン
H
ト
ラ
ル
パ
、

劇
場
』
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
の
注
で
示
し
た
よ
う
に
、
三
巻
ま
で
で
は
な
く
、
全
巻
に
わ
た
っ
て
比
較
可
能
で
あ
り
、
専
ら
サ
ロ
モ
ン
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

ル
パ
に
代
弁
さ
せ
て
お
り
、
セ
ナ
ム
ス
が
批
判
の
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
ボ
ダ
ン

H
ト
ラ
ル
パ
、
サ
ロ
モ
ン
説
が
か
な
り
正

確
に
的
を
射
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
不
充
分
で
あ
り
、
決
定
的
な
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
先
ず
、
比
較
の
対
象
を
『
国
家
論
』

『
魔
女
論
』
ま
で
拡
大
す
れ
ば
代
弁
者
が
テ
l
マ
に
よ
っ
て
全
員
に
拡
大
す
る
し
、
『
七
賢
人
の
対
話
』
は
他
の
ど
の
著
作
で
も
扱
わ
れ
て
い

な
い
普
遍
的
な
真
の
宗
教
と
そ
れ
と
の
関
連
で
の
宗
教
的
寛
容
の
問
題
を
テ

l
マ
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
サ
ロ
モ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
教
と

ト
ラ
ル
パ
の
「
自
然
宗
教
」
と
い
う
両
者
の
対
立
の
問
題
が
解
決
で
き
な
い
し
そ
こ
で
両
者
の
主
張
を
適
宜
ま
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
が
ボ
ダ

ン
説
だ
と
さ
れ
る
|
、
何
故
最
後
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
宗
教
的
寛
容
に
一
致
す
る
の
か
と
い
う
重
大
な
問
題
も
解
決
で
き
な
い
し
、
何 な

ト
フ

北法 37(5・93)699 
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よ
り
も
駄
目
な
の
が
ト
ラ
ル
パ
、

サ
ロ
モ
ン
だ
け
を
抜
き
出
す
と
い
う
最
も
安
易
な
方
法
を
と
っ
て
、
硬
直
し
た
ボ
ダ
ン
の
カ
パ
ラ
神
秘
主

ど
の
範
囲
で
代
弁
さ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
他
の

義
な
る
宗
教
思
想
を
で
っ
ち
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ボ
ダ
ン
が
誰
に
、

論

著
作
と
の
比
較
に
よ
っ
て
先
験
的
に
決
め
る
の
で
は
な
く
、
他
の
著
作
は
単
に
チ
ェ
ッ
ク
に
使
う
だ
け
で
、
こ
の
対
話
体
の
著
作
そ
れ
自
体

か
ら
読
み
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
著
作
自
体
で
は
、
二
重
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
設
定
は
七
賢
人
の
全
員
が
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
知
識
を
同
じ
程
身
に
つ
け
て

い
る
が
、
専
門
分
野
は
異
に
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
専
門
分
野
は
こ
の
時
代
の
世
界
観
で
は
、
対
象
の
階
層
秩
序
に
応
じ
た
序

列
を
な
し
、
七
賢
人
は
序
列
に
応
じ
て
ボ
ダ
ン
を
代
弁
す
る
。
最
上
位
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
膜
想
生
活
に
ば
か
り
ひ
た
る
老
人
サ
ロ
モ

(
凶
)

ン
で
あ
り
、
隠
さ
れ
た
自
然
と
神
の
秘
密
に
通
じ
た
形
而
上
学
H
神
学
者
、
む
し
ろ
奥
義
伝
授
者
で
あ
り
、
神
の
啓
示
段
階
の
ボ
ダ
ン
を
代

弁
す
る
主
役
で
あ
る
。
次
位
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
隠
さ
れ
た
秘
密
に
は
通
じ
て
お
ら
ず
、
自
然
H
理
性
段
階
に
と
ど
ま
る
が
、
自
然

(
凶
)

学
に
通
じ
た
ト
ラ
ル
パ
で
あ
り
、
自
然
H
理
性
段
階
の
ボ
ダ
ン
を
代
弁
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
専
ら
批
判
の
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
の
が
セ
ナ
ム
ス
で
あ
り
、
二
重
真
理
説
を
と
っ
て
自
然
界
か
ら
霊
を
追
放
し
、
形
而
上
学
で
は
不
可
知
論
の
立
場
を
と
る
パ
ド
ヴ
ァ
派
の

(
問
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
。
そ
の
中
間
に
悲
劇
作
家
で
旅
行
家
の
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
、
そ
れ
に
法
律
家
の
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
数
学
者

で
魔
女
学
者
の
ブ
リ
デ
リ
ク
ス
、
教
養
人
の
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
が
設
定
さ
れ
、
最
も
ぺ

l
ジ
を
費
や
さ
れ
る
テ

l
マ
、
キ
リ
ス
ト
教
批
判
で
は

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
上
位
二
者
に
付
い
て
主
に
文
献
学
で
ボ
ダ
ン
を
代
弁
し
、
後
三
者
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
批
判
の
対
象
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
従
っ
て
、

七
賢
人
の
序
列
は
圧
倒
的
上
位
に
サ
ロ
モ
ン
、
次
に
ト
ラ
ル
パ
、
次
に
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
で
あ
り
、

そ
れ
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
三
人
、

そ
し
て
圧
倒
的
下
位
に
セ
ナ
ム
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ボ
ダ
ン
の
愛
好
す
る
古
典
古
代
様
式
の
詩
の
割
り
当
て
で
も
同

じ
で
、

ト
ラ
ル
パ
、
オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
に
二
、
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
フ
リ
デ
リ
ク
ス
、

ム
ス
に

O
と
割
り
当
て
ら
れ
、
同
じ
序
列
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
発
言
回
数
で
全
体
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
最
も
発
言
回
数
の
多
い
ボ
ダ

サ
ロ
モ
ン
に
四
、

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
に
一
、

そ
し
て
セ
ナ

北法 37(5・94)700 



ジャン・ポダンの生涯(五)

l 巻 2 巻 3 巻 4 巻 5 巻 6 巻 計

オクタヴィウス 70 25 22 お m 78 191 

トラ Jレ，~ 2 飴O 19 30 15 86 218 

サロモン 4 33 410 臼0 指O 1020 認20

セナムス 4 x 55x 30x 39X 17 39 184 I 
アリデリクス 42 23 39x 42 89 236X 

クJレティウス 2 31 20 お 49X 鈎× 2泌 xl

コロナエウス 7 38 17 24 初 86 l幻 i

ン
の
代
弁
者
は
一
巻
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
(
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
は
司
会
者
を
兼
ね
て
い
る
)
、
二
巻
ト
ラ
ル
パ
、
三
巻
以
降

は
圧
倒
的
に
サ
ロ
モ
ン
で
あ
り
、
二
番
目
に
発
言
回
数
の
多
い
批
判
の
対
象
は
四
巻
ま
で
セ
ナ
ム
ス
、

(
悶
)

以
降
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
二
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
巻

も
う
一
つ
の
設
定
は
七
賢
人
の
対
話
を
報
告
す
る
「
私
」
が
ボ
ダ
ン
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
設
定

は
追
求
さ
れ
た
時
の
弁
明
用
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
私
」
こ
そ
が
最
初
と
最
後
で
ボ
ダ
ン

の
理
想
を
代
弁
す
る
基
本
的
な
設
定
で
あ
り
、
こ
の
設
定
か
ら
す
れ
ば
ボ
ダ
ン
は
七
賢
人
の
特
定
の
誰
か
と

い
う
以
上
に
、
対
話
か
ら
出
て
く
る
結
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
結
果
か
ら
見
て
い
く
や
り
方
を
と
っ
て
も
、

一
貫
し
て
ボ
ダ
ン
を
代
弁
し
て
い
る
の
は
サ
ロ
モ
ン
で
あ
り
、
ト
ラ
ル
パ
は
自
然
H
理
性
段
階
に
と
ど
ま
り
、

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
両
者
の
下
位
や
補
完
的
役
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
が
、
こ
の
や
り
方
だ
け

が
そ
れ
以
上
の
難
し
い
問
題
を
扱
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
ロ
モ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
ボ
ダ
ン
に
合
わ
せ

た
設
定
と
実
態
の
ず
れ
や
ボ
ダ
ン
に
反
し
た
設
定
に
よ
る
拘
束
が
生
じ
て
い
な
い
か
、
何
の
た
め
に
最
も
ペ

ー
ジ
数
を
費
や
し
て
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
批
判
を
や
る
の
か
、
何
故
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
最

後
に
宗
教
的
寛
容
に
積
極
的
に
同
意
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
難
し
い
問
題
は
、
七

で
は
対
話
の
説
明
・
分
析
に
入
っ
て
ゆ
こ
う
。

ダ
ン
の
位
置
づ
け
で
解
明
を
試
み
よ
う
。

ボ

導
入

北法 37(5・95)701 

七
賢
人
の
対
話
は
こ
れ
ま
で
に
歴
史
学
、
法
学
、
政
治
学
、
医
学
、
自
然
学
、
数
学
、
そ
し
て
こ
の
対
話
の
直
前
に
は
霊
魂
の
不
滅
と
善

人
に
は
報
酬
、
悪
人
に
は
処
罰
の
問
題
を
扱
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
朗
読
者
が
読
み
続
け
て
き
た
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ン
』
が
エ
ジ
プ
ト



説

の
ミ
イ
ラ
に
触
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
対
話
が
始
ま
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
中
近
東
旅
行
の
後
、

し
た
た
め
に
、
帰
り
の
船
で
激
し
い
嵐
に
見
舞
わ
れ
た
体
験
談
か
ら
、
こ
の
対
話
の
問
題
設
定
が
な
さ
れ
る
。
対
話
の
全
体
を
暗
示
す
る
オ

ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
体
験
談
は
こ
う
で
あ
る
。
彼
が
こ
っ
そ
り
ミ
イ
ラ
を
乗
せ
た
船
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
港
を
離
れ
て
大
海
原
に
出
る
や
、

エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
を
持
ち
帰
ろ
う
と

北法 37(5・96)702 

三a、
百冊

突
如
と
し
て
激
し
い
嵐
に
何
日
間
も
も
ま
れ
、
乗
客
た
ち
は
心
か
ら
神
に
祈
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
聖
母
、

聖
人
や
聖
餅
に
祈
り
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
は
主
イ
エ
ス
に
祈
り
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
は
詩
篇
一

O
七
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
歌
っ
て
祈
り
、
ま
た

あ
る
者
は
「
被
造
物
で
は
な
く
て
、
偉
大
な
神
」
に
祈
っ
た
し
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
ア
ッ
ラ
!
に
祈
っ
た
。

但
し
、
乗
客
の
一
人
に
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
兵
隊
が
お
り
、
こ
の
兵
隊
だ
け
は
神
を
回
目
漬
す
る
言
葉
を
吐
く
の
で
、
宗
教
の

異
な
る
者
の
祈
り
に
は
寛
容
で
あ
っ
た
乗
客
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
怒
り
、
叩
き
の
め
す
か
海
に
放
り
込
も
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ

ユ
ダ
ヤ
人
は
ア
ド
ナ
イ
に
祈
り
、

ウ
ス
が
こ
っ
そ
り
ミ
イ
ラ
を
海
に
捨
て
る
と
、
突
如
と
し
て
嵐
が
お
さ
ま
り
、
誰
と
も
知
れ
な
い
白
髪
の
老
人
の
指
導
の
も
と
に
全
員
が
両

手
を
天
に
差
し
伸
べ
て
、
「
不
死
の
神
」
に
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
、
無
事
に
ク
レ
タ
島
に
た
ど
り
着
け
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
体
験
談
か
ら
二
つ
の
問
題
設
定
が
な
さ
れ
る
。
①
何
故
エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
を
海
外
に
持
ち
出
そ
う
と
す
る
と
、
嵐
に
見
舞
わ
れ
る

の
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
蒸
発
物
の
作
用
と
い
っ
た
自
然
的
作
用
だ
げ
で
説
明
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
悪
魔
に
よ
る
超
自
然
的
作

用
な
の
か
。
こ
れ
は
神
、
そ
の
命
令
を
執
行
す
る
霊
(
善
霊
・
悪
霊
)
と
世
界
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
二
、
三
巻
で
扱
わ
れ
る
。
②
神
は
ど
の

宗
教
、
ま
た
ど
の
範
囲
の
宗
教
の
乗
客
の
祈
り
を
聞
き
入
れ
て
、
嵐
を
鎮
め
た
の
か
。
こ
れ
は
真
の
宗
教
と
宗
教
的
寛
容
の
問
題
で
あ
り
、

(
即
)

四
、
五
、
六
巻
で
扱
わ
れ
る
。

一. 

神
、
霊
(
善
霊
・
悪
霊
)
の
世
界
に
対
す
る
介
入

『
魔
女
論
』
、
『
自
然
の
劇
場
』
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、
神
、

そ
の
意
志
を
執
行
す
る
霊
が
世
界
に
介
入
し
、
こ
の
世
界
が
超
自
然
現
象
、



魔
女
・
魔
術
、
天
変
地
異
、
怪
物
、
群
来
魚
・
鳥
類
、

そ
の
他
諸
々
の
超
自
然
現
象
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
こ
と
、
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
自
然
界
必
然
説
、
世
界
永
遠
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
古
代
か
ら
現
在
ま
で
の
経
験
、
哲
学
的
理
性
、
旧
約
の
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
証

明
さ
れ
る
。
セ
ナ
ム
ス
の
二
重
真
理
説
を
と
り
、
自
然
界
か
ら
霊
を
追
放
し
よ
う
と
す
る
パ
ド
ヴ
ァ
流
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
、
そ
れ
に

新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
自
然
魔
術
師
ア
グ
リ
ツ
パ
と
そ
の
弟
子
ヴ
ィ

l
ア
流
の
反
魔
女
論
が
ト
ラ
ル
パ
の
哲
学
的
証
明
を
中
心
に
、
フ
リ
デ
リ

ク
ス
の
魔
女
論
に
よ
る
証
明
、
サ
ロ
モ
ン
の
旧
約
に
よ
る
証
明
、
そ
し
て
セ
ナ
ム
ス
を
除
く
全
員
の
古
代
と
現
在
世
界
に
知
識
拡
大
し
た
経

験
に
よ
る
証
明
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
る
。
唯
一
絶
対
の
神
が
こ
の
世
界
を
創
造
し
、
天
使
と
悪
魔
を
自
ら
の
意
志
の
執
行
者
、
役
人
と
し

て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
人
、
集
団
、
場
所
に
割
り
当
て
、
神
の
命
令
に
従
う
者
に
報
酬
、
従
わ
な
い
者
に
処
罰
の
原
則
で
、
創
造
の
際
に
与

え
た
自
然
法
を
超
越
し
て
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
不
安
と
激
動
の
時
代
に
、
魂
の
安
ら
ぎ
を
得
ょ
う
と
絶
対
確
実
な
神

を
求
め
る
心
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
所
に
神
の
御
手
、
天
使
と
悪
魔
、
何
よ
り
も
悪
魔
の
作
用
を
見
な
け
れ
ば
止
ま
ず
、
古
代
と
現
在
世
界
の

知
識
拡
大
は
む
し
ろ
そ
の
証
拠
を
激
増
さ
せ
て
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ
の
伝
統
に
立
つ
イ
ス
ラ
ム
、
ス
コ
ラ
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
、
強
弱

(
問
)

の
別
は
あ
れ
、
自
然
主
義
的
哲
学
に
は
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
し
、
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
自
然
魔
術
師
な
ど
は
隠
れ
魔
女
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

ジャン・ボダンの生涯(五)

. 
-

証
拠
と
し
て
使
え
る
も
の
。
ボ
ダ
ン
を
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
、
カ
パ
ラ
神
秘
主
義
者
と
み
る
こ
と
の
批
判

(
印
}

以
上
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
証
拠
と
し
て
感
覚
に
経
験
、
論
理
に
よ
る
理
性
、
そ
し
て
旧
約
の
神
の
啓
示
が
使
え
る
。
旧
約
が
証
拠
と
し

て
使
え
る
こ
と
は
そ
れ
を
神
の
啓
示
と
認
め
る
限
り
誰
も
(
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
)
反
対
し
え
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
そ
こ
に
独
特
の
想
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
旧
約
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
自
然
や
神
の
秘
密
を
隠
し
て
お
り
、
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈

に
は
「
源
泉
に
し
て
聖
水
そ
れ
自
体
か
ら
神
の
秘
密
を
汲
ん
だ
」
「
へ
プ
ラ
イ
人
の
聖
な
る
泉
」
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
へ
プ
ラ
イ
人
は
始
源
に
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
選
ば
れ
た
特
別
の
民
で
あ
り
、
神
か
ら
旧
約
の
隠
さ
れ
た
自
然
や
神
の
秘
密
を
解
く
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説

知
恵
を
授
け
ら
れ
、
彼
ら
は
そ
れ
を
少
数
の
知
恵
者
に
限
っ
て
口
伝
、

4
4轟

刊
山
一

O
内
U

nwu 

そ
の
限
り
で
権
威
を
も
っ
。
勿
論
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
、
らつd

そ
れ
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
へ
ブ
ラ
イ
人
か
ら
受
け
継
い
だ
知
恵
の
伝
統
か
ら
離
汁

(m)

咋
A

ス
コ
ラ
の
神
学
者
も
へ
プ
ラ
イ
語
を
読
め
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
権
威
を
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ポ

ボ
ダ
ン
が
自
然
や
倫
理
の
秘
密
の
解
明
に
如
何
に
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
の
知
恵
、
そ
し
て
そ
れ
に
学
ん
だ
、
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
ギ
リ
シ

ア
の
知
恵
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
た
か
は
『
自
然
の
劇
場
』
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
で
詳
論
し
た
通
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
カ
パ
ラ
に
隠
し
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
知
恵
は
そ
れ
が
へ

プ
ラ
イ
人
の
知
恵
を
受
け
継
い
だ
、

つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
人
は
へ
ブ
ラ
イ
人
が
同
じ
民
族
で
あ
っ
た
カ
ル
デ
ア
人
か
ら
別
れ
て
フ
ェ
ニ
キ
ア
に

呈A、
日間

移
住
し
た
際
に
、

そ
こ
で
へ
プ
ラ
イ
人
か
ら
文
字
と
知
恵
を
学
ん
だ
の
で
あ
り
、

プ
ラ
ト
ン
は
「
ア
ツ
チ
カ
の
モ

l
ゼ
」
で
あ
り
、

れ
た
の
で
権
威
を
否
定
さ
れ
る
。

以
上
の
ボ
ダ
ン
の
想
定
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
ピ
コ
に
始
ま
る
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
、

ロ
イ
ヒ
リ
ン
、

ガ
ラ
テ
ィ
ヌ
ス
、

ポ
ス
テ
ル

な
ど
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
旧
約
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
自
然
や
神
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
に
は
へ
噂
フ
ラ
イ
人

の
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
知
恵
を
伝
え
る
カ
パ
ラ
が
優
越
し
た
権
威
を
も
つ
こ
と
、
プ
ラ
ト
ン
も
「
ア
ツ
チ
カ
の
そ

l
ゼ
」
と
し
て
優
越
し
た

権
威
を
も
つ
こ
と
、
こ
う
し
て
神
学
の
自
然
学
や
哲
学
へ
の
流
入
が
起
き
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
通
な
の
は
そ
こ
ま
で

で
、
ボ
ダ
ン
は
ピ
コ
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
も
、

キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
た
、

む
し
ろ
正
反
対
の
結
論
に
達

し
た
。両

者
の
カ
パ
ラ
理
解
の
相
異
か
ら
説
明
し
て
み
よ
う
。
ボ
ダ
ン
は
カ
パ
ラ
が
消
失
を
恐
れ
て
文
字
化
さ
れ
、

ア
イ
ロ
ン
、

マ
イ
モ
ニ
デ
ス
、

レ
オ
・
へ
ブ
ラ
エ
ウ
ス
な
ど
の
著
作
や
タ
ル
ム

I
ド
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
す
べ
て
が
公
け
に
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
た
。
カ
パ
ラ
を
ユ
ダ
ヤ
哲

学
や
タ
ル
ム

l
ド
の
伝
統
の
な
か
で
表
明
さ
れ
て
い
る
、
旧
約
の
自
然
や
神
の
秘
密
を
解
く
「
へ
プ
ラ
イ
人
の
知
恵
」
の
総
体
、
時
に
狭
く
、

「

M
訓
d

神
の
秘
密
を
扱
う
メ
ル
カ
パ
(
神
の
車
)
と
区
別
し
て
、
自
然
の
秘
密
を
解
く
部
分
(
ベ
レ
シ
ー
ト
(
創
造
の
技
)
に
あ
た
る
)
と
捉
え
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
が
飛
び
つ
い
た
、
『
ゾ
ハ
ル
』
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
カ
パ
ラ
、

へ
ブ
ラ
イ
の
神
秘
主
義
の
伝
統
に
新



プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
や
グ
ノ

i
シ
ス
な
ど
の
神
秘
主
義
が
結
合
し
た
カ
パ
ラ
神
秘
主
義
の
方
は
、
旧
約
の
秘
密
を
解
く
限
り
で
し
か
受
け
入
れ
ず
、

支
持
し
な
か
っ
た
。
そ
の
中
心
を
な
す
流
出
(
セ
フ
ィ
ロ
l
ト
)
論
と
魔
術
、
へ
プ
ラ
イ
文
字
の
変
換
・
数
秘
学
、
メ
シ
ア
的
終
末
論
的
教
義
の

い
づ
れ
を
も
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
は
こ
れ
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
カ
パ
ラ
、
そ
れ
に
新

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
、

へ
ル
メ
ス
文
書
、

そ
の
他
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
神
学
H
哲
学
が
一
致
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
と
し
、
嫌
悪
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
改
宗
に
メ
シ
ア
的
終
末
論
的
使
命
感
に
燃
え
て
い
た
。
確
か
に
彼
ら
は
世
界
中

の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
H
哲
学
が
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
と
し
、
理
性
的
説
得
や
話
し
合
い
に
よ
る
「
世
界
の
和
合

(gロ
AHOE-ωEEe)」

を
主
張
し
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
真
の
宗
教
で
、

キ
リ
ス
ト
教
の
下
で
の
合
同
だ
と
い
う
絶
対
的
優
越
感
、

ユ
ダ
ヤ
、

イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
嫌
悪
、

そ
の
改
宗
に
燃
え
る
メ
シ
ア
的
終
末
論
的
使
命
感
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ

リ
ス
ト
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
ブ
リ
デ
リ
ク
ス
は
サ
ロ
モ
ン
に
よ
っ
て
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
結
論
を
言
え
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
宗
教
だ
と
い
う
証
明
は
そ
の
前
提
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
何
の
根
拠
も
な
い
ば
か
り
か
、

ユ
ダ
ヤ
教
、

ラ
ム
教
の
方
が
真
の
宗
教
で
あ
っ
て
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

キ
リ
ス
ト
教
は
真
の
宗
教
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
誤
っ
た
宗
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
至
つ
て
は
唯
一
神
を

知
ら
な
い
異
教
よ
り
も
悪
し
き
宗
教
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
の
宗
教
と
誤
っ
た
宗
教
は
本
質
的
に
対
立
し
て
お
り
、
全
宗
教
の
合
同
で

は
な
く
、
全
宗
教
の
共
存
を
認
め
る
べ
き
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
を
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
と
同
一
視
し
た
り
、
カ
パ
ラ
神
秘

「
味

ωJ

主
義
者
と
み
る
こ
と
は
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。

霊
(
善
霊
・
悪
霊
)
と
人
間
の
死
後
の
霊
魂

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
人
、
集
団
、
場
所
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
膨
大
な
数
の
霊
は
被
造
物
で
あ
り
、
有
限
で
質
料
を
も
っ
、
従
っ
て
死

す
べ
き
存
在
で
あ
り
、

ど
こ
か
ら
補
充
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
の
関
連
で
、
対
話
は
人
間
の
死
後
の
霊
魂
の
問
題
に
入
る
。
サ
ロ
モ
ン

イ
ス
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説

一
六
世
紀
の
へ
プ
ラ
イ
学
者
リ
ッ
キ
ウ
ス
に
よ
る
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
、
そ
れ
に
プ
ラ
ト
ン
を
根
拠
に
、
二
点
を

一
つ
は
旧
約
で
善
人
に
対
す
る
報
酬
、
悪
人
に
対
す
る
処
罰
と
し
て
神
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
る
「
命
」
と
「
死
」
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
人
間
の
霊
魂
と
い
う
受
動
的
知
性
は
死
後
、
能
動
的
知
性
、
つ
ま
り
霊
(
天
使
・
悪
魔
)
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
善
人
の
魂
は
死
後
も
生
き
て
、
天
使
に
な
り
、
軽
い
罪
を
犯
し
た
だ
け
の
者
の
魂
は
死
後
浄
化
さ
れ
て
か
ら
天
使
に
な
る
の
に
対
し
、

こ
の
世
の
欲
望
の
み
に
従
っ
て
生
き
た
動
物
と
変
わ
ら
な
い
者
の
魂
は
動
物
と
同
じ
く
死
後
即
消
滅
し
、
重
い
罪
を
犯
し
た
者
の
魂
は
死
後

は
旧
約
と
ア
イ
ロ
ン
、

結
合
し
て
答
え
る
。

三A‘
百冊

そ
し
て
悪
魔
と
結
託
し
た
魔
女
、
魔
術
師
の
魂
は
死
後
も
悪
魔
の
子
分
に
な
る
。

こ
の
サ
ロ
モ
ン
の
回
答
は
霊
魂
だ
け
の
復
活
(
霊
魂
の
肉
体
か
ら
の
分
離
)
の
主
張
で
あ
り
、
旧
約
に
も
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ

ム
教
に
も
あ
る
、
最
後
の
審
判
の
時
の
肉
体
を
も
っ
た
復
活
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
サ
ロ
モ
ン
、
そ
れ
を
支
持
す
る
ト
ラ
ル
パ
、
オ
ク

タ
ヴ
ィ
ウ
ス
、
つ
ま
り
ボ
ダ
ン
は
、
最
後
の
審
判
の
時
に
全
人
類
が
肉
体
を
も
っ
て
復
活
し
、
善
人
は
天
上
の
天
国
へ
昇
り
、
悪
人
は
地
下

の
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
主
張
を
こ
う
批
判
す
る
。
旧
約
の
一
部
(
ダ
ニ
エ
ル
二
一
2
、
イ
ザ
ヤ
二
六
四
、
ェ
ゼ
キ
エ
ル
コ
石

処
罰
を
受
け
て
か
ら
消
滅
す
る
の
で
あ
り
、

ロ
)
に
み
ら
れ
る
肉
体
を
も
っ
た
復
活
と
い
う
の
は
天
上
界
の
質
料
を
も
っ
た
霊
魂
の
復
活
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
り
、
救
わ
れ
る
者
が
天

上
界
に
昇
る
と
か
天
使
に
な
る
と
言
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
(
マ
タ
イ
一
一
一
一

n
i
u、
マ
ル
コ
一
二
時
1
幻
、
ル
カ
二

O
幻
1
m拍
)
や
霊
的
体
、
天
的
体
に

な
る
と
言
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
(
I
コ
リ
ン
ト
一
五
斜
、
的
、
民
)
も
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
終
末
ま
で
の
全
人
類
が
肉
体
を
も
っ

て
復
活
す
れ
ば
、
あ
ふ
れ
か
え
る
人
類
は
地
上
に
も
地
獄
に
も
入
り
き
ら
な
い
し
、
重
い
肉
体
を
も
っ
て
で
は
天
上
界
に
も
昇
れ
な
い
か
ら

自
然
学
の
原
則
に
反
す
る
、
と
。
ボ
ダ
ン
は
当
時
民
衆
だ
け
で
な
く
、
広
く
知
識
人
を
も
と
ら
え
て
い
た
最
後
の
審
判
、
終
末
、
メ
シ
ア
、

地
獄
と
い
っ
た
恐
怖
や
希
望
に
は
一
切
と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。

四

多
宗
教
の
調
和
論
対
一
つ
の
真
の
宗
教
論

北法 37(5・100)706 



ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、

ト
ラ
ル
パ
に
よ
っ
て
、
音
楽
に
始
ま
り
、
自
然
界
全
体
に
見
ら
れ
る
「
不
調
和
の
調
和

(
n
S
S
E
-白
色

R
R印
)
」
、
中

間
物
を
介
し
て
の
対
立
の
調
和
(
二
、
三
、
四
の
八
度
(
二
対
四
)
、
五
度
合
一
対
三
一
)
、
四
度
(
三
対
四
)
の
調
和
)
が
説
明
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
、
古
代
ギ

リ
シ
ァ
・
ロ

l
マ
の
よ
う
な
多
宗
教
の
所
で
は
調
和
が
生
ま
れ
る
の
に
対
し
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
二
つ
の
宗
派
に
分
裂
し
た
所

で
は
激
し
い
宗
教
戦
争
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
自
然
界
の
多
の
調
和
を
模
範
と
す
べ
し
と
す
る
セ
ナ
ム
ス
、

オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
の
多
宗
教
調
和
論
と
そ
の
他
の
者
の
一
つ

セ
ナ
ム
ス
が
真
の
宗
教
不
可
知
論
か
ら
世
界
中
の
全
宗

の
真
の
宗
教
論
が
対
立
す
る
。

セ
ナ
ム
ス
と
オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
の
立
場
は
異
な
り
、

教
支
持
者
(
言
わ
ば
パ
ン
テ
オ
ン
主
義
者
)
で
あ
る
の
に
対
し
、

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
イ
ス
ラ
ム
教
を
真
の
宗
教
と
し
て
堅
持
し
て
い
る
が
、
両

ジャン・ボダンの生涯(五)

者
の
共
通
の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
。
ト
ル
コ
や
ペ
ル
シ
ア
で
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

l
マ
で
も
、
異
教
徒
の
も
と
で
も
、
宗
教
的
多
元
主

義
を
と
っ
た
所
で
は
宗
教
聞
の
調
和
が
生
ま
れ
、
国
家
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
い
う
政
治
的
・
社
会
的
効
果
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
認
め

る
べ
き
で
あ
る
。
世
界
中
に
多
種
多
様
な
宗
教
が
あ
り
、
誰
も
が
自
分
の
宗
教
を
真
の
宗
教
だ
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
つ
の

真
の
宗
教
論
を
持
ち
出
し
て
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
宗
教
の
根
を
絶
ち
切
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
崇
拝
し
て
い
る
の
が
死
者
や
太
陽
、

天
体
、
そ
の
他
の
偶
像
で
あ
れ
、
真
の
神
だ
と
信
じ
て
心
か
ら
崇
拝
し
て
い
れ
ば
、
心
を
見
透
す
真
の
神
は
許
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
偶
像

だ
と
破
壊
す
る
の
は
神
に
対
す
る
不
敬
慶
で
あ
る
、
と
。

そ
れ
に
対
し
、
サ
ロ
モ
ン
が
激
し
く
反
対
す
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
神
と
被
造
物
、
不
死
の
神
と
偶
像
を
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
す
る
不
敬
虐
な

も
の
で
あ
り
、
偶
像
崇
拝
は
神
法
の
十
戒
で
厳
禁
さ
れ
て
い
る
神
の
命
令
違
反
で
あ
る
。
自
然
界
の
多
の
調
和
を
造
り
、
維
持
し
て
い
る
の

は
一
な
る
神
で
あ
り
、
多
の
調
和
は
一
な
る
神
に
か
か
っ
て
お
り
、

の
宗
教
の
も
と
で
、
「
正
当
な
誤
り
」
と
し
て
許
容
さ
れ
る
範
囲
に
す
ぎ
な
い
、

(
五
・
一
)
、
こ
れ
が
ボ
ダ
ン
の
立
場
で
あ
る
。

一
の
も
と
で
の
多
に
す
ぎ
ず
、
多
の
宗
教
は
一
で
し
か
あ
り
え
な
い
真

と
。
ト
ラ
ル
パ
も
サ
ロ
モ
ン
を
支
持
し
、
後
に
見
る
よ
う
に
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説

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
も
激
し
く
反
対
す
る
。

ユ
ダ
ヤ
、

イ
ス
ラ
ム
、
異
教
徒
の
改
宗
に
燃
え
る
フ
リ
デ
リ
ク
ス
は
、
宗
教
的
多
元
論
者
は

真
の
宗
教
の
破
壊
を
も
く
ろ
む
輩
で
あ
り
、
全
世
界
を
真
の
宗
教
で
一
元
化
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
だ
け
は
全
世
界
の
キ

ど
ん
な
誤
っ
た
宗
教
で
も
無
神
論
よ
り
は
良
い
の
で
、
宗
教
の
根
を
断
ち
切
ら
な
い
よ
う
に
慎
重
に

三A‘
員岡

やリ
らス
ね卜
ば 教
なに
らよ
なる
いー
と元
主化
張に
す際
若山し
~て

宗
教
論
争
の
可
否

真
の
宗
教
の
問
題
に
入
る
前
に
も
う
一
つ
、
『
国
家
論
』
で
禁
止
す
べ
し
と
さ
れ
て
い
た
宗
教
論
争
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
宗

四教
論
争
を
支
持
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
と
ボ
ダ
ン
の
立
場
を
代
弁
す
る
そ
の
他
の
者
が
対
立
す
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
と
セ
ナ
ム
ス
は
宗

教
論
争
、
特
に
新
旧
両
派
の
宗
教
論
争
が
混
乱
、
反
乱
、
戦
争
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
い
う
政
治
的
・
社
会
的
観
点
か
ら
、
ト
ル
コ
と
ペ
ル

シ
ァ
、

モ
ス
ク
ワ
と
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
和
議
の
ド
イ
ツ
、

シ
エ
ナ
に
な
ら
っ
て
、
宗
教
論
争
を
厳
罰
で
も
っ
て
禁
止
す
べ
し
と
主
張
す
る
。

ト
ラ
ル
パ
は
神
に
関
す
る
最
も
崇
高
な
こ
と
は
知
識
人
で
も
理
解
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
や
無
知
な
大
衆
に
提
示
さ
れ
る
と
、
汚
さ
れ
、
混

乱
を
生
む
危
険
性
を
指
摘
し
、
サ
ロ
モ
ン
は
宗
教
論
争
が
常
に
過
熱
し
や
す
い
、
特
に
改
宗
者
に
お
い
て
過
激
に
な
る
危
険
性
を
指
摘
す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
も
同
じ
宗
教
内
で
の
無
知
な
大
衆
を
巻
き
込
ん
だ
宗
教
論
争
の
危
険
性
は
認
め
る
が
、
知
識
人
が
異
な
る
宗
教
問
で

行
う
論
争
は
有
益
で
あ
り
、
真
の
宗
教
ほ
ど
説
得
力
を
も
つ
の
で
、
論
争
に
よ
っ
て
人
類
を
一
つ
の
真
の
宗
教
で
統
合
し
た
「
人
間
性
と
愛

の
共
同
体
」
を
作
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
完
全
な
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、
友
情
で
結
ぼ
れ
た
知
識
人
の
集
ま
り
で
あ
る
彼
ら
の
聞
で

ま
ず
そ
の
試
み
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
が
宗
教
論
争
を
禁
止
す
る
の
は
説
得
力
が
な
い
こ
と
、
従
っ
て
真
の

宗
教
で
は
な
い
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
、

と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
サ
ロ
モ
ン
と
ト
ラ
ル
パ
は
宗
教
論
争
は
無
意
味
、
有
害
で
あ
り
、
真
の
宗
教

に
よ
る
統
合
は
論
争
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
絶
え
ず
神
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
信
何
は
自
由
意
志
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に
よ
る
同
意
で
あ
っ
て
、
知
識
の
よ
う
に
理
性
や
証
明
に
よ
っ
て
強
制
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
強
制
さ
れ
た
信
何
は
も
は
や
信
何
で
は
な

い
。
論
争
は
無
意
味
で
あ
る
ば
か
り
か
、
神
に
対
す
る
信
何
と
い
う
救
済
の
か
か
っ
た
根
本
的
な
こ
と
を
疑
わ
し
い
も
の
に
す
る
だ
け
の
有

(
瑚
)

と。

害
な
も
の
で
あ
る
、

こ
う
し
て
、
宗
教
論
争
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
が
、
真
の
宗
教
不
可
知
論
者
の
セ
ナ
ム
ス
が
、
論
争
が
無
意
味
な
こ
と
の

根
拠
と
し
て
判
定
者
が
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
る
と
、
対
話
は
真
の
宗
教
の
問
題
に
入
っ
て
ゆ
く
。

四
・
三

真
の
宗
教

(
1
)
自
然
法
H
神
法
の
十
戒
に
か
な
っ
た
宗
教

ま
ず
、
宗
教
論
争
の
判
定
者
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
神
に
し
て
人
間
た
る
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
教
会
を
主
張
し
、

サ
ロ
モ
ン
は
神

に
選
ば
れ
た
民
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
、
特
に
そ
の
予
言
者
を
主
張
し
、

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
予
言
者
モ
ハ
メ
ッ
ド
を
主
張
し
て
対
立
す
る
が
、

彼
ら
既
成
宗
教
家
に
セ
ナ
ム
ス
と
ト
ラ
ル
パ
が
対
立
す
る
。
セ
ナ
ム
ス
は
彼
ら
が
ま
さ
に
論
争
点
を
判
定
基
準
に
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、

特
に
キ
リ
ス
ト
教
論
争
家
が
最
も
普
遍
的
な
態
度
を
取
っ
た
ク
ザ

l
ヌ
ス
(
『
信
仰
の
平
和
』
)
で
さ
え
、

キ
リ
ス
ト
と
の
一
致
と
い
う
ま
さ
に
論

争
点
を
前
提
に
し
て
お
り
、
真
に
普
遍
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
ト
ラ
ル
パ
は
彼
ら
の
主
張
に
神
で
は
な
く
て
人
聞
を
権

ジャン・ボダンの生涯(五)

威
に
使
う
議
論
が
ま
ぎ
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、

セ
ナ
ム
ス
と
ト
ラ
ル
パ
は
、
前
者
は
ア
ポ
ロ
の
神
託
に
基
づ
い
て
、

後
者
は
黄
金
時
代
H
堕
落
史
観
に
基
づ
い
て
、
「
最
も
古
い
」
と
い
う
判
定
基
準
を
持
ち
出
す
。

セ
ナ
ム
ス
が
ア
ポ
ロ
の
神
託
を
権
威
に
使
っ
た
こ
と
は
サ
ロ
モ
ン
を
中
心
に
総
批
判
を
く
う
。
そ
う
し
た
ア
ポ
ロ
の
神
託
(
例
え
ば
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』
一
九
お
)
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
受
け
継
い
だ
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
護
教
家
た
ち
の
で
っ
ち
あ
げ
で
あ
る
こ
と
が
文
献
学
的
に
証

明
さ
れ
、
ア
ポ
ロ
の
亙
女
ピ
テ
ィ
ア
や
シ
ビ
ラ
や
西
イ
ン
ド
の
神
宮
た
ち
は
悪
魔
懇
き
の
魔
女
で
あ
り
、
そ
う
し
た
魔
女
の
託
宣
を
ユ
ス
テ

イ
ヌ
ス
や
テ
ル
テ
ュ
リ
ア
ヌ
ス
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
護
教
家
た
ち
が
証
拠
に
使
っ
て
い
る
こ
と
が
激
し
く
批
判
さ
れ
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
唯
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説

一
目
覚
め
た
状
態
で
神
と
交
わ
っ
た
モ

i
ゼ
、
夢
や
幻
覚
の
な
か
で
神
と
交
わ
っ
た
ア
プ
ラ
ハ
ム
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
、

イ
ザ
ヤ
な
ど
ご
く
少
数
の
予
言
者
、
そ
れ
に
夢
や
幻
覚
の
な
か
で
善
天
使
に
導
か
れ
た
よ
り
多
数
の
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
も
含
む
予
言
者
以

エ
リ
ヤ
、

エ
リ
シ
ャ
、

三A、
函聞

外
に
権
威
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

セ
ナ
ム
ス
は
既
成
宗
教
家
が
判
定
基
準
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
以
上
、
別
の
判
定
基
準
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
最

も
古
い
L

と
い
う
基
準
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
、
ト
ラ
ル
パ
が
そ
の
基
準
を
根
拠
づ
け
る
。

ト
ラ
ル
パ
の
主
張
す
る
「
最
も
古
い
」
と
い
う
判
定
基
準
は
人
類
の
起
源
、
神
に
よ
る
人
類
の
創
造
の
初
期
の
黄
金
時
代
、
更
に
は
も
っ

モ
!
ゼ
に
律
法
が
与
え
ら
れ
る
以
前
の
自
然
法
時
代
に
遡
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
人
物
と
し
て
は
、
ア
ダ
ム
、
ア
ベ
ル
、
セ

そ
れ
で
も
、

と
長
く
、

ノ
ア
の
「
黄
金
時
代
の
先
祖
た
ち
L

の
時
代
、
更
に
は
ヨ
ブ
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
の
モ

l
ゼ
以

前
の
自
然
法
時
代
で
あ
る
。
人
類
の
最
初
の
先
祖
、
寸
神
の
最
愛
の
息
子
L

は
、
神
が
万
物
に
そ
の
自
然
と
自
然
法
を
付
与
し
て
創
造
し
た
始

源
に
、
神
か
ら
特
別
に
「
正
し
い
理
性
、
つ
ま
り
至
高
の
自
然
法
L

、
自
然
の
宗
教
と
自
然
の
徳
を
そ
の
魂
に
植
え
つ
け
ら
れ
、
神
が
万
物
に

付
与
し
た
自
然
に
対
応
し
た
自
然
言
語
を
与
え
ら
れ
た
。
自
然
H
理
性
に
か
な
っ
た
宗
教
、
神
か
ら
植
え
つ
け
ら
れ
た
自
然
宗
教
は
万
物
の

創
造
主
に
し
て
支
配
者
た
る
唯
一
の
真
の
神
だ
け
を
心
か
ら
崇
拝
す
べ
し
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
事
実
、
黄
金
時
代
、
更
に
は
自
然

法
時
代
の
先
祖
た
ち
は
自
然
H
理
性
だ
け
に
従
っ
て
生
活
し
、
自
然
の
宗
教
と
徳
に
従
っ
て
唯
一
神
だ
け
を
崇
拝
し
て
被
造
物
を
崇
拝
せ
ず
、

有
徳
な
生
活
を
送
っ
た
結
果
、
神
か
ら
「
そ
の
敬
慶
さ
、
無
罪
さ
、
正
義
」
を
認
め
ら
れ
、
最
高
の
幸
福
と
救
済
を
享
受
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
唯
一
神
だ
け
を
崇
拝
す
べ
し
と
い
う
こ
と
だ

ツ

エ
ノ
ク
、

メ
ト
セ
ラ
、

従
っ
て
、
こ
の
最
古
の
、
自
然
H
理
性
に
か
な
っ
た
自
然
宗
教
が
真
の
宗
教
で
あ
り
、

け
で
あ
り
、
被
造
物
崇
拝
や
律
法
、
儀
式
な
ど
は
後
の
時
代
の
堕
落
の
産
物
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ト
ラ
ル
パ
の
既
成
宗
教
批
判
が
帰
結
す
る
。

既
成
宗
教
は
す
べ
て
、
唯
一
神
を
知
ら
ず
被
造
物
崇
拝
の
異
教
は
勿
論
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
も
す
べ
て
真
の
宗
教
か

ら
の
堕
落
の
産
物
で
あ
る
。
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ボ
ダ
ン
は
こ
う
し
た
ト
ラ
ル
パ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
ア
イ
ロ
ン
と
プ
ラ
ト
ン
、

シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
を
あ
げ
て
い
る
が
、
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ

ム
を
ア
イ
ロ
ン
の
図
式
の
下
に
取
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
最
も
古
い
」
と
い
う
判
定
基
準
は
自
然
H
理
性
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
普
遍
的

な
判
定
基
準
だ
が
、
そ
れ
〔
自
然
H
理
性
〕
が
始
源
に
神
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
の
始
源
の
黄
金
時
代
、
更
に
は
律
法

以
前
の
自
然
法
時
代
に
完
全
な
、
後
の
堕
落
の
な
い
状
態
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
が
ア
イ
ロ
ン
に
よ
る
自
然
法
の
旧
約

的
歴
史
段
階
化
を
受
げ
入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

ま
た
、
彼
が
初
期
の
『
方
法
論
』
で
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
拡
大
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
背
景

に
、
若
々
し
く
、
楽
観
的
に
否
定
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
日
キ
リ
ス
ト
教
、
ギ
リ
シ
ア
の
伝
統
的
な
黄
金
時
代
H
堕
落
史
観
に
立
ち
返
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
楽
観
的
な
人
間
中
心
の
進
歩
史
観
な
ど
消
え
失
せ
、
悲
観
的
な
神
中
心
の
堕
落
史
観
に
立
ち
返
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
ボ
ダ

ン
の
立
場
は
こ
の
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
論
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ア
イ
ロ
ン
に
拠
り
な
が
ら
も
、
ア
イ
ロ
ン
と
も
大
き
く

異
な
る
、
次
の
サ
ロ
モ
ン
の
主
張
で
あ
る
。

サ
ロ
モ
ン
は
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
諭
に
同
意
し
、
創
世
記
の
注
釈
に
よ
っ
て
補
強
す
る
。
そ
の
際
、
ア
イ
ロ
ン
や
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
が
強

調
す
る
ノ
ア
の
法
(
自
然
法
)
で
は
な
く
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
法
(
自
然
法
創
世
二
六
5
)
を
強
調
し
、
こ
の
こ
と
は
イ
ス
ラ
ム
教
、
オ
ク
タ
ヴ
イ

(
瑚
)

ウ
ス
に
も
共
通
の
地
盤
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
サ
ロ
モ
ン
は
ト
ラ
ル
パ
が
モ

l
ゼ
の
神
法
の
扱
い
を
誤
っ
て
お
り
、
隠
さ
れ

ジャン・ボダンの生涯(五)

た
自
然
と
神
の
秘
密
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
モ

l
ゼ
の
神
法
は
自
然
法
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
神
法
、
旧
約
に
は

自
然
と
神
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

モ
l
ゼ
の
神
法
は
選
ば
れ
た
民
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
迫
害
の
流
浪
の
過
程
で
、
唯
一
神
か
ら
太
陽
・
天
体
崇
拝
に
堕
落
し
た
カ
ル
デ
ア
人
や
動

物
、
死
者
、
悪
魔
崇
拝
に
堕
落
し
た
エ
ジ
プ
ト
人
の
も
と
で
堕
落
し
、
始
源
に
神
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
自
然
法
と
自
然
宗
教
を
忘
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
神
が
彼
ら
を
自
然
法
と
自
然
宗
教
に
連
れ
戻
す
た
め
に
モ

l
ゼ
に
啓
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
が
モ

l
ゼ
に

啓
示
し
た
神
法
は
神
が
始
源
に
植
え
つ
け
た
自
然
法
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
忘
れ
ら
れ
た
自
然
法
の
再
興
、
明
文
化
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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説

神
法
の
分
類
に
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
、

タ
ル
ム

l
ド、

ア
イ
ロ
ン
を
使
っ
て
い
る
が
、

ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
に
反
し
て
、

む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

に
従
っ
て
、
六
一
三
ヵ
条
の
神
法
を
す
べ
て
自
然
法
に
か
な
っ
た
も
の
と
は
し
な
い
。
サ
ロ
モ
ン
は
神
法
を
十
戒
の
倫
理
法
、
社
会
生
活
に

"'" 日同

関
す
る
国
家
法
、
宗
教
生
活
に
関
す
る
祭
礼
法
に
三
分
割
し
、
最
初
の
十
戒
の
倫
理
法
だ
け
が
普
遍
的
な
自
然
法
に
か
な
っ
た
も
の
で
、
後

の
二
つ
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
し
た
。
そ
の
根
拠
は
、
シ
ナ
イ
山
の
奇
跡
の
な
か
で
神
自
ら
が
大
声
で
命
じ
、
二
枚
の
石
板
に

し
る
し
た
の
は
十
戒
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
(
申
命
五
、
六
、
出
エ
ジ
プ
ト
二
O
)
、
ソ
ロ
モ
ン
が
至
聖
所
に
安
置
し
た
神
と
の
契
約
の
箱
に
納
め
た

つ
ま
り
祝
福
・
救
済
さ
れ
る
と
い
う
神
の
命

の
は
二
枚
の
石
板
の
十
戒
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
(
列
王
・
上
八
9
)
、
そ
れ
を
守
れ
ば
「
生
き
る
L

、
(
凶
)

令
は
十
戒
の
こ
と
だ
け
だ
と
解
釈
で
き
る
こ
と
(
申
命
五
、
六
、
策
言
七
、
イ
ザ
ヤ
五
五
)
で
あ
る
。

そ
し
て
、

サ
ロ
モ
ン
は
神
法
、
旧
約
に
隠
さ
れ
て
い
る
自
然
と
神
の
秘
密
に
つ
い
て
、

い
や
い
や
な
が
ら
も
一
部
教
え
を
垂
れ
る
。
神
法

ア
イ
ロ
ン
に
従
っ
て
、
救
済
の
秘
密
、
魂
を
神
に
捧
げ
る
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
十
戒
は
、
イ
ブ
ン
・
エ

の
動
物
犠
牲
の
祭
礼
は
、

ズ
ラ
に
従
っ
て
、

一
O
の
天
と
そ
の
配
列
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四
戒
、
七
日
目
(
土
曜
日
)
の
安
息
日
は
、

ア
イ
ロ
ン
に
従

っ
て
、
世
界
の
創
造
か
ら
終
末
に
い
た
る
大
変
革
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
聖
な
る
数
七
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
七
日
目
(
土
曜
日
)

こ
そ
が
膜
想
と
神
の
光
の
特
別
な
日
で
、
ダ
ビ
デ
の
言
う
「
高
貴
な
死
」
(
詩
篇
二
六
日
)
、
ソ
ロ
モ
ン
の
言
う
「
神
の
口
か
ら
す
る
接
吻
」
(
雅

レ
オ
・
へ
ブ
ラ
エ
ウ
ス
に
従
っ
て
、
魂
が
肉
体
か
ら
分
離
し
、
神
の
法
悦
的
享
受
が
可
能
と
な
る
日
な
の
で
あ
る
。

歌
一

2
)
、
つ歩品灼ノ、

ト
ラ
ル
パ
は
サ
ロ
モ
ン
の
教
え
を
受
け
入
れ
て
、
神
法
の
十
戒
日
自
然
法
を
認
め
、

サ
ロ
モ
ン
、

ト
ラ
ル
パ
は
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム

教
が
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
な
が
ら
、
第
四
戒
、
七
日
目
の
安
息
日
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
。
「
不
機
嫌
で
憂
う
つ
な
ユ
ダ
ヤ
人
」

キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
違
反
が
蔓
延
し
て
い
る

サ
ロ
モ
ン
は
更
に
、

セ
ナ
ム
ス
が
擁
護
す
る
異
教
世
界
だ
け
で
な
く
、

と
激
し
く
告
発
す
る
。
一
日
目
の
「
主
の
日
」
の
安
息
日
さ
え
守
ら
ず
、
ダ
ン
ス
、
飲
酒
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
狩
り
、
肉
の
快
楽
に
ふ
け
り
、

第
一
戒
に
反
し
て
、
聖
人
崇
拝
や
悪
魔
崇
拝
に
陥
り
、
第
二
戒
に
反
し
て
、
教
会
に
は
偶
像
や
聖
遺
物
が
あ
ふ
れ
、
「
宗
教
監
察
官
」
を
任
ず
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る
ル
タ
ー
ま
で
が
こ
れ
に
妥
協
的
な
態
度
を
と
り
、
第
三
戒
に
反
し
て
、
神
の
聖
な
る
名
が
日
常
茶
飯
に
汚
さ
れ
、

そ
の
他
の
違
反
、
聖
職

者
を
始
め
と
す
る
性
的
放
縦
は
目
を
お
お
う
ほ
ど
で
あ
る
と
激
し
く
告
発
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
暖
昧
な
態
度
を
と
る
。
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
を
認
め
、
か
つ
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
接
ぎ
木
で
あ
る
限
り
認
め
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
否
定
す
る
限
り
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
ラ
ル
パ
が
パ
ウ
ロ

の
言
葉
(
ロ
!
?
ニ
ロ

1
5
を
引
い
て
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
の
位
置
づ
け
と
の
関

(
四
)

連
で
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
後
の
テ

i
マ
で
あ
る
。

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
論
、
サ
ロ
モ
ン
の
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
論
に
同
意
し
、
モ
ハ
メ
ッ
ド
は
モ

l
ゼ
と
同
じ
く
、

忘
れ
ら
れ
た
先
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
法
(
自
然
法
)
の
再
興
を
神
に
啓
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
が
宗
教
の
本
質
に
お
い
て
も
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
も
、
彼
が
そ
こ
か
ら
改
宗
し
た
キ
リ
ス

コ
l
ラ
ン
に
記
さ
れ
た
モ
ハ
メ
ッ
ド
の
神
法
H
白

然
法
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

ト
教
、
更
に
は
ど
の
宗
教
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
唯
一
神
だ
け
を
崇
拝
し
、
偶
像
を
厳
し
く
否
定
し
て
お
り
、
イ
エ
ス
を
予
言

キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
人
間
の
神
格
化
は
断
固
否
定
し
て
、
唯
一
神
を
厳
格
に
守
っ
て
い
る
こ
と
で

者
、
神
の
御
使
い
だ
と
は
認
め
る
が
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

あ
る
。
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
、
最
低
日
中
四
回
、
夜
中
一
回
の
、
最
も
へ
り
く
だ
っ
た
姿
勢
で
の
礼
拝
で
唯
一
神
だ
け
を
称
え
、
モ
ス
ク

や
公
の
場
所
で
男
女
が
相
ま
み
え
る
の
を
禁
じ
て
罪
の
機
会
を
封
じ
、
広
範
な
慈
善
を
神
に
対
す
る
感
謝
の
念
だ
け
か
ら
行
っ
て
い
る
こ
と

等
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
本
当
に
真
の
宗
教
か
ら
馬
鹿
げ
た
迷
信
の
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
た
な
ど

信
じ
ら
れ
ず
、
強
制
と
錯
乱
の
結
果
だ
ろ
う
と
信
じ
よ
う
と
す
る
。
モ
ハ
メ
ッ
ド
の
嘘
八
百
、
詐
欺
、
女
狂
い
、
殺
人
の
行
状
を
見
る
だ
け

で
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
馬
鹿
げ
た
迷
信
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
し
た
モ
ハ
メ
ッ
ド
に
関
す
る
話
し
は

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
『
黄
金
伝
説
』
と
同
じ
く
、
で
っ
ち
あ
げ
に
す
ぎ
ず
、

す
べ
て
、

コ
l
ラ
ン
、

モ
ハ
メ
ッ
ド
の
法
が
厳
格
な
唯
一
神
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説

だ
け
の
崇
拝
を
根
本
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

八
回
の
公
会
議
で
承
認
さ
れ
た
ア
リ

イ
エ
ス
の
神
格
化
の
否
定
は
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
で
も
、

ウ
ス
派
や
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
も
同
じ
見
解
を
と
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
。

論

サ
ロ
モ
ン
は
イ
ス
ラ
ム
教
(
モ
ハ
メ
ッ
ド
の
法
)
が
ユ
ダ
ヤ
教
(
旧
約
の
神
法
)
の
模
倣
で
あ
り
、
モ
ハ
メ
ッ
ド
が
そ
の
事
実
を
隠
し
て
い
る
の

は
誠
実
で
は
な
い
し
、
ま
た
す
べ
て
模
倣
す
れ
ば
良
い
も
の
を
、
一
部
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
離
れ
た
点
で
誤
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
安
息
日
を

第
七
日
(
土
曜
日
)
か
ら
第
六
日
(
金
曜
日
)
に
勝
手
に
変
え
た
こ
と
、
礼
拝
の
方
向
を
宇
宙
の
方
位
に
合
致
し
た
西
(
正
面
)
向
き
か
ら
メ
ッ
カ

に
向
っ
て
に
勝
手
に
変
え
た
こ
と
、
救
済
を
来
世
で
の
よ
叩
」
か
ら
肉
の
快
楽
の
天
国
に
勝
手
に
変
え
た
こ
と
で
あ
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス

は
サ
ロ
モ
ン
に
説
得
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
ユ
ダ
ヤ
教
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
モ
ハ
メ
ッ
ド
が
勝
手
に
変
え
た
と
さ
れ
る
点
に
つ

(
凶
)

い
て
は
、
当
時
の
状
況
か
ら
す
る
己
む
を
得
ざ
る
許
さ
れ
る
嘘
だ
と
弁
明
す
る
。

こ
こ
で
、

ト
ラ
ル
パ
が
議
論
に
割
っ
て
入
り
、

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
暖
昧
に

キ
リ
ス
ト
教
、
異
教
の
ど
の
既
成
宗
教

セ
ナ
ム
ス
は
明
確
に
、

サ
ロ
モ
ン
、

だ
が
、
自
然
法
と
自
然
宗
教
で
救
済
に
は
十
分
だ
と
認
め
る
の
な
ら
、

ユ
ダ
ヤ
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
、

も
多
く
の
宗
教
儀
式
を
も
っ
て
い
る
が
、

そ
ん
な
も
の
は
必
要
な
い
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

サ
ロ
モ
ン
は
救
済
に
は

関
係
な
く
て
も
、
必
要
な
宗
教
儀
式
が
あ
石
と
反
論
す
る
。
そ
の
一
つ
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
限
ら
れ
る
も
の
で
、
神
に
選
ば
れ
た
民
で
あ
る
こ

と
の
印
、
記
念
の
宗
教
儀
式
で
あ
る
。
こ
こ
で
サ
ロ
モ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人
(
ユ
ダ
ヤ
教
徒
)
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
を
言
う
。
神
法
の
う
ち
の
国
家

法
、
祭
礼
法
は
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
が
破
壊
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
の
国
家
が
滅
亡
し
た
時
点
で
廃
棄
さ
れ
、
動
物
犠
牲
も
禁
止
さ
れ
た
の
で
、

ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
儀
式
は
ア
プ
ラ
ハ
ム
と
の
契
約
の
印
で
あ
る
割
礼
と
出
エ
ジ
プ
ト
の
記
念
で
あ
る
過
越
し
の
小
羊
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
言

う
。
こ
れ
ほ
ど
ユ
ダ
ヤ
人
の
実
態
と
か
け
離
れ
た
主
張
は
な
く
、
サ
ロ
モ
ン
が
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
者
で
あ
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
教

徒
で
は
な
い
ボ
ダ
ン
の
側
面
を
露
呈
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
無
知
な
民
衆
を
唯
一
神
の
礼
拝
に
つ
な
ぎ
と
め
る
の
に
必
要
な
宗
教
儀
式
で
あ
る
。
宗
教
儀
式
の
全
く
な
い
宗
教
な
ど
存
続
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し
え
な
い
の
で
あ
り
、

カ
ト
リ
ッ
ク
が
永
年
存
続
し
え
た
最
大
の
理
由
は
そ
の
華
麗
な
宗
教
儀
式
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
民
衆
を
唯
一
神
の
礼
拝
に
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
異
教
か
ら
受
け
継
い
だ
、
多
神
教
・
迷
信

の
宗
教
儀
式
が
数
多
く
あ
る
と
批
判
す
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
も
モ
ハ
メ
ッ
ド
や
そ
の
他
の
聖
者
の
墓
へ
の
巡
礼
が
聖
人
崇
拝
の
要
素
と
し
て
批

判
さ
れ
る
。
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
も
同
意
し
、
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
も
儀
式
過
剰
が
宗
教
を
迷
信
に
変
え
て
し
ま
う
危
険
性
は
認

め
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
は
儀
式
排
除
が
宗
教
を
堀
り
崩
し
て
し
ま
う
危
険
性
、
儀
式
排
除
に
立
上
っ
た
新
教
派
が
た
ち
ま
ち
更
な

る
新
教
派
の
連
鎖
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
界
の
大
混
乱
を
も
た
ら
し
た
危
険
性
の
方
も
指
摘
し
、
反
論
は
で
き
な
い
が
ロ

l
マ・

(
凶
)

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
信
ず
る
と
す
る
。

ジャン・ボダンの生涯(五)

宗
教
的
寛
容

(
1
)
許
容
範
囲

「
善
良
な
人
間
に
と
っ
て
、
公
的
に
告
白
す
る
の
と
は
別
の
宗
教
を
私
的
に
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
主
人
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の

問
題
提
起
に
よ
っ
て
、
対
話
は
四
・
て
多
宗
教
の
調
和
論
対
一
つ
の
真
の
宗
教
諭
の
続
き
を
受
け
て
、
一
つ
の
真
の
宗
教
の
も
と
で
の
許

容
範
囲
、
逆
か
ら
言
え
ば
許
さ
れ
ざ
る
範
囲
の
議
論
に
入
る
。
セ
ナ
ム
ス
が
問
題
を
整
理
し
、
真
の
宗
教
H
唯
一
神
の
礼
拝
、
誤
っ
た
宗
教
H

偶
像
(
被
造
物
)
崇
拝
を
前
提
に
、
信
何
を
も
っ
者
か
ら
無
神
論
者
の
序
列
で
次
の
一
一
段
階
を
設
定
し
、
⑦
の
懐
疑
者
ま
で
が
信
何
を
も
っ

者
と
し
て
の
許
容
範
囲
、
⑧
以
下
が
無
神
論
者
と
し
て
許
さ
れ
ざ
る
範
囲
だ
と
主
張
す
る
。

①
今
日
で
は
ご
く
少
者
の
者
に
し
か
可
能
で
な
い
が
、
生
命
や
財
産
、
名
声
を
失
う
こ
と
の
恐
怖
な
し
に
、
公
私
と
も
唯
一
神
を
礼
拝
す

る
者
②
私
的
に
唯
一
神
を
礼
拝
し
、
公
的
な
偶
像
を
避
け
る
者
③
強
制
さ
れ
、
生
命
の
危
険
か
ら
、
公
的
・
外
面
的
に
偶
像
崇
拝
を
行

う
が
、
私
的
・
内
面
的
に
は
唯
一
神
を
礼
拝
す
る
者
④
財
産
、
名
声
を
失
う
こ
と
や
亡
命
す
る
こ
と
の
恐
怖
か
ら
、
③
と
同
じ
対
応
を
す

⑤
他
の
宗
教
が
偽
で
、
自
分
の
宗
教
が
真
だ
と
深
く
確
信
し
て
、
誤
っ
た
宗
教
を
と
っ
て
い
る
者
⑥
自
分
の
宗
教
が
真
だ
と
信
じ

五・る
者
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論

⑨
魔
術
師
・
魔
女

公
然
と
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
軽
蔑
し
、

っ
て
い
る
者

⑩
公
的
・
表
面
的
に
も
宗
教
に
は
全
く
関
心
を
も
た
ず
、
動
物
と
同
じ
欲
望
だ
け
に
従
っ
て
い
る
者

⑪ 
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説

て
、
公
私
と
も
誤
っ
た
宗
教
を
と
っ
て
い
る
者

⑦
自
分
の
宗
教
が
真
か
偽
か
疑
い
、
従
っ
て
救
済
に
つ
い
て
も
疑
っ
て
い
る
が
、
そ
の
宗

教
で
育
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
公
私
と
も
そ
の
宗
教
を
と
っ
て
い
る
者

⑧
社
会
的
必
要
性
だ
け
か
ら
、
公
的
・
表
面
的
に
の
み
宗
教
を
装

そ
の
破
壊
を
も
く
ろ
む
者

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
人
が
そ
れ
に
激
し
く
反
対
し
、
③
の
者
、
少
く
と
も
生
命
の
危
険
が
な
く
、
亡
命
の
道
が
残
さ
れ
て
い
る
④
の
者

は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
公
的
に
偶
像
崇
拝
を
し
な
が
ら
、
私
的
・
内
面
的
に
は
真
の
神
を
礼
拝
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
の
は
「
偽
善
」

で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
エ
ス
と
パ
ウ
ロ
の
言
葉
(
マ
タ
イ
一

O
U
1ぉ
、
ロ
ー
マ
一

O
ω
)
、
言
わ
ば
テ
ル
テ
ュ
リ

ア
ヌ
ス
の
言
う
「
隠
す
者
は
否
定
す
る
者
な
り
」
に
よ
り
、
外
面
的
に
だ
け
で
あ
れ
、
公
的
に
偶
像
崇
拝
を
す
る
者
は
偶
像
崇
拝
者
で
あ
る
、

{
凶
)

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
ラ
テ
ン
語
版
『
国
家
論
』
の
ボ
ダ
ン
を
代
弁
し
て
、
反
論
す
る
。
聖
書
に
言
う
「
偽
善
L

と
は

と
。
そ
れ
に
対
し
て
、

私
的
・
内
面
的
に
は
真
の
神
を
礼
拝
し
て
い
な
い
の
に
、
公
的
・
外
面
的
に
の
み
そ
う
装
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
の
ニ
コ

エ
リ
シ
ヤ
(
列
王
・
下
五
)
に
よ
っ
て
、
公
的
な
偶
像
崇
拝
が

強
制
や
恐
怖
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
場
合
、
公
的
・
外
面
的
に
だ
け
そ
れ
に
応
じ
、
私
的
・
内
面
的
に
は
唯
一
神
を
礼
拝
す
る
対
応
が
勧
め

ら
れ
、
認
め
ら
れ
て
お
り
、
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
政
策
的
に
も
よ
り
大
き
い
方
の
悪
を
避
け
る
方
策
と
し
て
、
そ
う
し
た
対
応
を
と
る
べ
き

で
あ
る
。
国
政
担
当
者
や
宗
教
的
多
数
派
は
少
数
派
の
宗
教
の
私
的
行
使
ま
で
禁
じ
て
、
最
悪
の
無
神
論
に
道
を
聞
く
べ
き
で
は
な
い
し
、

宗
教
的
少
数
派
は
自
ら
の
宗
教
を
公
的
・
外
面
的
に
は
で
き
な
く
と
も
、
私
的
・
内
面
的
に
は
行
使
で
き
る
の
だ
か
ら
、
公
的
宗
教
を
攻
撃

デ
モ
の
徒
批
判
式
の
言
い
分
は
あ
た
ら
な
い
。
予
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
(
バ
ル
ク
六
)
、

し
て
最
悪
の
ア
ナ
キ

l
に
道
を
聞
く
べ
き
で
は
な
い
、

と

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
人
は
更
に
、
偶
像
崇
拝
者
は
真
の
神
を
礼
拝
し
な
い
と
い
う
点
で
無
神
論
者
と
同
じ
な
の
で
、
同
罪
だ
と
主
張
す

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
が
た
だ
ち
に
、
迷
信
H
偶
像
崇
拝
は
ど
れ
程
ひ
ど
く
て
も
、
神
的
な
こ
と
へ
の
恐
れ
と
自
然
法
に
よ



る
拘
束
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
無
神
論
に
ま
さ
り
、
許
容
範
囲
に
入
る
と
反
論
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
し
か
し
、
真
の
神
を
知
ら
な
い
、
従
っ

て
「
正
当
な
誤
り
」
の
迷
信
に
関
し
て
は
そ
う
だ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
真
の
神
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
真
の
神
と
偶
像
を
同
列
に

お
く
迷
信
は
別
で
、
こ
れ
は
無
神
論
よ
り
有
罪
だ
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
確
か
に
そ
う
だ
が
、
彼
ら
は
聖
職

者
に
偽
を
教
え
ら
れ
て
、
従
っ
て
「
正
当
な
誤
り
」
か
ら
、
そ
し
て
「
正
当
な
良
心
(
心
か
ら
信
じ
て
ご
か
ら
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
許

さ
れ
る
と
反
論
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
も
同
意
し
、
む
し
ろ
逆
に
「
正
当
な
良
心
」
か
ら
す
る
崇
拝
で
あ
り
、
俗
人
が
聖
職
者
に
偽
を
教
え
ら
れ

(
国
}

た
「
正
当
な
誤
り
」
で
あ
れ
ば
、
神
を
不
快
に
は
し
な
い
と
神
法
(
レ
ビ
二
四
、
五
)
で
根
拠
づ
け
る
。

以
上
が
宗
教
的
寛
容
の
範
囲
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
⑦
の
懐
疑
者
、
当
時
と
し
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
疑
い
な
が
ら
も
公
私
と
も
カ
ト

リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
っ
た
知
識
人
、
あ
る
い
は
判
定
基
準
を
す
べ
て
疑
う
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
を
伝
統
だ
け
で
正
当
化
し
た
懐
疑
主
義

者
に
つ
い
て
の
議
論
は
な
い
。
ボ
ダ
ン
が
懐
疑
者
を
信
仰
を
も
っ
者
と
無
神
論
者
の
中
聞
に
位
置
づ
け
て
、
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
セ
ナ
ム
ス
に
救
済
の
か
か
っ
た
宗
教
の
こ
と
で
生
ぬ
る
い
態
度
を
と
る
の
を
止
め
、
熱
い
態
度
を
と
る
か
冷
た
い
態
度
を
と
る

(
凶
)

か
は
っ
き
り
せ
よ
と
迫
る
サ
ロ
モ
ン
が
ボ
ダ
ン
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
神
の
秘
密
を
知
る
こ
と
の
困
難
さ
か
ら
許
容
範
囲
だ
と
考
え
た
で
あ
ろ

λ
ノ。

ジャン・ボダンの生涯(五)

こ
の
宗
教
的
寛
容
の
範
囲
の
問
題
は
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
、

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
問
題
提
起
に
顕
著
な
よ
う
に
、
③
④
の
者
、

つ
ま
り
公
的
・

外
面
的
な
宗
教
と
私
的
・
内
面
的
な
宗
教
を
峻
別
し
、
後
者
の
個
人
の
内
面
が
問
題
で
あ
っ
て
前
者
は
便
宜
に
す
ぎ
な
い
と
両
者
の
関
係
を

確
定
し
、
両
立
さ
せ
る
対
応
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
。
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ
た
ユ
ダ

ヤ
教
の
徹
底
し
た
唯
一
神
の
立
場
を
と
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
誤
っ
た
宗
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
至
っ
て
は
異
教
よ
り
も
悪
し
き
宗
教
だ
と
す
る

背
教
的
異
端
者
ボ
ダ
ン
自
身
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
実
は
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
キ

リ
ス
ト
教
が
⑤
⑥
の
誤
っ
た
宗
教
の
次
元
に
あ
る
(
⑤
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
⑥
が
カ
ト
リ
ッ
ク
)
こ
と
か
ら
起
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
対
話
は
キ
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説

リ
ス
ト
教
批
判
に
向
う
。

論

五・

真
の
宗
教

(
2
)
文
献
学
的
キ
リ
ス
ト
教
批
判

対
話
は
再
び
真
の
宗
教
論
に
一
戻
り
、
ま
ず
各
人
の
立
場
を
再
確
認
す
る
。
ト
ラ
ル
パ
は
自
然
法
に
か
な
っ
た
自
然
宗
教
を
主
張
し
、
そ
れ

に
同
意
し
な
が
ら
も
、
サ
ロ
モ
ン
は
自
然
法
H
神
法
の
十
戒
に
か
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
を
主
張
し
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
自
然
法
H
モ
ハ
メ
ツ

ド
の
法
に
か
な
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
を
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
三
人
は
神
に
し
て
人
間
た
る
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
教
会

の
キ
リ
ス
ト
教
を
主
張
し
、
対
立
す
る
。
セ
ナ
ム
ス
は
世
界
中
の
全
宗
教
支
持
者
(
パ
ン
テ
オ
ン
主
義
者
)
と
い
う
本
来
の
主
張
に
戻
り
、
真
の

宗
教
の
確
定
は
判
定
基
準
が
疑
わ
し
い
の
で
不
可
能
、
か
つ
真
の
宗
教
を
排
除
す
る
可
能
性
を
も
っ
危
険
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
た
と
え

誤
っ
た
宗
教
で
も
、
全
き
心
か
ら
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
を
不
快
に
せ
ず
、
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
必
要
な
こ
と
だ
と
主
張
し
、
対

話
か
ら
は
ず
れ
る
。

判
定
基
準
が
自
然
H
理
性
の
次
元
か
ら
、
神
の
啓
示
の
次
元
に
移
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
新
約
と
コ

l
ラ
ン
を
否
定
し

あ
う
と
、

サ
ロ
モ
ン
は
三
宗
教
が
一
致
し
て
認
め
て
い
る
旧
約
リ
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
証
言
に
そ
れ
を
求
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

ユ
ダ
ヤ
民

族
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
事
物
の
本
性
に
合
致
し
た
聖
な
る
自
然
言
語
を
授
け
ら
れ
た
人
類
の
祖
先
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
神
の
啓
示

を
守
り
続
け
る
べ
き
証
人
、
保
管
者
、
神
の
啓
示
を
全
世
界
の
国
民
に
伝
え
る
べ
き
聖
職
者
、
教
会
と
し
て
神
に
選
ば
れ
た
特
別
な
民
な
の

で
あ
る
(
出
エ
ジ
プ
ト
一
九
6
、
申
命
四
9
1
日
、
イ
ザ
ヤ
一
九
お
、
五
五
4
等
々
)
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
人
は
た
だ
ち
に
反
論
し
、
神
の
教
会
H
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
メ
シ
ア
出
現
ま
で
で
、
神
の
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
教
会
、

キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
者
の
な
か
の
一
部
か
ら
な
る
見
え
ざ
る
教
会
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
、
神
法
は
福
音
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
殺
害
に
加
担
し
た
こ
と
に
怒
り
、
見
捨
て
、
迫
害
さ
れ
・
流
浪
す
る
民
に
し

神
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
メ
シ
ア
を
受
け
入
れ
な
い
ば
か
り
か
、
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た
の
だ
(
七
O
年
の
神
殿
破
壊
)
と
攻
撃
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

サ
ロ
モ
ン
は
こ
う
反
論
す
る
。
パ
ビ
ロ
ン
捕
囚
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
以
前
の

方
が
激
し
い
迫
害
・
離
散
を
こ
う
む
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
で
も
神
が
決
し
て
見
捨
て
な
い
こ
と
の
約
束
が
再
確
認
さ
れ
て
お
り
(
エ
レ
ミ
ヤ

む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
民
族
だ
け
が
激
し
い
迫
害
・
離
散
を
こ
う
む
る
こ
と
こ
そ
選
ば
れ
た
聖
職
の
民
で
あ
る
こ
と

の
証
拠
で
あ
る
(
詩
篇
九
四
担
。
激
し
い
迫
害
・
離
散
を
こ
う
む
っ
た
か
ら
こ
そ
、
唯
一
神
の
礼
拝
以
外
何
の
不
純
物
も
含
ま
な
い
寸
最
も
純

粋
で
、
最
も
単
純
な
宗
教
」
を
守
り
通
せ
た
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
不
純
物
を
含
ん
で
多
く
の
宗
派
に
分
裂
し
、
互
い
に
異

端
呼
ば
わ
り
し
て
激
し
く
対
立
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
か
つ
で
あ
っ
た
パ
リ
サ
イ
派
や
エ
ツ
セ
ネ
派
と
い
っ
た
分
派
は
宗
教
に
関
す
る
も
の

三
一
%
1
U
、
レ
ビ
二
六
H
H
1
6
)
、

で
は
な
く
、
生
活
様
式
の
相
異
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
)
。
ま
た
、
選
ば
れ
た
聖
職
の
民
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
か
ら
さ
さ
い
な
罪
で
も
厳
し
く
罰
せ
ら

ジャン・ボダンの生涯(五)

れ
、
世
界
中
に
離
散
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
世
界
の
国
民
を
偶
像
崇
拝
か
ら
唯
一
神
の
礼
拝
へ
と
導
く
任
務
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
歴
史
は
征
服
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
征
服
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム
教
も
そ
の
助
手
に
す
ぎ
な
い
。
神
の
教

会
は
唯
一
神
を
受
け
入
れ
た
者
の
見
え
る
教
会
で
あ
り
、
自
ら
の
自
由
意
志
で
唯
一
神
を
否
定
し
、
偶
像
と
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
た
り
、
偶
像

(
川
)

崇
拝
に
一
戻
る
者
だ
け
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
改
宗
に
燃
え
る
フ
リ
デ
リ
ク
ス
、
そ
れ
に
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
神
に
し
て
人
問
、
人
類
の
救
済
者
た

る
メ
シ
ア
だ
と
い
う
証
明
に
乗
り
出
す
と
、
対
話
は
文
献
学
的
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
入
る
。
そ
の
際
、
文
献
学
的
に
す
ぐ
れ
た
聖
書
と
初
期

教
父
た
ち
の
著
作
の
出
版
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ボ
ダ
ン
が
使
っ
て
い
る
聖
書
は
ア
ル
カ
ラ
多
国
語
聖
書
を
更
に
拡
充
し
た
、

当
時
の
聖
書
文
献
学
の
最
高
傑
作
で
あ
る
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
多
国
語
聖
書
(
一
五
六
九
|
七
二
年
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
左
か
ら
右
に
、
新
約
で

は
シ
リ
ア
版
の
ア
ラ
ビ
ア
語
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
訳
、
ウ
ル
ガ

l
タ
の
ラ
テ
ン
語
訳
、
ギ
リ
シ
ア
語
本
文
と
並
べ
、
下
に
へ
プ
ラ
イ
語
訳
を
掲

げ
、
旧
約
で
は
へ
ブ
ラ
イ
語
の
マ
ソ
レ
卜
本
文
、
ウ
ル
ガ

l
タ
の
ラ
テ
ン
語
訳
、
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
の
ラ
テ
ン
語
訳
、
七
二
人
訳
の
ギ
リ
シ

ア
語
、
下
に
「
カ
ル
デ
ア
人
の
注
解
L

と
し
て
へ
ブ
ラ
イ
語
の
異
本
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
フ
ェ
リ
ー
ベ
二
世
の
命
令
で
プ
ラ
ン
タ
ン
か
ら
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説

ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
改
宗
に
使
う
意
図
で
あ
っ
た
ろ

ボ
ダ
ン
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
誤
っ
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
の
文
献
学
的
証
拠
を
提
供
し
た
。

出
版
さ
れ
た
聖
書
は
キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、

う
が
、

るム

"'旬

イ
エ
ス
が
神
に
し
て
人
間
た
る
メ
シ
ア
だ
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、

サ
ロ
モ
ン
と
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
文
献
学

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
、

的
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
す
る
。
ま
ず
、
王
立
教
授
団
教
授
ポ

l
ル
・
パ
ラ
デ
ィ
や
ブ
ル
ゴ
ス
の
大
司
教
パ
ブ
ロ
・
デ
・
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
と

い
っ
た
知
識
人
始
め
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
イ
エ
ス
を
メ
シ
ア
と
認
め
て
改
宗
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
ん
な

こ
と
は
何
の
証
拠
に
も
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
も
そ
も
メ
シ
ア
の
へ
や
フ
ラ
イ
語
の
意
味
は
塗
泊
さ
れ
た
者
の
意
で
、
君
主
や
指
導
者
、
更
に

秘
密
の
意
味
で
は
神
の
国
の
不
死
の
王
(
イ
ザ
ヤ
九
6
1
7
、
創
世
四
九
日
)
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

イ
エ
ス
の
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、

ま
し
て
や
神

で
は
決
し
て
な
い
と
批
判
す
る
。

旧
約
で
予
言
さ
れ
て
い
る
と
い
う
伝
統
的
な
主
張
(
マ
タ
イ
一

m
lイ
ザ
ヤ
七
M
O
マ
タ
イ
ニ
ニ
0
1
6
9
1
エ
レ
ミ
ヤ
ニ
一
二
5
1
6
、
詩
篇
二

0
1
0

へ
プ
ル
ニ
7

詩
篇
八
6
等
々
)
に
対
し
て
は
、

そ
の
へ
ブ
ラ
イ
語
と
旧
約
の
知
識
の
欠
如
、
非
歴
史
性
を
批
判
す
る
。
例
え
ば
、

イ
ザ
ヤ
七
章

一
四
は
王
ア
ハ
ズ
の
若
き
妻
が
生
む
息
子
エ
ゼ
キ
ア
ス
の
こ
と
で
あ
り
、
詩
篇
八
篇
六
に
至
つ
て
は
人
間
一
般
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を

神
性
と
人
性
の
結
合
な
ど
と
す
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。

新
約
で
証
明
で
き
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
新
約
自
体
が
疑
わ
し
い
と
批
判
す
る
。
初
期
教
父
た
ち
が
互
い
に
相
手
が
新
約
を
勝
手

に
書
き
変
え
た
と
批
判
し
合
っ
て
い
る
こ
と
、
四
つ
の
福
音
書
の
間
で
さ
え
調
和
を
見
つ
け
る
の
が
困
難
な
の
に
、
初
期
教
父
た
ち
に
よ
れ

マ
ル
キ
オ
ン
の
新
約
に
は
マ
リ
ヤ
へ
の
告
知
、
処
女
降
誕
、
東
方
の
博
士
の
来
訪
、
そ
の
他
イ
エ
ス

ば
、
福
音
書
が
一
五
も
あ
っ
た
こ
と
、

を
神
だ
と
根
拠
づ
け
る
個
所
が
な
か
っ
た
こ
と
、

ル
カ
第
三
章
に
は
全
体
の
序
文
が
つ
い
て
お
り
、

一
、
二
章
が
後
の
付
け
加
え
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

イ
エ
ス
を
メ
シ
ア
と
し
て
ダ
ビ
デ
王
家
の
出
に
す
る
た
め
に
、
恋
意
的
な
系
図
を
作
っ
て
ヨ
ゼ
フ
を

王
家
の
出
に
し
ー
も
し
そ
う
な
ら
処
女
降
誕
で
は
な
い
し
、

そ
も
そ
も
王
家
の
者
が
大
工
に
な
る
だ
ろ
う
か
l
、
イ
エ
ス
を
ダ
ピ
デ
の
町
ベ
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ツ
レ
へ
ム
生
ま
れ
に
作
為
し
l
イ
エ
ス
自
身
も
弟
子
も
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
し
て
お
り
(
使
徒
二
二
8
、
ヨ
ハ
ネ
一
一
的
)
、
住
民
登
録
の
た
め
に
身

重
の
妻
を
伴
な
っ
て
ナ
ザ
レ
か
ら
べ
ツ
レ
へ
ム
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
歴
史
文
献
学
的
に
あ
り
え
な
い
、
旧
約
の
予
言
(
ホ
セ
ア
二

1
)

成
就
の
た
め
の
エ
ジ
プ
ト
へ
の
逃
避
に
至
つ
て
は
子
供
だ
ま
し
だ
。

そ
し
て
、
決
定
的
な
こ
と
は
、

イ
エ
ス
自
身
が
自
分
を
神
と
は
し
て
い

な
い
、
神
の
子
と
呼
ん
だ
と
き
も
人
間
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
(
マ
タ
イ
二
四
%
、
マ
ル
コ
一

O
U
、
ヨ
ハ
ネ
七
日
、

O 
36 

一七
3
等
々
)
、
イ
エ
ス
が
悪
魔
の
試
み
に
あ
っ
た
り
、
空
腹
、
渇
き
、
嘆
き
、
悲
し
み
、
恐
怖
、
絶
望
を
感
じ
た
こ
と
も
神
で
な
い
こ
と
の
証

拠
だ
。
パ
ウ
ロ
も
イ
エ
ス
を
へ
プ
ラ
イ
語
で
教
師
、
指
導
者
を
意
味
す
る
主
と
呼
ぴ
、
神
と
は
区
別
し
て
い
る

(
H
コ
リ
ン
ト
一

3
、
ェ
ペ
ソ
三

9
1
H
、
四
5
1
6
)
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
コ

l
ラ
ン
か
ら
、
天
国
の
イ
エ
ス
が
神
か
ら
、
お
前
は
神
で
は
な
く
て
、
自
分
と
母
親
を
神
と
し

て
崇
拝
す
る
よ
う
に
教
え
た
の
か
と
聞
か
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
自
分
の
教
え
か
ら
勝
手
に
離
れ
て
い
っ
た
連
中
だ
と
答
え
た
話
し
(
コ
l

(
瑚
}

ラ
ン
五
山
)
を
添
え
て
い
る
。

イ
エ
ス
を
神
だ
と
す
る
後
の
時
代
の
誤
解
と
作
為
に
よ
っ

そ
れ
を
サ
ロ
モ
ン
と
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
代
弁
さ
せ
て
、
文
献
学
的
に
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
ボ
ダ

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
を
イ
エ
ス
や
使
徒
の
教
え
に
反
し
て
、

て
堕
落
し
た
誤
っ
た
宗
教
だ
と
考
え
、

ン
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
位
置
づ
け
は
最
後
に
や
り
た
い
が
、

そ
の
要
は
イ
エ
ス
の
神
性
を
否
定
し
て
、
絶
対
的
な
唯
一
神
を
守
る
こ
と
に

ジャン・ボダンの生涯(五)

あ
っ
た
。

真
の
宗
教

(3)
キ
リ
ス
ト
教
教
義
批
判

金
曜
日
の
断
食
を
契
機
に
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
神
や
神
々
に
対
し
て
断
食
で
憤
悔
し
、
ヴ
ェ
ー
ル
や
へ
り
く
だ
っ
た
態
度
で
礼

拝
し
、
合
唱
や
踊
り
で
賛
美
し
て
お
り
、
ま
た
三
宗
教
と
も
一
致
し
て
ダ
ビ
デ
の
詩
篇
を
使
っ
て
唯
一
神
を
賛
美
し
て
お
り
、
「
反
対
の
道
を

サ
ロ
モ
ン
と
ト
ラ
ル
パ
が
、

キ
リ
ス
ト
教
が

と
っ
て
い
る
よ
う
で
も
し
ば
し
ば
同
じ
所
に
た
ど
り
着
く
」
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

四
26 
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説

唯
一
神
の
存
在
し
か
認
め
て
い
な
い
の
に
、

イ
エ
ス
や
聖
人
を
神
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
と
、
対
話
は
再
び
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
入

。ヲ。

呈a、
白冊

イ
エ
ス
が
唯
一
神
の
受
肉
な
の
だ
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
サ
ロ
モ
ン
は
永
遠
の
神
が
被
造
物
に
受
肉
し
た

な
ど
と
す
る
こ
と
は
栄
光
の
神
に
対
す
る
官
漬
で
あ
り
、
被
造
物
崇
拝
の
異
教
徒
よ
り
も
罪
が
重
い
と
批
判
す
る
。
ト
ラ
ル
パ
は
永
遠
不
変

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
、

の
神
が
少
し
前
に
天
上
界
か
ら
降
り
て
き
て
、
処
女
の
子
宮
に
九
ヵ
月
間
隠
れ
、
処
女
の
子
宮
か
ら
肉
体
を
も
っ
て
生
ま
れ
、
処
刑
さ
れ
て

死
に
、
肉
体
を
も
っ
た
ま
ま
復
活
し
て
天
上
界
に
帰
っ
た
な
ど
と
言
う
の
は
無
知
な
民
衆
用
の
お
話
し
で
あ
り
、
無
限
の
神
と
有
限
の
人
間

の
結
合
な
ど
あ
り
え
な
い
と
批
判
す
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
と
セ
ナ
ム
ス
は
神
と
人
間
の
交
わ
り
か
ら
神
の
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
古
代
や

異
教
徒
の
聞
に
広
く
見
ら
れ
る
民
間
信
仰
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。

神
で
な
げ
れ
ば
ゃ
れ
な
い
多
く
の
奇
跡
を
行
っ
た
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
同
じ
奇
跡
を
行
っ
た
魔
術
師
は
い
く

ら
で
も
お
り
、
例
え
ば
イ
エ
ス
と
同
時
代
の
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
は
イ
エ
ス
以
上
の
奇
跡
を
行
っ
て
、
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
と
反
論
す
る
。
サ

ロ
モ
ン
は
イ
エ
ス
の
時
代
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
は
同
じ
く
メ
シ
ア
を
名
乗
る
多
く
の
者
が
出
現
し
て
お
り
(
使
徒
五
お
1
潟
、
八
9
1
M
)
、
な
か
で

し
か
し
、

ロ
ー
マ
の
元
老
院
で
神
と
認
定
さ
れ
た
と
反
論
す
る
。

そ
の
教
え
が
人
間
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
消
滅
し
、
神
に
よ
る
も
の
だ
け
が
長
続
き
す
る
の
で
あ
り
(
使
徒
五
お
1
ぬ)、

も
魔
術
師
シ
モ
ン
は
イ
エ
ス
以
上
の
奇
跡
を
行
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
が
一
五

O
O年
以
上
も
持
続
し
、
両
イ
ン
ド
に
ま
で
広
ま
っ
た
こ
と
こ
そ
真
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
だ
と
す
る
主
張
に
対

し
で
も
、
全
員
が
反
論
す
る
。

セ
ナ
ム
ス
は
持
続
と
広
ま
り
が
判
定
基
準
な
ら
、
異
教
こ
そ
が
真
の
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
と
反
論
す
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
広
ま
り
を
言
う
な
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
が
宇
宙
で
最
も
崇
高
な
太
陽
崇
拝
に
代
え
て
死
者
崇
拝
と

い
う
よ
り
悪
し
き
宗
教
を
広
め
て
い
る
の
に
対
し
、

イ
ス
ラ
ム
教
は
唯
一
神
の
崇
拝
を
広
め
て
お
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
が
真
の
宗
教
だ
と
反
論

す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
判
定
基
準
を
認
め
、
異
教
は
勿
論
の
こ
と
イ
エ
ス
や
モ
ハ
メ
ッ
ド
と
い
う
人
間
起
源
の
宗
教
は
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早
晩
消
滅
し
、
神
起
源
の
ユ
ダ
ヤ
教
だ
け
が
残
り
、
全
世
界
の
国
民
が
唯
一
神
だ
け
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
反
論
す
る
。
ト
ラ
ル
パ

(
悶
)

は
神
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
最
古
の
、
唯
一
神
の
礼
拝
以
外
に
は
何
も
含
ま
な
い
自
然
宗
教
が
最
後
に
勝
利
し
よ
う
と
反
論
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
も
唯
一
神
だ
け
の
崇
拝
で
あ
り
、
神
は
人
類
を
罪
か
ら
救
済
す
る
た
め
に
人
間
性

を
帯
び
た
の
だ
と
主
張
す
る
と
、
対
話
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
批
判
に
入
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
際
、
ボ
ダ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
見
方
は
明

確
で
、
「
一
つ
の
誤
り
の
提
示
か
ら
無
数
の
誤
り
が
生
じ
た
」
、
あ
る
い
は
「
基
礎
を
誤
っ
て
据
え
た
が
た
め
に
、
そ
の
上
に
何
を
積
み
上
げ

ょ
う
と
、
同
時
に
崩
壊
す
る
」
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
神
や
神
の
子
と
す
る
誤
っ
た
礎
を
据
え
た
が
た
め
に
、
そ
の
上
に
誤
り
を
積

み
重
ね
て
い
っ
た
体
系
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
を
神
だ
と
す
る
誤
っ
た
礎
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
神
性
、
三
位
一
体
、
キ
リ
ス
ト
に

よ
る
罪
の
噴
い
、
原
罪
、
そ
の
他
の
誤
っ
た
教
義
を
積
み
上
げ
た
体
系
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
ボ
ダ
ン
が
批
判
す
る
キ
リ

ス
ト
教
は
専
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、

カ
ト
リ
ッ
ク
双
方
の
最
高
権
威
た
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
る
。

六
-
一
・

1

ま
ず
、

キ
リ
ス
ト
の
神
性
、
三
位
一
体
批
判

ト
ラ
ル
パ
が
キ
リ
ス
ト
を
人
類
の
救
済
の
た
め
の
神
の
受
肉
と
み
な
す
こ
と
の
理
性
H
哲
学
的
批
判
を
開
始
す
る
。
神
が
同
じ
神

で
あ
る
人
聞
を
生
み
出
し
た
の
な
ら
、
神
に
そ
の
強
制
的
必
要
か
意
志
の
ど
ち
ら
か
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

そ
う
し
た
も
の
は
考
え
ら
れ
な

ジャン・ボダンの生涯(五)

ぃ
。
神
に
そ
の
強
制
的
必
要
が
あ
っ
た
の
な
ら
そ
れ
以
前
に
神
に
欠
陥
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
矛
盾
で
あ
り
、
神
が
生
み
出
す
こ
と
を
意

志
す
る
も
の
は
す
べ
て
被
造
物
、
永
遠
な
神
性
を
も
っ
者
は
生
み
出
さ
れ
え
ず
、
生
み
出
さ
れ
る
者
は
す
べ
て
被
造
物
で
し
か
あ
り
え
な
い

か
ら
矛
盾
で
あ
る
、
と
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
こ
う
反
論
す
る
。
神
の
こ
と
は
人
間
の
理
性
の
能
力
を
越
え

て
お
り
、
信
何
の
注
入
な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
ロ
ン
パ
ル
ド
ゥ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
理
性
的
に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
え

て
も
、
「
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
」
神
は
そ
う
意
志
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
神
の
作
品
、
キ
リ
ス
ト
の
方
か
ら
は
理
性
的
に
証
明
で
き
る
と
し

て
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
、
人
類
の
救
済
者
の
証
明
に
乗
り
出
す
。
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説

そ
の
聖
な
る
生
活
で
示
し
た
無
罪
さ
は
神
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
と
い
う
証
明
に
対
し
て
は
、
サ
ロ
モ
ン
が
激
し
く
批
判
す
る
。
そ
の
奇
跡
、
「
信
じ
よ
、
さ
ら
ば
救
わ
れ
ん
」
と
い
う
へ
ル
メ
ス
派
と
同

じ
医
術
魔
術
、
悪
魔
を
豚
に
転
移
さ
せ
て
豚
の
群
れ
を
全
滅
さ
せ
た
転
移
魔
術
等
々
は
同
時
代
の
魔
術
師
シ
モ
ン
と
同
じ
く
、
魔
術
師
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
神
法
H
自
然
法
の
成
就
と
さ
れ
る
山
上
の
蚤
訓
は
こ
の
世
に
ま
す
ま
す
悪
人
を
栄
え
さ
せ
、
善
人
を
滅
ぼ
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
売
春
婦
や
罪
人
た
ち
と
交
わ
っ
て
聖
な
る
生
活
な
ど
送
っ
て
い
な
い
、
と
批
判
す
る
。
ト
ラ
ル
パ
と
オ
ク
タ
ヴ
イ

キ
リ
ス
ト
が
そ
の
奇
跡
で
示
し
た
力
、

そ
の
教
え
で
示
し
た
知
恵
、

呈ム
ロ問

ウ
ス
は
こ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
観
に
は
組
み
せ
ず
、
予
言
者
、
神
聖
さ
は
認
め
る
が
、
神
性
は
断
固
否
定
す
る
。
ト
ラ

ル
パ
は
こ
う
批
判
す
る
。
キ
リ
ス
ト
が
肉
体
を
も
ち
、
生
長
と
共
に
発
展
す
る
人
間
の
霊
魂
を
も
っ
て
い
た
以
上
、
被
造
物
で
あ
り
、
被
造

物
は
創
造
主
た
る
神
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
。
オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
批
判
す
る
。
キ
リ
ス
ト
に
関
す
る
主
張
を
認
め
て
も
、
神
だ
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

さ
も
な
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
以
上
の
予
言
者
た
ち
、

ヨ
シ
ュ
ア
な
ど

モ
l
ゼ、

エ
リ
ヤ
、

サ
ミ
ュ
エ
ル
、

も
神
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、

と

ト
ラ
ル
パ
が
神
で
な
い
者
が
人
類
の
救
済
者
た
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
批
判
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
こ
れ
こ
そ
キ
リ
ス
ト
を

人
類
の
救
済
者
だ
と
し
な
が
ら
、
神
性
を
否
定
し
た
ア
リ
ウ
ス
派
の
誤
り
の
証
拠
だ
と
し
、
キ
リ
ス
ト
が
人
類
の
救
済
者
だ
と
証
明
で
き
る

と
す
る
。
イ
エ
ス
の
へ
プ
ラ
イ
名
ヨ
シ
ュ
ア
は
救
済
者
を
意
味
し
、
特
別
な
名
前
で
あ
る
(
ピ
リ
ピ
二

9
1目
、
使
徒
四
ロ
、
へ
プ
ル
一

4
)
こ
と
か

ら
人
類
の
救
済
者
で
あ
る
、

と
。
そ
れ
に
対
し
、

サ
ロ
モ
ン
は
旧
約
で
唯
一
神
だ
け
が
唯
一
の
救
済
者
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
啓
示
さ
れ

て
お
り
(
イ
ザ
ヤ
四
三
日
、
四
五

n、
四
六
9
、
四
七
4
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
三
六
日
品
等
々
)
、
イ
エ
ス
の
へ
フ
ラ
イ
名
ヨ
シ
ュ
ア
は
特
別
な
名
前
ど
こ
ろ
か
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
ご
く
普
通
の
名
前
で
あ
り
、
死
す
べ
き
人
問
、
被
造
物
に
す
ぎ
ず
、
被
造
物
が
人
類
の
救
済
者
た
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と

批
判
す
る
。

キ
リ
ス
ト
は
そ
の
人
性
に
お
い
て
は
被
造
物
だ
が
、

そ
の
神
性
に
お
い
て
神
な
の
で
あ
り
、
両
性
が
三
位
一
体
の
子
と
い
う
位
格
に
お
い
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て
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「
私
と
父
と
は
一
つ
で
あ
る
L

(

ヨ
ハ
ネ
一

O
初
)
が
そ
の
証
拠
だ
と
す
る
主
張
に
対
し
て

は
、
こ
う
批
判
す
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
ア
リ
ウ
ス
派
の
解
釈
の
よ
う
に
、
本
質
、
実
体
に
お
け
る
一
体
の
こ
と

で
は
な
く
て
、
精
神
に
お
け
る
一
致
の
意
に
と
る
べ
き
で
、
さ
も
な
け
れ
ば
使
徒
た
ち
、
更
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
す
べ
て
が
神
に
な
っ
て
し

ま
〉
つ
(
ヨ
ハ
ネ
一
七
幻
、
-
コ
リ
ン
ト
コ
一
8
、
六
口
)
、

と
批
判
す
る
。
ト
ラ
ル
パ
は
理
性
H
哲
学
的
に
批
判
す
る
。
何
の
比
例
も
あ
り
え
な
い
創
造

主
と
被
造
物
、
無
限
と
有
限
、
永
遠
と
変
化
、
生
ま
れ
ざ
る
者
と
生
ま
れ
た
者
、
不
死
と
可
死
が
結
合
し
て
一
つ
に
な
る
こ
と
な
ど
あ
り
え

な
い
。
も
し
両
者
が
結
合
し
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
、
神
は
多
で
あ
り
、
分
割
で
き
る
も
の
、
変
化
す
る
も
の
、
質
料
を
も
つ
も
の

に
な
っ
て
し
ま
い
、
神
の
単
て
非
質
料
、
不
変
性
に
矛
盾
す
る
、
と
。
サ
ロ
モ
ン
は
旧
約
の
啓
示
か
ら
、
旧
約
の
唯
一
神
の
啓
示
に
反
し

て
、
神
を
被
造
物
と
結
合
さ
せ
、
質
料
を
も
っ
存
在
と
す
る
の
は
偶
像
崇
拝
よ
り
悪
い
神
に
対
す
る
官
漬
で
あ
る
、
と
批
判
す
る
。

父
と
子
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
一
で
同
質
で
あ
っ
て
、
た
だ
位
格
に
お
い
て
生
ま
れ
ざ
る
父
と
永
遠
か
ら
う
ま
れ
た
子
、
生
む
者
な
し
に

永
遠
の
父
と
生
む
者
を
も
っ
て
永
遠
の
子
と
異
な
る
だ
け
で
あ
り
、
太
陽
と
そ
の
光
、
熱
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
主
張
に
対
し
て
は
、
こ
う

批
判
す
る
。
ト
ラ
ル
パ
は
こ
う
批
判
す
る
。
永
遠
か
ら
生
ま
れ
た
と
か
、
生
む
者
を
も
っ
て
永
遠
と
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
り
、
永
遠
な
も
の

ジャン・ボダンの生涯(五)

は
生
ま
れ
る
こ
と
も
生
む
者
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
え
ず
、
生
ま
れ
た
者
や
生
む
者
を
も
っ
者
は
永
遠
で
は
あ
り
え
ず
、
父
と
子
は
位
格
に
お

い
て
だ
け
で
は
な
く
、
本
質
、
実
体
の
次
元
で
も
別
の
存
在
で
あ
る
。
太
陽
と
そ
の
光
、
熱
の
関
係
と
す
る
こ
と
は
太
陽
だ
げ
が
実
体
で
、

他
は
偶
有
で
あ
る
か
ら
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
と
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
批
判
す
る
。
教
父
、
神
学
者
た
ち
は
互
い
に
批
判
し
合
い
、
新

し
い
神
学
者
は
古
い
説
を
批
判
し
て
い
る
が
、
最
も
説
得
的
な
の
は
他
の
原
因
を
も
つ
も
の
は
神
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
議
論
で
あ
り
、

単
一
性
説
し
か
逃
げ
道
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
両
性
の
結
合
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
の
崇
拝
は
偶
像
崇
拝
に
な
り
、
人
性
を
も
っ
者
を

単
一
の
神
と
同
じ
神
だ
と
す
る
こ
と
は
神
の
官
漬
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
批
判
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
旧
約
の
唯
一
神
の
啓
示
に
反
し
て
、
生

(
悶
}

ま
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
子
を
神
だ
と
す
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
、
と
批
判
す
る
。
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説

こ
う
し
た
主
に
ト
ラ
ル
パ
に
よ
る
理
性
H
哲
学
的
批
判
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
多
く
の
教
父
・
神
学
者
同
様
、

論

信
何
の
み
に
基
づ
く
宗
教
に
理
性
を
否
定
し
、
信
何
主
義
に
追
い
込
ま
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ト
ラ
ル
パ
は
こ
う
批
判
す
る
。
異
な
る
宗

教
聞
の
論
争
に
、
そ
れ
自
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
教
義
を
信
仰
主
義
で
前
提
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
理
性
は
宗
教
論

争
の
判
定
基
準
と
し
て
使
え
る
の
で
あ
る
。
理
性
は
自
然
の
こ
と
は
勿
論
、
神
に
関
し
て
も
否
定
神
学
に
よ
っ
て
一
定
の
こ
と
を
知
り
う
る

し
、
理
性
は
神
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
「
神
の
光
」
と
し
て
、
神
性
と
矛
盾
、
対
立
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
理
性
と

啓
示
、
自
然
学
と
神
学
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
矛
盾
、
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
矛
盾
が
あ
る
か
な
い
か
で
真
偽
を
判
定
で
き

る
。
真
理
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
真
理
は
一
つ
で
あ
り
、
理
性
と
啓
示
、
自
然
学
と
神
学
で
矛
盾
、
対
立
し
た
り
、
時
間
に
よ
っ
て
変
化

(
山
川
)

す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
ず
、
そ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
か
な
い
か
で
真
偽
を
判
定
で
き
る
、
と
。

聖
霊
に
関
し
て
も
、
子
の
場
合
と
同
じ
だ
と
批
判
す
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
聖
霊
に
関
し
て
西
方
教
会
と
東
方
教
会
が
父
と
子
の
両
方

か
ら
か
父
の
み
か
ら
の
発
出
か
で
鋭
く
対
立
し
て
い
る
が
、

い
づ
れ
に
せ
よ
聖
霊
が
他
に
原
因
を
も
つ
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
神
と
同
質
で

は
あ
り
え
な
い
、

と
批
判
す
る
。

ト
ラ
ル
パ
も
聖
霊
が
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
発
出
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
、
発
出
す
る

と
批
判
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
キ
リ
ス
ト
が
父
や
子
に
対
す
る
罪
は
許
さ
れ
る

も
の
は
永
遠
で
は
あ
り
え
ず
、
神
と
同
質
で
は
あ
り
え
な
い
、

が
、
聖
霊
に
対
す
る
罪
は
許
さ
れ
な
い
と
し
(
マ
タ
イ
一
一
一
担
i
n、
マ
ル
コ
三
mm
、
ル
カ
一
二
日
)
、
聖
霊
を
神
よ
り
上
位
の
存
在
だ
と
し
て
い
る

(
邸
)

と
批
判
す
る
。

こ
と
は
旧
約
の
啓
示
に
反
し
た
、
神
に
対
す
る
官
潰
で
あ
る
、

三
位
一
体
論
が
連
綿
と
続
く
錯
々
た
る
教
父
・
神
学
者
、
公
会
議
だ
け
で
な
く
、
古
代
の
あ
ら
ゆ
る
知
恵
、

統
、
神
が
モ

l
ゼ
に
与
え
た
知
恵
を
伝
え
る
『
ゾ
ハ
ル
』
の
カ
パ
ラ
、
ア
イ
ロ
ン
に
よ
っ
て
も
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
、 つ

ま
り
旧
約
と
ユ
ダ
ヤ
の
伝

オ
ル
ペ
ウ
ス
、

シ
ビ
ル

モ
l
ゼ
に
次
い
で
古
い
エ
ジ
プ
ト
の
知
恵
を
伝
え
る
へ
ル
メ
ス
文
書
、
ギ
リ
シ
ア
の
知
恵
を
代
表
す
る
プ
ラ

ト
ン
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
な
ど
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
主
張
、

の
予
言
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
、

つ
ま
り
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
広
ま
つ
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ジャン・ボダンの生涯(五)

た
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
特
に
ピ
コ
に
始
ま
る
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
の
主
張
に
対
し
て
は
、
こ
う
批
判
す
る
。
ま
ず
、
サ
ロ
モ
ン
が
こ
う

批
判
す
る
。
旧
約
で
神
が
複
数
形
で
示
さ
れ
(
創
世
一
%
、
二
回
、
申
命
五
%
等
)
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
三
人
で
一
人
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
(
創

世
一
八
1
1
2
)
は
神
が
二
人
の
大
天
使
始
め
天
使
を
助
手
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
神
名
三
唱
(
イ
ザ
ヤ
六
3
、
詩
篇
六
七

6
1
7
)
は
二
唱
、
四
唱
、
六
唱
等
様
々
で
あ
り
、
三
位
一
体
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
『
ゾ
ハ
ル
』
の
カ
パ
ラ
に
倣
っ
た
へ
プ
ラ
イ
語
の
文
字

変
換
等
の
や
り
方
、
例
え
ば
創
世
記
の
最
初
の
言
葉
寸
初
め
に
神
は
創
造
し
た

(
σ
2
2
y
x
g
gど
が
文
字
変
換
に
よ
っ
て
父
宮
之
、
子

(
宮
口
)
、
聖
霊

(E与
)
の
三
位
一
体
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
と
す
る
や
り
方
は
何
で
も
好
き
な
結
論
が
引
き
出
せ
る
恋
意
的
な
、
何
の
根

拠
も
な
い
方
法
で
あ
り
、
同
じ
や
り
方
で
む
し
ろ
四
位
一
体
の
方
が
う
ま
く
引
き
出
せ
る
し
、
そ
も
そ
も
『
ゾ
ハ
ル
』
流
の
カ
パ
ラ
神
秘
主

義
は
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
の
あ
ま
り
支
持
さ
れ
て
い
な
い
一
支
流
に
す
ぎ
な
い
。
ア
イ
ロ
ン
の
ロ
ゴ
ス
(
言
葉
川
知
恵
)
観
か
ら
ヨ
ハ
ネ
の
、
神
と
本

質
を
同
じ
く
す
る
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
、
ア
イ
ロ
ン
が
ロ
ゴ
ス
を
宇
宙
創
造
に
先
立
つ
そ
の
範
型
、
原
型
と
し
て
創
造
さ

れ
た
被
造
物
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
反
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
ト
ラ
ル
パ
も
神
か
ら
発
し
た
言
葉
が
神
と
同
じ
本
質
だ
と
す
る
の
は
人
間
の

場
合
と
同
じ
く
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
と
批
判
し
、
ボ
ダ
ン
は
実
は
ア
イ
ロ
ン
の
ロ
ゴ
ス
観
を
、
最
初
は
神
と
同
じ
本
質
の
神
の
属
性
で
あ
っ
た

と
す
る
決
定
的
な
点
で
否
定
し
た
。
三
位
一
体
を
神
の
属
性
だ
と
す
る
ア
イ
ロ
ン
に
遡
る
議
論
に
は
四
位
一
体
の
方
が
む
し
ろ
ま
し
だ
と
す

る
所
で
少
し
触
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
認
識
論
に
も
と
づ
く
認
識
す
る
主
体
、
認
識
さ
れ
る
客
体
、
認
識
と
い
う
行
為
の
三
位
一
体
、
あ

る
い
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
す
る
主
体
、
愛
さ
れ
る
客
体
、
愛
す
る
行
為
の
三
位
一
体
は
馬
を
知
り
、
愛
す
人
聞
が
知
り
、
愛
す
こ
と

に
よ
っ
て
鳥
と
同
質
と
す
る
馬
鹿
げ
た
議
論
だ
と
す
る
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
以
下
の
魔
術
師
、
魔
女
を
証
拠
に
持
ち
出
す
こ
と
に
至
つ
て
は
も

つ
て
の
外
だ
、

と
批
判
す
る
。

次
に
、

ト
ラ
ル
パ
は
ヘ
ル
メ
ス
文
書
を
文
献
学
的
批
判
に
よ
っ
て
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
作
品
と
証
明
し
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
流
出
論
が

一
者
か
ら
の
流
出
が
上
位
宇
宙
霊
、
下
位
宇
宙
霊
、
人
間
の
霊
魂
、
動
物
、
植
物
、
金
属
:
:
:
と
三
位

ニ
位
一
体
と
は
何
の
関
係
も
な
い
、
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説

一
者
だ
け
が
純
一
だ
と
認
め
て
い
る
、

と
批
判
す
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
そ
も
そ
も
三
位
一
体
論
が
キ
リ
ス
ト
教
の

ど
こ
ろ
で
な
い
し
、

三A、
日間

伝
統
の
な
か
で
も
か
な
り
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
る
公
認
に
始
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
異
教
化
の
産
物

だ
と
批
判
す
る
。
初
期
教
父
に
は
三
位
一
体
論
は
な
く
、
初
期
教
父
に
帰
さ
れ
て
い
る
三
位
一
体
論
は
す
べ
て
後
の
時
代
の
偽
作
だ
と
文
献

学
的
に
証
明
し
、
初
期
教
会
は
唯
一
神
を
礼
拝
し
て
い
た
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
の
神
化
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
る
異
教
の
神
々
の

禁
止
の
代
償
と
し
て
、
初
め
て
三
二
五
年
の
ニ
カ
イ
ア
の
公
会
議
で
強
行
採
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
ま
だ
キ
リ
ス
ト
の
神
化
に

そ
れ
に
続
く
八
つ
の
公
会
議
で
否
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
霊
の
神
化
に
い
た
っ
て
は
四
三

O
年

反
対
す
る
ア
リ
ウ
ス
派
の
方
が
有
力
で
、

の
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
公
会
議
〔
四
五
一
年
の
カ
ル
ケ
ド
ン
の
公
会
議
の
誤
り
〕
で
初
め
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
異
教
化

(

山

間

)

と
批
判
す
る
。

が
聖
人
の
神
化
と
い
う
止
ど
ま
る
所
を
知
ら
な
い
多
神
教
化
に
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
、

キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贈
い
、
原
罪
批
判

神
は
人
類
の
罪
か
ら
の
贈
い
な
ど
領
く
だ
け
で
や
れ
る
の
に
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
(
子
と
し
て
)
受
肉
し
、
受
難
を
受
け
て
死
ぬ
必
要
が
あ
っ

た
の
か
と
い
う
セ
ナ
ム
ス
の
問
題
提
起
に
よ
っ
て
、
対
話
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
罪
の
噴
い
、
原
罪
批
判
に
移
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う

批
判
す
る
。
神
が
受
肉
し
た
の
な
ら
、
神
性
と
人
性
が
一
つ
に
結
合
し
た
の
な
ら
、
神
(
性
)
も
原
罪
の
結
果
と
し
て
の
罪
を
負
わ
ざ
る
を
え

ず
、
受
難
を
受
け
て
死
な
ざ
る
を
え
ず
、
矛
盾
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
神
性
は
死
な
な
か
っ
た
と
言
う
の
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
死
な
ず
、
天

上
界
に
昇
っ
た
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
を
攻
撃
す
る
理
由
は
な
い
で
は
な
い
か
、

と
批
判
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
も
イ
エ
ス
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
言
う
の
な
ら
、

イ
エ
ス
を
殺
し
た
と
ユ
ダ
ヤ
人
を
攻
撃
す
る
理
由
な
ど
な
い
で
は
な
い
か
、

と
批
判
す
る
。
ト
ラ
ル
パ
は
こ
う

批
判
す
る
。
神
の
受
肉
、
神
性
と
人
性
の
一
つ
に
結
合
な
ど
神
の
不
変
性
、
無
限
性
、
非
質
料
性
の
ど
の
点
か
ら
言
っ
て
も
余
り
に
馬
鹿
げ

た
説
で
あ
り
、
そ
れ
故
古
来
対
立
が
絶
え
間
な
く
、
最
近
で
は
教
皇
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
、
偏
在
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
ル
タ
l

派
、
聖
餐
(
象
徴
)
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
ス
イ
ス
派
の
聖
餐
論
争
で
キ
リ
ス
ト
の
体
が
同
時
に
様
々
な
場
所
に
存
在
か
、
遍
在
か
、
そ
の
神
性
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の
み
が
遍
在
か
と
い
う
い
づ
れ
も
誤
っ
た
説
で
激
し
く
対
立
し
合
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
は
神
に
密
着
し
た
人
間
、
神
を
享
受
し
た
人
間
と

す
る
以
外
に
な
い
、
と
批
判
す
る
。

キ
リ
ス
ト
が
人
類
の
罪
か
ら
の
噴
い
の
た
め
に
受
難
を
う
け
、
殺
さ
れ
る
こ
と
は
旧
約
の
啓
示
の
成
就
で
あ
り
(
マ
タ
イ
一
六
幻
、
マ
ル
コ
八

キ
リ
ス
ト
は
唯
一
罪
の
な
い
小
羊
と
し
て
、
人
類
の
救
済
の
た
め
に
神
に
捧
げ
ら
れ
た
生

紅
、
ル
カ
九
辺
|
ダ
ニ
エ
ル
九
お
1
%
、
イ
ザ
ヤ
五
三
)
、

費
で
あ
る
(
へ
プ
ル
九

一
O
lレビ一一一一
m
i初
)
と
す
る
主
張
に
対
し
て
は
、
こ
う
批
判
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
こ
う
批
判
す
る
。
旧
約
の
啓
示

は
神
の
僕
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
神
や
神
の
子
で
は
な
い
し
、
善
人
が
悪
人
の
罪
の
犠
牲
に
な
る
と
い
う
の
は
神
法
H
自
然
法
に
反
す

る
。
セ
ナ
ム
ス
は
異
教
世
界
に
見
ら
れ
る
人
身
御
供
と
同
じ
だ
が
、
悪
人
の
処
刑
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
の
に
反
す
る
と
批
判
し
、

ト
ラ
ル
パ
は
人
身
御
供
に
し
た
者
を
神
と
し
て
崇
拝
す
る
異
教
世
界
と
同
じ
気
違
い
沙
汰
だ
と
批
判
す
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
批
判

す
る
。
神
は
動
物
で
あ
れ
人
間
で
あ
れ
一
切
の
生
費
を
忌
み
嫌
う
の
で
あ
り
、
人
類
の
罪
に
怒
っ
た
神
が
自
分
自
身
を
自
分
に
生
費
と
し
て

ジャン・ボダンの生涯(五)

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
は
十
字
架
だ
け
で
も
悪
魔
を
退
散
さ
せ
、
罪
を
許

(
邸
)

す
奇
跡
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
持
ち
出
す
が
、
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
と
サ
ロ
モ
ン
に
よ
っ
て
一
言
の
も
と
に
否
定
さ
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
の
死
は
人
類
の
原
罪
か
ら
の
購
い
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
こ
う
批
判
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
こ
う
批

判
す
る
。
ア
ダ
ム
の
原
罪
な
ど
幼
稚
な
誤
解
で
あ
り
、
ア
イ
ロ
ン
に
従
っ
て
、
そ
の
秘
密
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
で
示
す
。
ア
ダ
ム

H
人
間
の

話
し
は
男
H
思
惟
が
女
H
欲
求
の
蛇
H
欲
望
・
快
楽
に
負
け
る
と
罪
を
犯
し
、
欲
求
を
抑
制
し
て
、
天
上
界
の
膜
想
に
向
う
と
「
命
の
実
L

ア
ダ
ム
は
罪
を
犯
し
た
が
、
悔
い
改
め
て
「
命
」
に
あ
ず
か
つ
て
お
り
(
創
世
三
ぎ
、
原
罪
な
ど
な
い
。
ま

捧
げ
る
な
ど
と
い
う
の
は
余
り
に
も
馬
鹿
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

サ
ミ
ユ
エ
ル
、

エ
リ
ヤ
、

そ
の
他
多
く
の
予
言
者
た
ち
も
神
か
ら
嘉
せ
ら
れ
、
神
を
享

た
、
ア
ベ
ル
、

ノ
ア
、

エ
ノ
ク
、

ヨ
プ
、

モ
l
ゼ、

受
し
て
お
り
、
原
罪
な
ど
な
い
。
原
罪
は
各
人
が
自
分
の
罪
の
罰
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
罪
の
罰
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

神
の
啓
示
(
エ
ゼ
キ
エ
ル
一
八

1
1幻
)
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
神
法
を
め
ぐ
る
人
間
の
根
源
的
な
二
者
択
一
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
命
L

と
「
死
」
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説

と
い
う
根
本
的
な
神
の
啓
示
(
申
命
三
O
日
1
m等
々
)
に
反
す
る
、
と
。
ト
ラ
ル
パ
は
こ
う
批
判
す
る
。
教
父
・
神
学
者
も
認
め
て
い
る
よ
う
加

に
、
自
由
意
志
に
よ
ら
な
い
限
り
罪
は
な
く
、
従
っ
て
原
罪
な
ど
な
い
。
自
由
意
志
の
な
い
幼
児
に
は
罪
も
な
く
、
従
っ
て
原
罪
な
ど
な
い
。
山

異
端
と
さ
れ
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
説
の
方
が
正
し
か
っ
た
の
だ
。
原
罪
は
自
ら
の
他
の
主
張
と
も
矛
盾
し
て
い
る
。
原
罪
が
キ
リ
ス
ト
の
血
に
よ
小弓

t
n
t
u
 

法レU

っ
て
消
え
た
の
な
ら
、

そ
れ
を
洗
い
清
め
る
と
い
う
洗
礼
は
必
要
な
く
、
原
罪
が
存
続
し
て
い
る
の
な
ら
、

キ
リ
ス
ト
の
血
は
必
要
な
か
っ

三a、
函問

た
こ
と
に
な
る
し
、

ま
た
原
罪
は
霊
魂
を
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
よ
う
に
「
種
子
」
に
よ
っ
て
遺
伝
す
る
と
す
る
も
の
で
(
こ
れ
は
経
験
に
反
す

る
)
、
天
上
界
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
と
す
る
主
張
に
反
す
る
。
異
教
徒
で
も
、
善
天
使
に
生
涯
導
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
始
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
批

キ
リ
ス
ト
に
よ
る
噴
い
な
ど
な
い
、

な
ど
足
も
と
に
も
及
ば
な
い
有
徳
な
人
物
が
数
多
く
お
り
、
原
罪
、

判
す
る
。
原
罪
は
被
造
物
に
本
来
の
も
の
で
あ
る
死
を
原
罪
の
結
果
だ
と
す
る
馬
鹿
げ
た
考
え
で
あ
り
、
悪
人
に
悪
の
弁
明
と
神
へ
の
責
任

(
瑚
)

転
嫁
を
提
供
し
て
、
悪
の
道
へ
と
駆
り
立
て
る
悪
し
き
考
え
で
あ
る
、
と
。

原
罪
に
よ
っ
て
自
由
意
志
を
失
っ
た
、
あ
る
い
は
悪
を
な
す
意
志
だ
け
が
残
り
、
善
を
な
す
意
志
を
失
っ
た
(
ロ
1
7
七
四
)
、
あ
る
い
は
神

の
予
定
に
よ
っ
て
必
然
で
あ
り
、
も
と
も
と
自
由
意
志
な
ど
な
か
っ
た
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
主
張
に
対
し
て
は
、

加
わ
っ
て
、
こ
う
批
判
す
る
。
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
は
自
由
意
志
が
な
け
れ
ば
動
物
と
何
ら
異
な
ら
ず
、
ス
ト
ア
の
運
命
観
を
呼
び
戻
し
て
、
悪

に
道
を
聞
く
も
の
だ
と
批
判
し
、
ト
ラ
ル
パ
は
自
由
意
志
が
な
け
れ
ば
罪
は
な
く
、
善
人
に
対
す
る
報
酬
、
悪
人
に
対
す
る
処
罰
の
原
則
に

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
も

反
す
る
馬
鹿
げ
た
説
で
あ
り
、
神
は
永
遠
で
あ
っ
て
、
時
間
が
な
い
、
従
っ
て
予
定
な
ど
な
い
と
批
判
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
神
法
を
め
ぐ
る

人
間
の
根
源
的
な
自
由
意
志
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
報
酬
と
処
罰
の
神
法
に
反
す
る
と
批
判
し
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
パ
ウ
ロ
の
別
の
言
葉

(
瑚
)

(
Iテ
モ
テ
二

4
)
が
自
由
意
志
を
想
定
し
て
い
る
と
批
判
し
、
セ
ナ
ム
ス
は
生
ま
れ
る
前
か
ら
の
予
定
な
ど
信
じ
難
い
と
批
判
す
る
。

原
罪
に
よ
っ
て
神
法
を
遂
行
す
る
能
力
を
失
い
、
律
法
の
呪
い
を
受
け
た
の
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
の
死
に
よ
っ
て
原
罪
と
旧
法
か
ら
解
放

さ
れ
、
(
信
仰
に
基
づ
く
善
行
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
一
方
的
な
思
寵
に
よ
っ
て
)
神
の
前
で
義
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
ガ
ラ



テ
ヤ
二
日
1
幻
、
三
6
1
m
m
、
ピ
リ
ピ
コ
石
、
エ
ペ
ソ
二

8
i
m
l申
命
二
八
日
)
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
こ
う
批
判
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
こ
う
批

判
す
る
。
神
法
は
意
志
し
さ
え
す
れ
ば
容
易
に
遂
行
で
き
る
こ
と
し
か
命
じ
て
お
ら
ず
、

パ
ウ
ロ
も
ヨ
ハ
ネ
の
両
親
も
遂
行
し
た
と
し
て
い

る
(
ピ
リ
ピ
二
一
6
、
ル
カ
一

6
)
で
は
な
い
か
。
キ
リ
ス
ト
の
新
法
の
方
が
よ
り
困
難
、

一
度
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
た
者

が
罪
を
犯
せ
ば
地
獄
行
き
で
(
へ
ブ
ル
一

o
g、
悔
い
改
め
も
償
い
も
認
め
な
い
し
、
妻
の
姦
淫
に
よ
る
以
外
の
離
婚
の
禁
止
、
聖
職
者
の
結

婚
禁
止
か
ら
売
春
や
姦
淫
の
公
認
、
毒
や
陰
謀
、
男
色
が
は
び
こ
り
、
山
上
の
垂
訓
は
馬
鹿
げ
の
至
り
で
あ
る
。
神
の
礼
拝
か
ら
死
者
崇
拝

に
陥
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
神
の
前
で
義
認
さ
れ
る
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
宗
教
か
ら
遠
く
離
れ
て

い
る
こ
と
の
端
的
な
証
拠
だ
。
罪
や
不
純
さ
を
免
れ
え
な
い
人
聞
に
は
、
天
使
や
天
上
界
で
さ
え
神
の
前
で
は
義
認
も
純
粋
さ
も
な
い
の
に
、

む
し
ろ
馬
鹿
げ
て
お
り
、

義
認
な
ど
あ
り
え
ず
(
ヨ
ブ
四
口
i
m
、
集
会
一
八
2
)
、
有
徳
さ
の
程
度
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
祝
福
と
混
同
し
て
い
る
の
だ
。
神
の
目
か
ら
見

て
最
も
正
義
の
人
で
あ
っ
た
ヨ
ブ
で
さ
え
義
認
な
ど
あ
り
え
ず
、
人
間
に
到
達
可
能
な
最
高
の
祝
福
は
神
の
享
受
な
の
で
あ
る
、
と
。
オ
ク

夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
批
判
す
る
。
パ
ウ
ロ
は
神
法
を
遂
行
し
た
と
自
慢
し
て
お
り
、
そ
れ
な
ら
律
法
の
呪
い
な
ど
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
死
は

不
必
要
で
あ
る
し
(
ガ
ラ
テ
ヤ
二
幻
)
、
神
法
の
廃
止
で
は
な
く
、
成
就
の
た
め
に
来
た
と
言
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
(
マ
タ
イ
五
口
)
と
も
矛
盾
す

る
し
、
義
認
や
神
に
似
る
と
い
っ
た
主
張
は
人
間
の
神
化
を
も
く
ろ
む
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
神
に
の
み
依
り
頼
む
こ
と
、
こ
れ
が
徳
の

ジャン・ボダンの生涯(五)

道
に
導
く
の
で
あ
る
、

と
。
ト
ラ
ル
パ
は
キ
リ
ス
ト
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
義
認
さ
れ
て
神
の
よ
う
な
存
在
に
な
り
、
受
け
入
れ
な
い
者
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
以
下
の
有
徳
な
人
物
で
も
地
獄
行
き
だ
と
い
う
の
は
余
り
に
も
理
性
に
反
す
る
と
批
判
し
、
セ
ナ
ム
ス
も
異
教
徒
で
も
有
徳
な

行
為
に
よ
っ
て
神
に
祝
福
さ
れ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
の
欠
如
、
偏
狭
さ
を
批
判
す
句

六
・
一
・

3

カ
ト
リ
ッ
ク
批
判
、
永
劫
の
罰
H
地
獄
批
判

オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
だ
け
が
仲
保
者
、
弁
護
者
だ
と
し
な
が
ら
、
多
く
の
天
使
や
聖
人
を
崇
拝
し
て
い
る
と
批

判
す
る
と
、
対
話
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
人
・
聖
遺
物
・
偶
像
崇
拝
、
聖
餐
H
聖
職
者
に
よ
る
化
体
力
批
判
に
入
る
。
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

北法 37(5・125)731 



説

の
二
人
が
旧
約
の
啓
示
、
新
約
の
教
え
、
教
父
の
著
作
を
も
と
に
、
本
来
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
、
異
教
化
し
て
い
る
と
激
し
く
批

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
は
崇
拝
と
尊
敬
の
区
別
な
ど
で
対
抗
す
る
が
、
無
知
な
民
衆
を
宗
教
に
つ
な
ぎ
と
め
る
の
に
は
有
効
だ
と
い
う
セ

判
す
る
。

三A、
日間

ナ
ム
ス
の
支
援
が
得
ら
れ
る
だ
け
で
、
追
い
つ
め
ら
れ
る
。

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
か
ら
一
歩
で
も
離
れ
れ
ば
、
永
劫
の
罰
川
地
獄
が
待
っ
て
い
る
と
述
べ
る
と
、
永
劫
の
罰
H
地
獄

の
点
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
ま
と
ま
り
、
対
話
は
再
び
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
戻
る
。
ト
ラ
ル
パ
は
有
限
の
被
造
物
に
永
劫
の
罰
な
ど
あ
り

え
な
い
、
無
限
の
罪
・
罰
は
神
と
並
ぶ
原
理
と
な
っ
て
矛
盾
す
る
と
批
判
し
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
イ
ス
ラ
ム
教
に
反
し
て
、
死
す
べ
き
大

罪
が
あ
れ
ば
悔
い
改
め
や
償
い
を
排
除
し
て
し
ま
う
と
批
判
し
、
両
者
と
も
悪
人
の
魂
は
処
罰
後
消
滅
す
る
(
ヨ
ブ
二
回
目
)
と
し
て
、
地
獄
の

存
在
を
否
定
す
る
。

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
が
聖
職
者
の
購
罪
権
を
主
張
す
る
と
、
対
話
は
カ
ト
リ
ッ
ク
批
判
に
戻
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
神
の
み
の
権
能
の
倦
称
を
批
判

(
問
)

そ
の
金
に
よ
る
堕
落
を
激
し
く
批
判
す
る
。

し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
人
は
更
に
、

宗
教
的
寛
容

(
2
)
全
宗
教
の
競
争
的
共
存

セ
ナ
ム
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
非
寛
容
な
対
応
、
特
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
神
学
部
が
キ
リ
ス
ト
教
の
原
則
を
一
こ
か
ら
一
二

O
箇
条
に
増
や
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
数
の
本
質
的
な
こ
と
で
一
致
し
て
い
れ
ば
非
本
質
的
な
こ
と
で
は
自
由
だ
と
す
る
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
和
解
・
平
和
論
が

イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
の
教
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、
神
学
者
間
で
対
立
の
あ
る
意
見
は
ど
の

無
意
味
に
な
っ
た
と
し
、

そ
れ
に
代
え
て
、

意
見
を
と
っ
て
も
自
由
だ
と
す
る
平
和
論
を
主
張
す
る
と
、
対
話
は
宗
教
的
寛
容
の
問
題
に
入
っ
て
ゆ
く
。

ト
ラ
ル
パ
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
キ
リ
ス
ト
教
間
に
あ
る
根
本
的
な
対
立
、
各
々
の
内
部
で
も
キ
リ
ス
ト
教
で
最
も
激

そ
れ
に
伴
う
論
争
、
呪
誼
、
混
乱
を
前
に
し
て
は
、
も
は
や
既
成
宗
教
を
捨
て
、
最
も
古
く
て
最
も
単
純
な
、
神
に
よ
っ
て
植

ま
ず
、

し
い
対
立
、

北法 37(5・126)732 



え
つ
け
ら
れ
た
自
然
宗
教
に
付
い
て
、
対
立
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
サ
ロ
モ
ン
か
ら
知
識
人
の
夢
物
語
で
あ

り
、
儀
式
の
な
い
宗
教
な
ど
存
続
し
え
な
い
と
批
判
さ
れ
、
既
成
宗
教
家
の
誰
も
、
自
ら
の
宗
教
が
真
の
宗
教
だ
と
主
張
し
、
既
成
宗
教
か

ら
離
れ
よ
う
と
は
せ
ず
、
否
定
さ
れ
る
。

サ
ロ
モ
ン
は
、
真
の
宗
教
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
し
て
人
聞
は
神
の
光
の
特
別
な
助
け
な
し
に
は
、
完
全
に
は
そ
れ
を

知
り
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
互
い
に
信
仰
心
と
愛
を
競
っ
て
燃
や
し
、
神
に
誤
り
を
正
し
、
正
し
い
道
に
導
い
て
下
さ
る
よ
う
祈
ら
ね
ば
な
ら

フ
リ
デ
リ
ク
ス
の
、
真
の
宗
教
だ
と
い
う
絶
対
的
確
信
が
あ
る
者
は
他
宗
教
の
者
の
た
め
に
祈
る
の
で
あ
っ
て
、

自
分
の
た
め
に
は
祈
る
必
要
が
な
い
と
い
う
異
議
に
対
し
て
は
、
倣
慢
で
あ
り
、
神
意
に
最
も
通
じ
た
モ

i
ゼ
や
ダ
ビ
デ
で
さ
え
「
あ
な
た

な
い
の
だ
と
主
張
す
る
。

の
道
を
教
え
て
下
さ
い
」
と
熱
心
に
祈
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
(
出
エ
ジ
プ
ト
三
三
日
、
詩
篇
二
九
幻
)
と
批
判
す
る
。
セ
ナ
ム
ス
の
、
異
教
徒

で
も
神
々
の
父
を
認
め
、
そ
の
点
で
は
全
宗
教
が
一
致
し
て
い
る
の
で
、
共
同
(
合
同
)
の
祈
り
で
や
る
べ
き
だ
と
い
う
異
議
に
対
し
て
は
、

宗
教
間
の
根
本
的
な
対
立
を
無
視
し
て
お
り
、
セ
ナ
ム
ス
の
よ
う
に
全
宗
教
を
支
持
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、
宗
教
に
対
す
る
生
ぬ

る
い
態
度
を
批
判
す
る
。
こ
の
サ
ロ
モ
ン
の
主
張
、
つ
ま
り
真
の
宗
教
は
隠
さ
れ
た
神
の
秘
密
で
あ
り
、
人
聞
は
そ
れ
を
完
全
に
は
知
り
え

な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
教
え
て
下
さ
る
よ
う
生
涯
激
し
く
神
に
祈
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
宗
教
間
で
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
根
本
的
な
対

ジャン・ボダンの生涯(五)

立
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
競
っ
て
神
に
祈
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
か
ら
宗
教
的
寛
容
論
が
出
て
く
る
。

つ
ま
り
、
宗
教
関
の
論
争
な
ど

有
害
無
益
で
あ
り
、
真
の
宗
教
の
絶
対
的
確
信
、

そ
れ
に
よ
る
強
制
、
迫
害
な
ど
散
慢
で
あ
り
、
全
宗
教
の
信
仰
心
と
徳
を
高
め
合
う
競
争

的
共
存
が
出
て
く
る
。
セ
ナ
ム
ス
と
オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
の
政
治
的
・
社
会
的
効
果
や
神
を
不
快
に
は
し
な
い
式
の
、
最
初
か
ら
真
の
宗
教
を

棚
上
げ
に
し
た
ぬ
る
ま
湯
的
な
宗
教
的
多
元
主
義
で
は
な
く
て
、
真
の
宗
教
を
め
ざ
し
て
競
争
し
合
う
厳
し
い
宗
教
的
多
元
主
義
の
主
張
で

あ
る
。セ

ナ
ム
ス
と
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
神
学
者
た
ち
の
真
の
宗
教
を
め
ぐ
る
疑
わ
し
い
論
争
か
ら
大
混
乱
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、

イ
ェ
ル
サ
レ
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説

ム
、
ト
ル
コ
や
ペ
ル
シ
ア
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
実
現
し
て
い
る
よ
う
な
、
全
宗
教
を
公
的
に
、
少
な
く
と
も
私
的
に
承
認
し
て
宗
教
聞
の
調

和
を
生
み
出
し
、
も
っ
て
国
家
の
安
定
を
は
か
る
べ
き
で
あ
り
、
全
宗
教
の
承
認
は
、

た
と
え
偶
像
崇
拝
で
も
、
心
か
ら
す
る
崇
拝
な
ら
神

論

は
喜
ん
で
受
入
れ
る
、
少
な
く
と
も
不
快
に
は
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
問
題
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
は
政
治

的
・
社
会
的
効
果
よ
り
も
信
仰
の
方
が
優
越
す
る
と
し
、
信
仰
の
問
題
に
お
い
て
は
「
強
い
て
入
ら
し
め
よ
」
(
ル
カ
一
四
幻
)
が
カ
ト
リ
ッ
ク

の
立
場
だ
と
、
信
何
と
強
制
の
問
題
を
提
示
す
る
。

ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
聖
書
と
初
期
教
会
に
立
ち
返
り
、
毒
麦
の
誓
え
(
マ
タ
イ
三
二

mg、
初
期
教
父
・
公
会
議
に
よ
っ
て
、
信
仰
は
自
由
意
志

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
、
改

に
よ
る
同
意
で
あ
っ
て
強
制
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
、

ス
ペ
イ
ン
、

そ
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

宗
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
迫
害
、
強
制
を
激
し
く
非
難
す
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
お
け
る
信
何
心
の
侮
蔑
や
富
の
略
奪
を
ね
ら
っ

ム
ー
ア
人
に
対
す
る
強
制
、
迫
害
を

た
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
激
し
く
非
難
し
、

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
ス
ペ
イ
ン
で
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
続
い
た
、

激
し
く
非
難
す
る
。

ユ
ダ
ヤ
、

イ
ス
ラ
ム
嫌
悪
の
フ
リ
デ
リ
ス
ク
も
遂
に
信
何
の
強
制
に
反
対
し
、
宗
教
的
多
元
主
義
を
支
持
し
た
イ
タ
リ

ア
王
テ
オ
ド
リ
ク
ス
を
称
え
、

ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
も
っ
と
徹
底
し
て
、
全
宗
教
を
公
認
し
て
、
信
何
心
と
徳
を
競
わ
せ
、
論
争
を
抑
え
、
調

和
を
生
み
出
し
た
ロ

l
マ
皇
帝
ヨ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
を
称
え
る
。

こ
う
し
て
、
全
員
が
全
宗
教
の
競
争
的
共
存
を
承
認
し
、

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
は
詩
篇
二
二
三
を
も
と
に
し
た
詩
を
少
年
音
楽
隊
に
歌
わ
せ
る
。

「
見
よ
、
兄
弟
が
和
合
し
て
共
に
住
む
こ
と
は
何
と
す
ば
ら
し
く
、
楽
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
通
俗
の
全
音
階
で
も
半
音
階
で
も

な
く
、
神
聖
な
四
分
音
程
に
よ
っ
て
和
合
し
て
い
る
こ
と
は
。
L

こ
れ
以
後
、
彼
ら
は
二
度
と
宗
教
に
つ
い
て
議
論
せ
ず
、
自
ら
の
宗
教
を
守

(
郎
)

り
な
が
ら
信
何
心
と
徳
を
高
め
合
い
、
調
和
の
う
ち
に
共
存
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

七

ボ
ダ
ン
の
位
置
づ
け

北法 37(5・128)734 



以
上
が
『
七
賢
人
の
対
話
』
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
真
の
宗
教
、

キ
リ
ス
ト
教
批
判
、
宗
教
的
寛
容
の
位
置
づ
け
を
試
み
よ
う
。

ボ
ダ
ン
の
最
大
の
関
心
事
は
普
遍
的
に
真
の
宗
教
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
魔
女
論
』
で
の
彼
自
身
の
説
明
で
は
、
善
霊
の
導
き

を
自
覚
す
る
三
七
歳
(
一
五
六
七
年
)
頃
の
話
し
と
し
て
、
彼
は
「
到
る
所
で
論
争
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
う
ち
、
ど
の
宗
教
が
真
の
宗

教
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
」
朝
晩
聖
書
を
読
み
、
膜
想
し
、
詩
篇
を
歌
っ
て
、
「
あ
な
た
だ
け
が
わ
が
神
で
あ
り
、
あ
な
た
の
恵
み
深
い
霊

(
出
)

〔
善
霊
〕
が
私
を
案
内
し
、
正
し
い
道
に
導
い
て
く
れ
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
L

(

一
四
三
篇
)
と
神
に
熱
心
に
祈
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
勿
論

一
六
世
紀
の
知
識
人
の
最
大
の
関
心
事
は
、
神
学
者
に
限
ら
ず
、
真
の
宗
教
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
も
彼
ら
と
同

じ
く
、
こ
の
救
済
と
幸
福
の
か
か
っ
た
最
も
重
大
な
問
題
を
追
求
し
な
い
、
セ
ナ
ム
ス
に
体
現
さ
れ
る
パ
ド
ヴ
ァ
流
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主

義
者
や
モ
ン
テ

l
ニ
ュ
の
よ
う
な
自
然
主
義
者
、
懐
疑
主
義
者
は
唾
棄
す
べ
き
存
在
で
あ
り
、
無
神
論
者
や
魔
術
師
・
魔
女
は
迫
害
す
べ
き

存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
多
数
の
知
識
人
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
大
前
提
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教

の
枠
内
で
ど
れ
が
真
の
キ
リ
ス
ト
教
日
真
の
宗
教
か
を
論
じ
、
論
争
し
、
迫
害
し
、
迫
害
さ
れ
、
戦
争
を
し
て
い
た
が
、
ボ
ダ
ン
は
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
か
ら
広
ま
っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
、

ク
ザ

l
ヌ
ス
や
ピ
コ
、

ロ
イ
ヒ
リ
ン
、

ガ
ラ
テ
ィ
ヌ
ス
、

ポ
ス
テ
ル
と
い

っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、

キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
と
同
じ
く
、
世
界
中
の
宗
教
を
問
題
に
す
る
普
遍
主
義
的
立
場
を
と
っ
た
。
し
か
し
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
広
ま
っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
一
構
成
要
素
に
す
ぎ
な
か
っ
た
旧
約
H
へ
や
フ
ラ
イ
主
義
を
ア
イ
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
ユ

ダ
ヤ
の
伝
統
の
決
定
的
な
影
響
の
下
に
徹
底
し
て
ゆ
き
、
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
の
啓
示
宗
教
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ
た
ユ
ダ
市

ヤ
教
に
到
達
し
、
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ
リ
ス
ト
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
た
、
む
し
ろ
正
反
対
の
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る

o
m

あ
ら
ゆ
る
神
学
H
哲
学
が
一
致
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
真
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教
ら

の
真
理
に
本
質
的
に
、
部
分
的
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
で
、
理
性
的
説
得
に
よ
っ
て
嫌
悪
す
べ
き
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
異
教
徒
幻法

を
改
宗
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
下
で
の
全
世
界
の
宗
教
の
合
同
を
実
現
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
全
面
的
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
北



説

ト
教
が
真
の
宗
教
だ
と
い
う
証
明
は
そ
の
前
提
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
何
の
根
拠
も
な
い
ば
か
り
か
、

ユ
ダ
ヤ
教
、

イ
ス
ラ
ム
教

論

の
方
が
真
の
宗
教
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
真
の
宗
教
か
ら
遠
く
離
れ
た
誤
っ
た
宗
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
至
つ
て
は
異
教
よ
り
も
悪
し
き

宗
教
で
あ
り
、
真
の
宗
教
と
誤
っ
た
宗
教
は
本
質
的
に
対
立
し
て
お
り
、
全
宗
教
の
合
同
で
は
な
く
、
全
宗
教
の
共
存
を
認
め
る
べ
き
だ
と

い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
は
初
期
の
『
方
法
論
』
や
ジ
ャ
ン
・
ボ
ト
リ
ュ
・
デ
・
マ
ト
ラ
宛
の
手
紙
に
お
い
て
も
、
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
キ
リ
ス
ト
教
カ
パ

リ
ス
ト
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
た
結
論
に
達
し
て
い
た
。
彼
も
真
の
宗
教
を
「
浄
化
さ
れ
た
魂
の
神
へ
の
転
化
L

、
つ
ま
り
魂
の
浄
化
・
肉
体

か
ら
の
分
離
↓
神
へ
の
転
化
・
昇
華
・
合
一
と
い
う
フ
ィ
チ

l
ノ
に
よ
る
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
定
式
を
用
い
て
定
義
し
、
自
然
H
理
性
に
か

な
っ
た
普
遍
的
な
自
然
宗
教
の
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
外
面
的
な
宗
教
儀
式
を
全
面
的
に
否
定
し
、
個
人
の
内
面
に
お
け
る
魂
の
浄
化
↓
神

へ
の
転
化
と
い
う
普
遍
的
な
自
然
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
普
遍
的
な
自
然
宗
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
向
い
、
「
私
の
宗
教
、
む
し

キ
リ
ス
ト
を
旧
約
の
自
然
法
時
代
の
一

O
人
(
ア
ダ
ム
か
ら
ノ
ア
ま
で
)
、
旧
約
の
モ

l
ゼ
を

頂
点
と
す
る
予
言
者
た
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
以
下
の
異
教
徒
た
ち
と
同
列
の
神
に
選
ば
れ
た
者
、
予
言
者
だ
と
し
、
キ
リ
ス
ト
が

来
る
前
は
誰
も
救
済
さ
れ
な
か
っ
た
な
ど
と
言
う
の
は
不
合
理
だ
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
H
三
位
一
体
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
購
い

H
原

ろ
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
」
に
戻
れ
と
主
張
し
て
い
た
。

罪
を
明
確
に
否
定
し
、

キ
リ
ス
ト
自
身
と
使
徒
、
初
期
教
父
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
戻
れ
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
を

そ
れ
以
後
異
教
化
し
た
偶
像
崇
拝
の
宗
教
だ
と
激
し
く
批
判
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
異
教

(

世

間

)

化
す
る
以
前
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
戻
ろ
う
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
支
持
し
て
い
た
。
勿
論
ボ
ダ
ン
は
教
義
上
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は

な
い
し
、
ま
た
救
済
に
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
も
必
要
と
せ
ず
、
ア
リ
ウ
ス
派
や
ス
タ
ン
カ
ロ
、
セ
ル
ヴ
ェ
ト
ゥ
ス
な
ど
の
反
三
位
一
体

論
者
で
も
な
く
、
普
遍
的
な
自
然
宗
教
論
者
と
し
て
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
戻
ろ
う
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
運
動
を
支
持
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

キ
リ
ス
ト
と
使
徒
、
初
期
教
父
の
教
え
に
反
し
て
、
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後
期
の
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
、
普
遍
的
に
真
の
宗
教
は
サ
ロ
モ
ン
が
代
弁
す
る
自
然
法
H
神
法
の
十
戒
に
か
な
っ
た
宗
教
、
旧
約
、
何
よ
り

そ
れ
を
守
れ
ば
「
生
き
」
、
守
ら
ね
ば
「
死
ぬ
」
と
い
う
人

間
の
根
瀬
的
な
二
者
択
一
を
神
自
ら
が
定
め
た
十
戒
の
宗
教
で
あ
る
。
彼
が
『
国
家
論
』
で
「
神
の
口
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
宗
教
、

も
申
命
記
の
、

シ
ナ
イ
山
で
神
自
ら
が
大
声
で
命
じ
、
石
板
に
し
る
し
た
十
戒
、

一
つ
の
神
法
し
か
あ
り
え
な
い
」
と
暗
示
し
、
『
魔
女
論
』
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
で
か
な
り
は
っ
き
り
と
明
示
し
た
真
の
宗
教

(
陥
)

は
こ
の
自
然
法
H
神
法
の
十
戒
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
ボ
ダ
ン
は
『
方
法
論
』
で
も
顕
著
で
あ
っ
た
ア
イ
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統

の
決
定
的
な
影
響
の
下
に
、
あ
る
い
は
一
五
六
七
年
頃
か
ら
善
霊
の
導
き
を
自
覚
し
、
自
ら
を
予
言
者
だ
と
確
信
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
新
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
自
然
宗
教
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
か
ら
離
れ
、
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
啓
示
宗
教
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ

一
つ
の
真
理
、

た
ユ
ダ
ヤ
教
に
移
っ
た
の
だ
。

ジャン・ボダンの生涯(五)

サ
ロ
モ
ン
が
代
弁
す
る
ボ
ダ
ン
の
真
の
宗
教
の
特
徴
は
一
方
で
ア
イ
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
の
決
定
的
な
影
響
を
受
け
て
、

圧
倒
的
に
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
ア
イ
ロ
ン
や
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
に
反
し
て
、
普
遍
化
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
前
者
の
側
面
の
中
心
を
な
す
考
え
は
旧
約
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
自
然
と
神
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
真
の
宗
教
は

そ
の
隠
さ
れ
た
秘
密
を
解
く
奥
義
的
な
宗
教
と
な
る
。
こ
こ
に
ユ
ダ
ヤ
民
族
、
特
に
予
言
者
が
そ
の
鍵
と
な
る
。
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
始
源
に
神

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
神
に
選
ば
れ
た
特
別
の
民
で
あ
り
、
事
物
の
本
性
に
合
致
し
た
自
然
言
語
を
与
え
ら
れ
、
旧
約
の
隠
さ
れ
た
自
然
と

神
の
秘
密
を
解
く
知
恵
、
つ
ま
り
ボ
ダ
ン
の
言
う
カ
パ
ラ
を
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
神
や
善
霊
の
導
き
で
隠
さ
れ
た
秘
密
を
解
き
明
か
す
神
の

光
H
予
言
を
享
受
し
た
予
言
者
た
ち
を
輩
出
し
た
民
族
な
の
で
あ
る
。
神
起
源
の
言
語
と
知
恵
を
も
っ
ア
イ
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
の

伝
統
だ
け
が
権
威
と
な
り
、
ギ
リ
シ
ア
や
そ
の
他
の
言
語
、
知
恵
は
そ
れ
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
限
り
で
、
そ
の
下
に
権
威
を
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
に
あ
ず
か
っ
て
い
な
い
も
の
は
人
間
起
源
の
も
の
、
あ
る
い
は
悪
霊
起
源
の
も
の
と
し
て
権
威
を
否
定
さ
れ
る
。
こ
う
し

そ
の
下
に
プ
ラ
ト
ン
と
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
権
威
に
、
旧
約
の
隠
さ
れ
た
神

て
、
真
の
宗
教
は
ア
イ
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
、
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説

の
秘
密
を
解
き
明
か
す
神
に
対
す
る
祈
り
の
宗
教
、

よ
り
具
体
的
に
は
神
や
善
霊
の
導
き
と
い
う
神
の
光
H
予
言
の
享
受
に
よ
る
予
言
者
の

論

宗
教
と
な
る
。
サ
ロ
モ
ン
は
予
言
者
を
唯
一
目
覚
め
た
状
態
で
直
接
神
に
導
か
れ
た
モ

l
ゼ
を
頂
点
に
、
夢
や
幻
覚
の
な
か
で
神
に
導
か
れ

た
ア
プ
ラ
ハ
ム
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
、
エ
リ
ャ
、
エ
リ
シ
ャ
、
イ
ザ
ヤ
な
ど
ご
く
少
数
の
予
言
者
、
そ
れ
に
夢
や
幻
覚
の
な
か
で
善
霊
に
導
か
れ

た
そ
の
他
の
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
も
入
る
予
言
者
の
三
段
階
に
分
け
て
い
る
が
、
ボ
ダ
ン
は
自
分
を
そ
の
第
三
段
階
自
の
予
言
者
だ
と
確
信

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
で
神
の
光
の
流
出
の
序
列
、
魂
が
肉
体
か
ら
分
離
し
て
神
に
密
着
す
る
序
列
を
高
次
の
幸
福
の
序

列
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
神
の
光
H
予
言
の
享
受
の
序
列
が
高
次
の
真
の
宗
教
の
序
列
な
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
諭
は
こ

の
隠
さ
れ
た
自
然
と
神
の
秘
密
を
解
明
す
る
と
い
う
高
次
の
真
の
宗
教
の
次
元
で
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
奥
義
の
レ
ベ
ル
で

は
、
初
期
の
自
然
H
理
性
の
哲
学
者
ボ
ダ
ン
は
後
期
の
予
言
者
ボ
ダ
ン
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ボ
ダ
ン
は
他
方
で
ア
イ
ロ
ン
や
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
に
反
し
て
、
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
普
遍
化
す
る
。

サ
ロ
モ
ン
は
六
一
三
カ
条
の
神
法
の
う
ち
十
戒
だ
け
が
自
然
法
に
か
な
っ
た
普
遍
的
な
も
の
で
、
救
済
は
唯
一
神
の
礼
拝
を
核
と
す
る
自
然

法
H
神
法
の
十
戒
だ
け
に
係
わ
る
も
の
だ
と
す
る
。
他
の
神
法
は
自
然
法
に
か
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
に
限
ら
れ
る
と
す
る

ユ
ダ
ヤ
民
族
に
と
っ
て
も
そ
の
大
部
分
が
七

O
年
の
ユ
ダ
ヤ
国
家
の
滅
亡
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
と
し
、
残
っ
た
神
法
、
宗

教
儀
式
も
民
族
の
記
念
や
無
知
な
民
衆
を
十
戒
の
宗
教
に
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
だ
け
の
、
救
済
と
は
何
の
関
係
も
な
い
便
宜
的
な
も
の
だ
と

だ
け
で
な
く
、

す
る
。
ボ
ダ
ン
は
旧
約
、
何
よ
り
も
申
命
記
の
神
法
を
め
ぐ
る
人
間
の
根
源
的
な
二
者
択
一
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
命
L

と
「
死
」
を
十

戒
だ
け
に
限
定
し
、
普
遍
化
し
た
。
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
は
神
法
の
十
戒
H
自
然
法
H
徳
と
そ
の
普
遍
化
の
試
み
で
あ
っ
た
。
確
か
に
こ
の
救

済
の
レ
ベ
ル
で
も
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
そ
の
中
心
に
い
る
。
全
世
界
の
国
民
を
偶
像
崇
拝
か
ら
唯
一
神
の
礼
拝
へ
と
導
く
神
の
世
界
計
画
の
中
心

的
担
い
手
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
そ
の
助
手
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

サ
ロ
モ
ン
の
自

然
法
H
神
法
の
十
戒
の
宗
教
は
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
H
理
性
に
か
な
っ
た
自
然
宗
教
と
内
容
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
本
来
真
の
宗
教
の
普
遍
的
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な
判
定
基
準
で
あ
っ
た
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
に
と
っ
て
代
っ
て
、
真
の
宗
教
の
普
遍
的
な
基
準
と
し
て
、
既
成
宗
教
批
判
の
基
準
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
救
済
の
レ
ベ
ル
で
は
、
後
期
の
予
言
者
ボ
ダ
ン
は
初
期
の
自
然
日
理
性
の
哲
学
者
ボ
ダ
ン
と
連
続
し
て
い
る
。

ボ
ダ
ン
の
真
の
宗
教
は
以
上
述
べ
た
、
万
人
が
関
係
す
る
救
済
の
レ
ベ
ル
と
少
数
の
者
し
か
近
づ
け
な
い
高
次
の
奥
義
の
レ
ベ
ル
、
言
わ

ば
顕
教
の
レ
ベ
ル
と
密
教
の
レ
ベ
ル
か
ら
な
る
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
プ
ラ
イ
主
義
の
啓
示
宗
教
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ

る
。
唯
一
神
の
礼
拝
を
核
と
す
る
自
然
法
H
神
法
の
十
戒
を
自
由
意
志
で
果
た
し
、
有
徳
な
生
活
を
送
れ
ば
救
済
に
あ
ず
か
れ
る
し
、
唯
一

神
に
心
か
ら
祈
る
生
活
を
送
り
、
神
の
光
H
予
言
を
与
え
ら
れ
れ
ば
隠
さ
れ
た
自
然
や
神
の
秘
密
に
も
通
じ
ら
れ
る
、
普
遍
的
な
個
人
的
、

内
面
的
宗
教
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
教
会
、
律
法
、
そ
の
他
宗
教
儀
式
は
無
知
な
民
衆
用
に
必
要
な
だ
け
で
あ
り
、
宗
教
論
争
な
ど
は
有
害
無

益
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
真
の
宗
教
を
基
準
に
し
て
、
世
界
中
の
宗
教
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
や
る
、
言
い
換
え
れ
ば
真
の
宗
教
か
ら

の
距
離
の
確
定
を
や
る
わ
け
で
、

そ
の
位
置
づ
け
に
入
ろ
う
。

サ
ロ
モ
ン
の
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
啓
示
宗
教
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
が
真
の
宗
教
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
を
基

準
に
真
の
宗
教
に
近
い
宗
教
と
さ
れ
る
の
は
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
と
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
り
、
四
・
三
で
は
ト
ラ
ル
パ

も
オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
も
サ
ロ
モ
ン
の
自
然
法
日
神
法
の
十
戒
に
か
な
っ
た
真
の
宗
教
に
同
意
し
、

五
・
二
、
六
・
一
で
は
三
者
が
一
緒
に
な

ジャン・ボダンの生涯(五)

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
し
た
。
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
は
ア
イ
ロ
ン
の
旧
約
的
歴
史
段
階
化
し
た
自
然
宗
教
の
下
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら

広
ま
っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
自
然
宗
教
を
取
込
ん
だ
も
の
で
、
従
っ
て
初
期
の
自
然
H
理
性
の
哲
学
者
ボ
ダ
ン
に
近
い
立
場
で
あ
る
。
こ

れ
は
旧
約
の
隠
さ
れ
た
秘
密
、

つ
ま
り
奥
義
レ
ベ
ル
の
真
の
宗
教
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
、

そ
れ
に
宗
教
儀
式
を
全
面
否
定
し
て
、
無
知
な

民
衆
を
つ
な
ぎ
と
め
る
手
だ
て
が
な
く
、
現
実
に
は
宗
教
と
し
て
存
続
し
え
な
い
、
知
識
人
の
夢
物
語
で
あ
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
が
、
サ

ロ
モ
ン
の
真
の
宗
教
の
元
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
救
済
の
レ
ベ
ル
で
は
全
く
同
じ
内
容
の
真
の
宗
教
と
さ
れ
る
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
イ

ス
ラ
ム
教
は
モ

l
ゼ
の
神
法
を
模
倣
し
て
、

イ
ス
ラ
ム
民
族
の
先
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
法
(
自
然
法
)
を
再
興
し
た
も
の
で
あ
り
、
十
戒
か
ら
部
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説

分
的
に
離
れ
た
こ
と
、
特
に
モ
ハ
メ
ッ
ド
や
聖
者
の
聖
人
崇
拝
の
要
素
が
あ
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
が
、
そ
の
徹
底
し
た
唯
一
神
礼
拝
、
偶

像
崇
拝
の
厳
禁
、
キ
リ
ス
ト
を
神
だ
と
す
る
人
間
神
化
の
拒
否
、
そ
の
他
に
よ
っ
て
真
の
宗
教
に
近
い
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
真
の
宗
教
か
ら
遠
く
離
れ
た
誤
っ
た
宗
教
と
さ
れ
る
の
が
、
唯
一
神
礼
拝
だ
と
し
な
が
ら
、
そ
の
実
は
偶
像
崇
拝
に
堕

そ
の
な
か
で
は
唯
一
神
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
真
の
神
と
偶
像
を
ご
ち

論

し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
(
そ
れ
に
、
唯
一
神
を
知
ら
な
い
異
教
)
で
あ
り
、

や
ま
ぜ
に
し
て
多
神
教
化
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
異
教
よ
り
も
悪
い
最
悪
の
も
の
で
、
フ
リ
デ
リ
ク
ス
の
ル
タ

l
派、

ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
順
次
良
く
な
る
と
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
誤
り
の
源
は
キ
リ
ス
ト
自
身
や
使
徒
、
初
期
教
父
の
教
え

そ
の
誤
っ
た
基
礎
の
上
に
作
為
と
体
系
を
積
み
上
げ
て
い
っ
た
宗
教
だ
と
い

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
文
献
学
、
理
性
H
哲
学
、
旧
約
の
神
の
啓
示
を
駆
使
し
て
徹
底
的
に
証
明

さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
古
来
激
し
い
内
部
分
裂
、
迫
害
、
宗
教
戦
争
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
も
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
欠
陥
に
起
因
す

に
反
し
て
、

キ
リ
ス
ト
を
神
や
神
の
子
と
し
た
こ
と
に
あ
り
、

う
こ
と
が
サ
ロ
モ
ン
、

ト
ラ
ル
パ
、

る
こ
と
が
鋭
く
指
摘
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
欠
陥
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
文
献
学
的
に
す
ぐ
れ
た
聖
書
と
初
期
教
父
の
著
作
、

そ
れ
に
正
統
派
に
よ
る
批
判
書
で
残
っ
た
異
端
説
、
ス
コ
ラ
の
神
学
者
の
「
然
り
と
否
」
の
哲
学
的
考
察
、
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
に
よ
る
キ
リ

ス
ト
教
批
判
書
な
ど
に
よ
っ
て
一
部
の
者
、
特
に
反
三
位
一
体
論
者
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
ボ
ダ
ン
は
そ
れ
を
徹
底
し
て
理
論
化
し

た
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
初
の
思
想
家
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
ボ
ダ
ン
は
何
の
た
め
に
最
も
ペ
ー
ジ
数
を
費
や
し
て
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

(
問
)

に
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
回
心
し
、
外
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
宗
教
が
ユ
ダ
ヤ
教
そ
の
も
の
で

一
部
の
研
究
者
が
主
張
す
る
よ
う

は
な
い
こ
と
は
既
に
“
証
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
キ
リ
ス
ト
教
の
誤
り
を
キ
リ
ス
ト
自
身
と
使
徒
、
初
期
教
父
の
教
え

か
ら
離
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
異
教
よ
り
も
悪
い
偶
像
崇
拝
に
ま
で
堕
落
し
た
宗
教
と
激
し
く
批
判
す
る
が
、
ル
タ

l
派、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
批
判
が
弱
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
六
・
一
・

3
の
カ
ト
リ
ッ
ク
批
判
、
六
・
二
の
宗
教
的
寛
容
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
原
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始
キ
リ
ス
ト
教
に
戻
っ
て
、
ボ
ダ
ン
を
代
弁
す
る
の
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
明
ら
か
に
初
期
と
同
じ
く
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
戻
ろ
う
と
す
る

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
運
動
に
親
近
感
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
か
ら
本
来
の
、
徹
底
し
た
唯
一
神
の
キ
リ
ス
ト

教
に
戻
れ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
は
キ
リ
ス
ト
教
を
キ
リ
ス
ト
自
身
と
使
徒
、
初
期
教
父
を
使
っ
て
、
真
の
宗
教

に
組
み
込
み
、

そ
の
実
例
を
示
す
意
図
も
持
っ
て
い
た
。

で
は
、
六
・
一
・

l
の
キ
リ
ス
ト
の
神
性
を
否
定
す
る
議
論
の
な
か
で
、

サ
ロ
モ
ン
は
何
の
価
値
も
認
め
ず
、
魔

術
師
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
的
な
見
方
を
示
す
の
に
対
し
、
ト
ラ
ル
パ
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
予
言
者
、
但
し
モ

i
ゼ
や
サ
ミ

だ
と
評
価
す
る
が
、
後
者
が
ボ
ダ
ン
な
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
こ
こ
で
の
サ
ロ
モ
ン
は

キ
リ
ス
ト
に
関
し
て
、

ユ
エ
ル
、

エ
リ
ヤ
な
ど
よ
り
は
劣
っ
た
予
言
者
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
す
る
設
定
に
よ
る
拘
束
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

ボ
ダ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
キ
リ
ス
ト
教
の
否
定
で
は
な
く
て
、
誤
っ
た

キ
リ
ス
ト
自
身
と
使
徒
、
初
期
教
父
の
、
徹
底
し
た
唯
一
神
の
キ
リ
ス
ト
教
に
戻
れ
と
い
う
批
判
で
あ

っ
た
し
、
ボ
ダ
ン
は
憎
み
合
う
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム
教
と
と
も
に

神
の
世
界
計
画
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
助
手
と
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

宗
教
に
堕
落
し
て
お
り
、
本
来
の
、

ジャン・ボダンの生涯(五)

サ
ロ
モ
ン
の
普
遍
的
な
旧
約
リ
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
啓
示
宗
教
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
を
真
の
宗
教
、
宗
教
批
判
の
基
準
に

し
て
、
こ
う
距
離
の
確
定
が
な
さ
れ
た
。
ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
は
そ
れ
の
原
型
だ
が
、
知
識
人
に
の
み
可
能
で
、
現
実
に
は
宗
教
た
り
え

な
い
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
イ
ス
ラ
ム
教
は
そ
れ
か
ら
の
少
し
だ
け
の
堕
落
で
、
真
の
宗
教
の
枠
内
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
、
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の

カ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
れ
か
ら
大
き
く
堕
落
し
、
異
教
よ
り
も
悪
い
誤
っ
た
宗
教
に
な
っ
た
が
、
フ
リ
デ
リ
ク
ス
の
ル
タ

l
派
、
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス

ま
だ
誤
っ
た
宗
教
だ
が
、
真
の
宗
教
の
方
に
戻
っ
て
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
真
の
宗
教
の
枠
内
に
サ
ロ
モ
ン
の

の
カ
ル
ヴ
ア
ン
派
と
、

ユ
ダ
ヤ
教
、

ト
ラ
ル
パ
の
自
然
宗
教
、

オ
ク
夕
、
ヴ
ィ
ウ
ス
の
イ
ス
ラ
ム
教
の
順
序
で
入
り
、
誤
っ
た
宗
教
の
枠
内
に
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
カ
ル

コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
順
序
で
入
り
、
そ
し
て
こ
う
し
た
信
何
を
も
っ
者
と
無
神
論

ヴ
ァ
ン
派
、

フ
リ
デ
リ
ク
ス
の
ル
タ

l
派、
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ワ
u

an宮
門

tpo 
qδ 

の
者
の
次
元
で
は
な
く
て
、
誤
っ
た
宗
教
の
者
の
次
元
に
い
る
の
で
あ
り
、
真
の
宗
教
の
者
の
次
元
に
い
る
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
サ
ロ
モ
ン
、
h
v

自
然
宗
教
論
者
の
ト
ラ
ル
パ
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
迫
害
さ
幻

れ
て
い
る
少
数
派
、
公
的
・
外
面
的
な
宗
教
と
私
的
・
内
面
的
な
宗
教
を
峻
別
し
、
後
者
が
問
題
で
あ
っ
て
前
者
は
便
宜
に
す
ぎ
な
い
と
、
峨

自
ら
の
宗
教
を
隠
さ
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
少
数
派
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
寛
容
の
問
題
も
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
キ

者
、
魔
術
師
・
魔
女
と
の
中
間
に
セ
ナ
ム
ス
の
自
然
主
義
者
、
懐
疑
主
義
者
が
入
る
。

こ
の
距
離
の
確
定
に
よ
っ
て
、
五
・
一
の
宗
教
的
寛
容
の
許
容
範
囲
の
意
味
が
は
っ
き
り
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
実
は
真
の
宗
教

論

リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
自
身
と
使
徒
、
初
期
教
父
の
教
え
で
あ
る
真
の
宗
教
の
枠
内
か
ら
離
れ
て
誤
っ
た
宗
教
に
な
っ
た
こ
と
、

そ
れ
に
宗

教
的
寛
容
か
ら
離
れ
て
非
寛
容
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
少
数
派
の
実
像
た
る
ボ
ダ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人

や
ム

l
ア
人
に
対
す
る
強
制
、
迫
害
を
激
し
く
非
難
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
ト
ル
コ
で
実
現
し
て
い
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
か
つ
て
イ
タ
リ

ア
王
テ
オ
ド
リ
ク
ス
や
ロ

l
マ
皇
帝
ヨ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
が
や
っ
た
よ
う
な
、
全
宗
教
の
公
的
、
少
な
く
と
も
私
的
承
認
、

そ
れ
に
よ
る
真
の
宗

教
を
め
ざ
し
て
の
競
争
的
共
存
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
寛
容
の
主
張
は
、
真
の
宗
教
は
隠
さ
れ
た
神
の
秘
密
で
あ
り
、
人
間

は
完
全
に
は
そ
れ
を
知
り
え
な
い
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
教
え
て
下
さ
る
よ
う
競
っ
て
神
に
祈
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
根
拠
、
信
何
は
自
由
意
志
に
よ
る
同
意
で
あ
っ
て
、
強
制
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
根
拠
の
二
点
で
根
拠
づ
け
ら
れ
た
。

こ
の
宗
教
的
寛
容
論
は
政
治
的
・
社
会
的
効
果
や
神
を
不
快
に
は
し
な
い
式
の
真
の
宗
教
を
棚
上
げ
に
し
た
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
真

の
宗
教
を
め
ざ
し
て
競
争
し
合
う
積
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ボ
ダ
ン
研
究
者
た
ち
は
真
の
宗
教
論
か
ら
は
宗
教
的
寛
容
論
は
出
て
こ
な
い

と
信
じ
て
い
る
が
、
宗
教
的
少
数
派
か
ら
は
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
は
そ
こ
に
戻
れ
と
主
張
す
る
初
期
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
的
寛
容

の
熱
心
な
主
張
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
も
初
期
教
会
に
戻
っ
て
、

カ
ル
ヴ
ア
ン
派
の
ク

ル
テ
ィ
ウ
ス
、
次
い
で
ル
タ

l
派
の
フ
リ
デ
リ
ク
ス
、

そ
し
て
最
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
も
完
全
に
同
意
す
る
の
で
あ
る
。



こ
う
し
て
、
全
宗
教
の
公
的
、
少
な
く
と
も
私
的
承
認
、

そ
れ
に
よ
る
真
の
宗
教
を
め
ざ
し
て
の
競
争
的
共
存
と
い
う
ボ
ダ
ン
の
理
想
が

国
際
自
由
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
で
実
現
し
た
。
そ
れ
は
共
通
の
宗
教
で
は
な
く
、
共
通
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
文
化
に
基

礎
を
お
く
友
情
の
共
同
体
で
あ
り
、
宗
教
の
違
い
は
国
籍
や
専
門
分
野
の
違
い
同
様
、
何
の
妨
げ
と
も
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
信
仰
心
と
徳

を
高
め
合
う
有
益
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
分
裂
し
た
宗
派
聞
の
非
寛
容
、
宗
教
戦
争
に
引
き
裂
か
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
か
つ
て
の
カ

ト
リ
ッ
ク
文
化
共
同
体
に
代
わ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
ユ
マ
ニ
ス
ム
文
化
共
同
体
の
出
現
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
六
世
紀
の
ヴ

エ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
次
の
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
、
特
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
と
避
難
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
出
現
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ボ
ダ
ン
の
理
想
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
実
現
可
能
な
の
は
実
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
宗
教
熱
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
宗
教
熱
に
満

ち
た
修
道
院
の
よ
う
な
コ
ロ
ナ
エ
ウ
ス
の
邸
宅
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
異
質
な
集
団
で
あ
る
よ
う
に
、
宗
教
熱
に
満
ち
た
ボ
ダ
ン
が
異
質
な
存

在
に
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
七
賢
人
の
序
列
も
逆
転
し
、
自
然
主
義
者
、
懐
疑
主
義
者
の
セ
ナ
ム
ス
こ
そ
が
知
恵
者
と
な
り
、
奥
義
伝
授

者
サ
ロ
モ
ン
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

ジャン・ボダンの生涯(五)

(
1
)
『
自
然
の
劇
場
』
と
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』

同
】
・

5
0
参
照
。

一
五
九

O
年
一
月
二

O
日
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
ボ
ダ
ン
は
そ
の
と
き
「
あ
な
た
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
立
派
で
注
目
す
べ
き
対
話
」

と
「
出
版
さ
れ
る
前
に
あ
な
た
が
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
一
つ
の
著
作
」
を
書
い
て
い
る

P
2可
巾
母
冨

0
5ぽ
買
切
。
仏

F
ロ
1
5
y

匂
・
日
)
。
二
つ
の
著
作
の
完
成
時
期
か
ら
し
て
、
出
版
の
用
意
を
し
て
い
る
二
つ
の
著
作
」
が
『
自
然
の
劇
場
』
で
、
「
立
派
で
注
目
す
べ
き
対

話
」
が
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
は
『
自
然
の
劇
場
』
を
前
提
に
し
て
書
か
れ
百
貨
邑
cuspHM-HN)
、
「
望

み
う
る
最
も
立
派
な
主
題
」
「
非
常
に
立
派
な
主
題
」
を
扱
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
屯
封
印
a
o
H
m
噌
匂
匂
・

ω-e。

(
2
)
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、
難
し
い
問
題
が
あ
る
。
通
説
は
大
部
分
の
写
本
に
つ
い
て
い
る
六
三
歳
の
時
に
書
い
た
旨
の

の
完
成
時
期
に
つ
い
て
は
、
同
，

v
g門

E
5・円】『白巾『白昨日
OWE-
印・〈・

3
・
8
0・
gω
・
8ω
一3
5色
。
凶

o
p
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説

付
記
(
出
・
開
・
]
∞
-
〉
・

ω・〉
-
h
-
F
M
E・
)
に
基
づ
く
も
の
で
、
一
五
九
三
年
執
筆
と
な
り
、
少
数
説
は
一
五
八
七
年
に
ボ
ダ
ン
が
異
端
の

疑
い
で
取
調
べ
を
受
げ
た
こ
と
や
一
つ
の
写
本
(
切

F
冨
自
民
宮
町
"
円
]
忠
Z
U巴
叶
)
に
一
五
八
八
年
の
日
付
け
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の

で
、
一
五
八
八
年
に
は
既
に
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
。
少
数
説
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
八
七
年
の
取
調
べ
が
『
七
賢
人
の
対
話
』
が
原
因
で

な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
し
、
根
拠
と
な
っ
て
い
る
写
本
は
一
七
世
紀
後
半
の
非
常
に
不
完
全
な
も
の
で
、
ボ
ダ
ン
の
商
前
で
こ
ん
な
不
完
全

な
写
本
の
元
写
本
が
作
成
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
八
七
年
に
異
端
の
疑
い
で
取
調
べ
ら
れ
た
翌
年
に
、
気
楽
に
も
、
キ
リ

ス
ト
教
を
批
判
す
る
最
も
危
険
な
書
物
の
写
本
を
作
成
さ
せ
た
な
ど
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

通
説
の
方
は
ど
う
か
。
(
か
の
付
記
は
出
血
ロ
円
何
回
】

Eozs』

c
gロ
2
図。

a
E
5
〉ロ

a
a一回〈巾ロ田町
ω円
三
宮
斥
〉
ロ
ロ
。
〉
巾
仲
良
町
同
十
百
円
円
〔
ア
ン

ジ
ェ
人
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
が
六
三
歳
の
時
に
こ
の
書
簡
(
形
式
の
著
作
)
を
書
い
た
〕
か
同
庁
何
回
こ
。
田
口
口
巾
印
∞
。
門
出
口

5
〉
ロ
仏
巾
哲
一

2
5日夕
ωE-巾

〉

E
。
〉
巾
宮
江
田
戸
一
対
日
〔
こ
れ
は
ア
ン
ジ
ェ
人
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
、
六
三
歳
の
時
の
作
な
り
〕
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
〉
昆
晶
君
巾
ロ
印
町
〔
ア
ン

ジ
ェ
人
〕
は
あ
る
い
は
〉
ロ
己
負
目
的
〔
著
者
〕
か
も
し
れ
な
い
。
)
か
の
付
記
は
脱
落
や
誤
り
が
最
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
、
従
っ
て
最
も
権
威
あ

る
写
本
で
あ
る
一
七
世
紀
初
め
の
メ
ム
文
庫
写
本
(
回
忌
-
Z
巳
Z
Eぽ
w

同-
Z己ロ

2
2
)
|ノ
ア
ツ
ク
の
刊
本
は
か
な
り
の
脱
落
や
誤
り
が
あ

り
、
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
研
究
は
こ
の
メ
ム
文
庫
写
本
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
ー
に
も
あ
る
が
、
し
か
し
ボ
ダ
ン
の
自
筆
原
稿
に
あ
っ
た
も
の

か
、
そ
れ
と
も
筆
写
し
た
者
が
遺
族
か
ら
聞
い
て
、
あ
る
い
は
ボ
ダ
ン
の
男
の
厄
年
(
七
×
九
)
の
理
論
か
ら
書
き
加
え
た
も
の
か
判
定
で
き

ず
、
通
説
に
も
根
拠
が
な
い
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
著
作
の
内
容
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
ず
著
作
の
内
容
か
ら
確
定
で
き
る
の
は
、
ネ
I
デ
ル
ラ
ン
ト
か
ら
帰
国
し
た

一
五
八
三
年
以
降
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八
二
年
六
、
七
月
の
ト
ル
コ
の
王
子
の
割
礼
を
祝
っ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

l
プ
ル
で

の
祝
祭
(
戸
℃
・
口
・
え
吋
}
戸
巾

P
M
m
m
q
z
g
a
F巾
3
2
P
E・
σ可
同
日
目
円
当
ロ

-w円、。ロ色。
P
E
E
-
4
0
]
-
Y
℃
同
)
・
缶
詰
・
)
、
八
三
年
二
月
の
ネ

l

デ
ル
ラ
ン
ト
か
ら
帰
国
す
る
船
で
会
っ
た
嵐
の
体
験
(
戸
匂
匂
・
吋
∞
)
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
八
三
年
か
ら
死
ぬ
九
六
年

ま
で
の
問
、
恐
ら
く
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
か
ら
帰
国
後
専
念
し
た
ラ
テ
ン
語
版
『
国
家
論
』
の
完
成
後
の
八
五
年
か
ら
ラ
テ
ン
の
町
を
脱
出
す
る

九
四
年
ま
で
の
聞
に
書
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

次
に
、
『
自
然
の
劇
場
』
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
と
の
比
較
で
は
ど
う
か
。
全
く
同
じ
表
現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
ほ
ぽ
同
時
期
に
書
か
れ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
が
、
特
に
次
の
二
点
で
『
自
然
の
劇
場
』
の
方
が
天
文
学
の
知
識
が
増
し
、
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
見
解
が
否
定
さ
れ
て
い
る

の
で
、
『
自
然
の
劇
場
』
よ
り
前
に
書
か
れ
た
と
推
定
で
き
る
。
①
地
球
の
中
心
か
ら
水
晶
天
ま
で
を
恒
星
天
ま
で
の
倍
と
し
、
伝
統
的
な
恒
星

論

北法 37(5・138)744 



ジャン・ボダンの生涯(五)

天
を
幅
の
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
が
(
呂
七
・
呂
町
(
ト
ラ
ル
パ
)
-
H
Y
S
(
サ
ロ
モ
ン
)
も
参
照
)
、
『
自
然
の
劇
場
』
で
は
恒
星
天
が
巨
大
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
、
三
倍
と
し
て
い
る
(
〈
七

-g∞
)
。
②
イ
プ
ン
・
エ
ズ
ラ
の
十
戒
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
に
よ
る
天

体
の
配
列
(
月
、
太
陽
、
水
星
、
金
星
:
・
)
を
神
法
、
旧
約
に
自
然
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
端
的
な
証
拠
だ
と
し
て
い
る
が
(
同
〈

w
R】-

E
や
叶
(
ト
ラ
ル
パ
、
サ
ロ
モ
ン
、
フ
リ
デ
リ
ク
ス
)
)
、
『
自
然
の
劇
場
』
で
は
天
文
学
の
知
識
が
増
し
、
旧
約
の
別
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
で
そ

れ
を
否
定
し
て
い
る
(
〈
w
u
p
印
誌
叶
)
。
従
っ
て
、
八
五
年
か
ら
八
九
年
ま
で
の
聞
に
書
か
れ
た
。
(
か
の
付
記
は
ボ
ダ
ン
の
自
筆
原
稿
に
あ
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
筆
写
し
た
者
が
書
き
加
え
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
)

八
五
年
か
ら
八
九
年
ま
で
の
聞
の
い
つ
か
。
可
能
性
か
ら
言
え
ば
、
八
六
年
か
も
し
れ
な
い

o
z
-
H、
つ
ま
り
義
兄
弟
の
ニ
コ
ラ
・
ツ
ル
イ

ヤ

l
ル
宛
の
書
簡
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
彼
が
死
ぬ
八
七
年
以
前
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
第
二
巻
は
七
月
一
五
日
に
着
い
た
手

紙
を
め
ぐ
っ
て
対
話
が
始
ま
る
が
、
そ
の
日
は
火
曜
日
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
七
月
一
五
日
、
火
曜
日
の
可
能
性
が
あ
り
、
八
三
年
か
ら
九
六

年
ま
で
、
七
月
一
五
日
が
火
曜
日
な
の
は
八
六
年
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

(3)

、H
d
g可
己

5
・仏巾門出門主
Z
-
P
2・白
N
J
N
E
-

(
4
)

句同『白色。
M

円。
p
a巾向日紅白神戸。・℃
H
V

・品目・

(
5
)

叶。。

-aLロ
l
N
日
一
冨
・
回
。

gw
叶宮町

ω門
広
口
氏
。
n
m巾ロ白一∞印白ロ
nmH品目。15ω0・

z
g司

J

ヘ
ミ
W
W
E
E
-
U
H
Y
H
Sム・

(
6
)

、H，
Z
国
可

CE---
匂・ロ・

(
7
)
H
E
P
-
-
。
ロ
ロ
由
・

(
8
)

目立。
-
L
W
U・
怠
一
戸
問
者
・
5
H
I
N
-

(
9
)
H
Z
P
F
沼
y

ロ

L
C一
戸
℃
-EPH---H】・品
N
N
一〈・匂・印吋∞・

(日

)
H
E
a
-
-
戸
匂
匂
・

5
由!由

PEw-)同】・
ω
ω
申
l

品。・

(日

)
H
E
F
F
宅・

5
・
口
∞
-
N
ω
l
品
・
他
は
本
文
参
照
。

(
ロ
)
目
立
仏

-L・
3
・ロ・

2
N
L
0・
H
H
m
-

他
は
本
文
参
照
。

(日

)
g
E
-
L
-
u・
5u
〈
-u・
8ω
・

(
U
)
H
Z
P
H・

s-合
l

少
岸
他
は
本
文
参
照
。

(
日
)
目
σ目。
-L戸
匂
・
怠
吋
・
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Ibid.， 1， pp.35-6， 57， 93-6. 

Ibid.， 1， pp. 14， 23-6， 52-4. 

Ibid.， 1， pp. 62-89. 

Ibid.， 1， pp. 89-92， 96. 

Ibid.， 1， pp.99-114. 

Ibid.， 1， p. 119; II， pp. 143-4. 

Ibid.， 11， pp. 148-50， 184， 222. 

Ibid.， 11， pp. 142， 146， 155-6， 183. 

Ibid.， II， pp.159-74， 180-2. 

Ibid.， II， pp.174-7. 

Ibid.， II， pp. 183-93. 

Ibid.， II， pp.197-201. 

Ibid.， II， pp. 203-15. -RH坂~~0 ニド~' pp.169-70倫理i。

lbid.， n， pp.217-22. 

Ibid.， 11， pp. 227-9， 258-61. 

Ibid.， II， pp. 238， 239， 254-5， 257-8. 

Ibid.， II， pp. 243-9. 

Ibid.， II， pp. 231， 234-5， 266. 

Ibid.， II， pp.267-9. 

Ibid.， III， pp.272-3， 287. 
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Ibid.， III， p. 279. 

Ibid.， III， pp. 289-90， 294. 

Ibid.， III， p. 291. 

Ibid.， III， pp.292-3. 

Ibid.， III， pp.297-9. 

Ibid.， III， pp. 299-305， 311. 

Ibid.， III， pp. 305-10. 

Ibid.， III， pp. 311-6. 

Ibid.， III， pp. 318-22， 329. 

Ibid.， III， pp. 324-8. cf. Heptaplomeres， 11， pp. 51-6 (与Jト"iK印鑑'V'4l1a眠). 

Ibid.， III， pp. 339-40. 

Ibid.， III， pp. 345， 360-1， 392. 

Ibid.， III， p. 350. 

Ibid.， III， pp. 358-9. 

Ibid.， 11， p. 135; III， pp. 328， 378. 

Ibid.， III， pp. 366， 368， 372-3， 375， 377， 378. 

Ibid.， III， pp. 390-1. 

Ibid.， IU， pp. 392-9. 

Ibid.， IU， pp. 406一7.

Ibid.， III， pp.409， 410. 

Ibid.， III， pp. 410， 411， 426. 

Ibid.， IU， pp. 418-20; IV， pp.459-60. 

Ibid.， III， p. 422. 

cf. Heptaplomeres， III， p. 96 (れか1ト弘、 Tく).
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(~) Ibid.， III， pp. 423-4， 426; IV， pp. 460， 489. 

(~) Ibid.， IV， pp.432， 436. 

(忍) Ibid.， IV， pp. 434-8， 441-2. 

(呂) Ibid.， IV， p. 448. 

(這) Ibid.， IV， pp.451-63. 

(包) Ibid.， IV， pp.466-7. 

(~) Ibid.， IV， pp. 468-70， 492-3. cf. Heptaplomeres，VI， pp.313-7 (令ロ即入F ム 1)¥えて).

(~) Ibid.， IV， pp.475-8l. cf. Heptaplomeres，V， p.178 (ム1)¥会て). 

(ξ) Ibid.， IV， pp. 485-92. 

(ロ) Ibid.， IV， pp. 495-8， 507-1l. 

(ロ) Ibid.， IV， pp.498-500， 538-40. 

(口) Ibid.， IV， pp. 500-6. 

(ご) Ibid.， IV， pp. 511-23， 533-5. 

(巳) Ibid.， IV， pp. 523-47; V， pp. 630-3. 

(記) Ibid.， V， pp. 549， 614. 

(~こ) Ibid.， V， pp. 555， 588， 627-9. cf. Heptaplomeres， III， pp. 93， 106 (ム1)¥会そく F 令ロ卯入。思jj ム1)¥えてさ主製紙Q岳会

会心寺~Dlmt+<今尚早JW11lI1 1IJl!1H<梢早JQ:!$!->J~'お渥右対胆剛Hくw 1車 Qおユ .，;> Q ->J~'中口時j 入也、d\ 入. H 'K: I)\ ぉ)j Q け ~-\-Q

lぷ援はまぎわい早l剛Hく梢I'-'W 17000xd ->J~いユト(l). 

(~) Ibid.， V， pp. 551-3，583-4. cf. Heptaplomeres， III， pp.91-4 (令ロ即入r ム小会て). 

(~) Ibid.， V， pp.549-50. 

(宕) 田~' 1lI:~Q護~~~ドト宕漏æ:: Q短距(Ibid. ， V， PP. 591-3， 601-9)総監。

(冨) Ibid.， V， pp. 562-6. 

(お) Ibid.， V， pp.553-6， 562. 

漏

i軍

cf. Heptaplomeres， III， pp. 101-3 (令ロ即入). 

cf. Heptaplomeres， III， p. 85 (中口即入).
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(お) Ibid.， V， pp.556-63. 

(話) Ibid.， V， p. 558. cf. Heptaplomeres， III， pp. 84-5 (令ロ即入). 

(沼) Ibid.， V， p. 618. 

(器) Ibid.， V， p.571. 

(昆) Ibid.， V， pp.569-73， 596. cf. Ibid.， 1， pp. 19-20; I!， p.138. 

(富) Ibid.， V， pp. 573-7. cf. Heptaplomeres， IV， pp. 146-7 (ム小会て F 今ロ印入 f ~~~ト弘、 K。思U' ャ'1'>入. I-¥'K小Q

十億8~ ふ 'n;:::----~生器五日付l'Q Hく者全Q届~'十ぐ~' i毛剛'~附8~雲寺ミ定潟， !!!~~団総 8~~日為盟~"てJ ♀;ドニ時トJ ..>J 8~建主的

財星雲~..>J.w~二い二時).

(毘) Methodus， V， p. 154r: r特墜さ↑税制8t町、と13-'尚子。ニ tin 0<' ミミけれ K 為，..)+2ム-(，^"~' ~ト恒Qモト'.;?~-\Q伶。 j R吾publique，

IV， 2， p.561. 

(宕) Theatrum， V， pp.580-3. 

(忌) Ibid.， V， pp. 609-10， 614， 621， 623-4. 

(包) Ibid.， V， pp.609， 616， 623. 

(包) Ibid.， V， pp.621-2. 

(芸) Ibid.， V， pp.609-18. 

(虫) Ibid.， V， pp. 618-20. 

(ま) Ibid.， V， pp.624-7. cf. Heptaplomeres， IV， pp. 165-6 (令口中入). 

(包) Tentler， III-141. 

(思 Paradoxon，p.8. Paradoxe， p.6. cf. Heptaplomeres， V， pp.235-6 (快除、~'<'ÞK).

(窓) Paradoxon， pp.8-16. Paradoxe， pp. 6-14. cf. Heptaplomeres， III， pp.86-90 (令ロ印入'ム 11'¥弐て。リトJ¥'J笠'雌Q

塩原互主砲賂揺さ主同，..)'V'~\!トム入 Q揺..>J，..)ド知{財布D ヰヰトJ 二時). 

(霊) Paradoxon， pp. 11， 14-5. Paradoxe， pp. 9， 12-4. 

(否) Paradoxon， pp. 16-20. Paradoxe， pp. 16-9. cf. Heptaplomeres， V， pp.188-9 (ム 11'¥えて). 
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(窪) Paradoxon， pp. 20-l. Paradoxe， pp. 19-20. cf. Heptaplomeres， V， p. 189 (ムIl'¥会て).

(富) Paradoxon， pp. 22-3， 35， 43. Paradoxe， pp. 21-2， 33， 4l. cf. Heptaplomeres， IV， pp.141-7 (令ロ即入). 

(苔) Paradoxon， pp.25-6， 28， 33-4. Paradoxe， pp.23-4， 26， 31-3. cf. Heptaplomeres， V， p.188 (わロ即入); VI， p.326 

(令ロ卯入). 

(醤 Paradoxon，pp.43-6. Paradoxe， pp.41-4. cf. Heptaplomeres， V， pp. 189-90 (ム爪えてF令口時J入).

(告) Paradoxon， pp.26-35. Paradoxe， pp.24-33. cf. Heptaplomeres， V， pp.188-90 (令ロ印入Fム小企て).

(告) Paradoxon， pp. 35-42，52-5，67. Paradoxe， pp. 33-40，51-3，64-5. cf. Heptaplomeres， VI， pp.313-30 (令口即入'ム

1トミミて' 帳、時¥司王、1"1:'-1'<:).

(室) Paradoxon， pp. 42-5. Paradoxe， pp.40-3. 

(室 Paradoxon，pp. 46-55. Paradoxe， pp. 44-53. 

(吉) Paradoxon， pp. 55-66. Paradoxe， pp. 53-64. cf. Heptaplomeres， III， p. 88 (ムIl'¥えて).

(ヨ) Paradoxon， pp.66-7l. Paradoxe， pp.64-9. cf. Heptaplomeres， III， pp. 75-6 (令口中入).

(呂) Paradoxon， pp. 71-3. Paradoxe， pp.69-71. 

(苫) Paradoxon， pp. 72-85. Paradoxe， pp. 70-84. 

(ヨ) Paradoxon， pp. 85-6. Paradoxe， pp. 84-5. 

(吉 Paradoxon，pp. 86-9. Paradoxe， pp. 85-8. 

(吉 Paradoxon，pp. 89-94. Paradoxe， pp. 88-93. 

(呂 Paradoxon，pp. 94-100. Paradoxe， pp. 93-9. 

(苫) ì\T ふ入ト>l~主主<jrr々1.1ヰ;~jJ令理lH;;~ o\マミミホト Il'\ヨヨ侭 (Heptaplomeres， II， p. 53)。

(吉) Heptaplomeres， 1， p. l. 

(雪) R吾pub1ique，IV， 1， p. 530; VI， 6， p. 1050 

(5) Heptaplomeres， VI， p.355. 1K記~1長~m ーロトてや雌.，.j)~民総草紙偽る制<~，...) ν ニ ~8ti裕一小入 Zι 平12-Ft帳、入 ti t\J

8}J .lJo¥l<J.lR心相会C¥~O 

~ 
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(自 Republique，IV， 7， pp. 654-5. Respublica， IV， 7， pp.483-5. 

(呂) Heptaplomeres， 1， pp，l-3， 10; II， p. 70; VI， pp. 238， 358. 

(呂) Bezold， III-51; Roellenbleck， III-170. 

(自) Heptaplomeres， II， p. 70; IlI， p. 71; IV， pp. 127， 160. 

(笥) Ibid.， 1 ， p. 10; II， p. 13; IV， p. 154. 

(包) Ibid.， II， pp. 17， 24 ， 41， 54-5， 58; III， p. 104脚々 。

(包) Ibid.， 1， pp. 9-10; II， pp.43， 52-3; III， p. 100; IV， pp. 114-5， 147; V， pp. 199-200; VI， pp. 295， 307-8， 311-2， 322. 

(百) けりゃ~ス斗何世仲*~思ゃい勾a'\ドト爪 Q~持当時RllllIT栴~~，...)ド.，;J l0組庄~斗~.c、2ミ時時。

(き) Ibid.， 1， pp. 3-10. 

(吉) Ibid.， II， pp. 11-69. 

(告) Ibid.， V， p. 193 (中口即入); VI， p.319 (令口中入)総監。

(呂) Ibid.， II， pp. 50 (令口中入)， 67(中口即入)， 70(ム1トえて'令ロ即入); III， pp. 73 (中口 W入)， 79(令口即入)，94-5 (村

そ\司\~ " {''l'¥) ; V， p. 187 (中口即入).

(呂) Ibid.， II， p. 70 (ム 1f¥えて'令口印入) ; III， pp. 73-4 (中口中入). 

(告) Ibid.， VI， pp. 278-82. ~ ="iト忠、 KQ 吋、与ノャ K'f\ペ鎌田憶はわユトJ~' 似~' V， pp. 194， 234; VI， p. 319 41¥¥¥匹。稿、入

Q .ç:ミて 1トM1~生P 時JQ".un' ロ，¥.l.J="入， ，快 1f¥1ト "KKQ慌て 11'慰1趨~..>J Q~iB!I(' 幸三喜宇 ~0 ユトJ~f 回~' D昼monomanie，1， 

5， fols. 37v-38; II， 2， fols. 61v-62， 66総経。

ト J';;; 例 ~Q w-\J臨『く Q :7:引jg~ Qm~.，;J~担';;;~$.g;:z刊\ll~時的ふー斗入 T\ ふれれ~ I~V\~、入:Q佼て 1f\..>J 111，). ri -t、， ~~".u 

とそ¥・ト¥策ト ι (令〈思 Q~匡酎) ~~I@:，...)+.:!..>J，...)' 主主択FJrh 乙ミミ~ 1iI- ~K1トミミ主主題~~~ Iiγ >1 ，\'"ト~ Q-¥そtく1ト案3皇制

榔会心;!JS{p.;!宕収益良樹m;制限会+.:!..>J，...)いユ令{l~ミ (Roellenbleck ， III-170， SS. 53-4)' 陸~Q穏..>J.，;J感心~.lQ時。時JQ主主 Q~揺れ+.:!

濡ム)，...)ド~' Kunz (tr.) ， Jean Bodin， Co)]oquium of the Seven......， Princeton， 1975， pp. xlix-lxvi ; Skinner， The 

Foundations of Modem Political Thought， vol. 2， Cambridge， 1978， pp. 246-7 ~ヲ!>J~総監。

(吉) Ibid.， III， pp.91-111. 
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Ibid.， IV， pp. 112-25. 

Ibid.， IV， pp.125-31. 

Ibid.， IV， pp.140-3， 172; V， p.190; VI， p.257. 

Ibid.， IV， pp. 141， 172-3; V， p. 190. 

Ibid.， IV， pp.141-5， 147; V， pp.191-2. 

Ibid.， IV， pp.145-60， 172. 

Ibid.， IV， pp.160-77. 

Ibid.， IV， pp.172-4; VI， p.352. 

Respublica， IV， 7， pp. 485-6. 

Heptaplomeres， V， pp.179-86. 

Ibid.， IV， p. 354. 

Ibid.， V， pp. 190-203. 

itt.r V， p. 214 (令ロトド入)総監。

Ibid.， V， pp.204-38. 

Ibid.， VI， pp. 242-57. 

Ibid.， VI， pp. 314 (令口即入)， 322 (今口即入). 

Ibid.， VI， pp. 257一73.

Ibid.， VI， pp. 248， 270-4， 285. 

Ibid.， VI， pp.274-7. 

Ibid.， VI， pp.277-84. 

Ibid.， VI， pp. 284-9. 

Ibid.， VI， pp. 289-94. 

Ibid.， VI， pp.294-313. 

cf. 11， p. 20 (令ロ印入). 

(邑)

(吉)

(吉)

(宝)

(ヨ)

(宮)

(吉)

(ヨ)

(ヨ)

(宝)

(包)

(ヨ)

(宝)

(冨)

(邑)

(邑)

(芭)

(苔)

(岳)

(宮)

(邑)

(富)

(呂)
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(窪) Ibid.， VI， pp.313-7. 

(冨) Ibid.， VI， pp.317-30. 

(詰) Ibid.， VI， pp. 331-51. 

(窪) Ibid.， VI， pp. 351-8. 

(~) Demonomanie， 1， 2， fols.lOv-11. 

(室) ~>.牛入・~ム ~rj ・ 1ト・?ム!ト{~0\tド緩 (11-......)' Methodus， II， p.118a; IlI， pp.120a， 121a-b; V， pp. 151b， 154b. 

(さき) Republique， IV， 7， p. 654; Respublica， p. 483. D吾monomanie，1， 2， fols. 8-8v. Paradoxon， pp. 22-3， 35; Paradoxe， pp. 21 

-2，33. 

(~) Baxter， Jean Bodin's Daemon and his Conversion to Judaism， in: Denzer， III-197. Rose， Two Problems of Bodin's 

Religious Biography， Biblioth色qued'Humanisme et Renaissance， tom. 38，1976， pp. 459-65. 
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Jean Bodin and His Times (5) 

Takao KIYOSUE* 

Preface 

1. Formative Years : 1531-1559 

II. Looking for an Active Life : 1559-1574 

II1. Looking for an Active Life (continued) : 1574-1583 

IV. Looking for a Contemplative Life : 1583-1596 

lntroduction 

1. The "Respublica" and the Education of Children 

2. The Period of the "League" 

……(up to here， vol. 25， no. 4 ; vol. 26， no. 3; vol. 28， no. 1 ; vol. 

30， no. 4) 

3. The "Theatrum"， the刊 Paradoxon"，and the "Heptaplomeres" 

・・(thispaper) 

4. The Peace and the Death 

This study is an attempt to elucidate the life and the thought of Jean 

Bodin synthetically. In this paper， 1 treat of his last three works， the 

"Theatrurn"， the "Paradoxon"， and the "Heptaplomeresぺinother words his 

natural science， ethics， and metaphysics， that is theology. 

His last three works correspond to the three ascending steps of the 

"hurnan history"， the "natural history"， and the "divine history" which were 

made a plan in his early work， the "Methodus". But their contents， all the 

three steps， undergo a fundamental change to be overwhelmingly religious， 

and religious of the Old Testament-Hebrew-ism. 1 explain fully what is his 

Old Testament-Hebrew-ism， How and Why he changes for it， and Where is 

it located， What meaning it has in the European history of ideas. 
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