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て
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リ
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三
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一

　
最
近
十
年間
に
刊
行
さ
れ
た
「
教
義
学
」
と
題
す
る
書
物
の
う
ち
、
注
目
を
惹
く
一
つ
は
、
一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
G
・
エ
ー
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

リ
ン
ク
の
『
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
教
義
学
』
三
巻
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ひ
と
た
び
そ
の
内
容
を
読
み
進
ん
で
行
く
に
つ
れ
て
、
い

っ

た
いど
こ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
読
め
ぽ
よ
い
の
か
と
、
戸
惑
う
気
分
を
起
こ
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
な
に
も
私
ひ
と
り
に
限
ら
れ
た
こ
と

で
はな
い
だ
ろ
う
。
こ
の
戸
惑
い
は
、
原
理
論
を
詳
細
に
展
開
し
な
い
短
い
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
や
、
参
照
丈
献
を
懇
切
に
付
記
し
な
い
簡

単な
脚
註
の
せ
い
ば
か
り
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
著
老
自
身
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
「
実
質
的
教

義学
」
（
田
o
日
簿
①
昌
巴
Φ
U
o
σ
q
B
9
。
試
犀
）
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
全
体
を
通
読
し
て
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
神
学
の
思
惟

運
動
全
体
を

み
ず
から
追
思
惟
し
な
け
れ
ば
、
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
書

物
の
目
次
を
見
る
と
、
そ
の
教
義
学
全
体
が
三
一
神
論
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

三
一
神
論
の
具
体
的
な
論
述
は
、
最
終
節
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
。
事
態
の
秩
序
（
o
a
o
冨
一
）
か
ら
言
っ
て
最
初
の
も
の
は
、
認
識
の
秩
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二

序
（
o
a
o
8
σ
q
巳
け
ざ
巳
ω
）
か
ら
言
え
ば
最
後
に
現
わ
れ
、
逆
に
ま
た
、
認
識
の
秩
序
か
ら
言
っ
て
最
初
の
も
の
は
、
事
態
の
秩
序
か
ら
言

え
ば
最
後
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
根
元
へ
と
遡
っ
て
、
こ
の
二
つ
の

秩
序
が
相

互
浸透
（
H
昌
O
印
H
F
㊤
H
F
山
Φ
H
）
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
も
、
認
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
互
浸
透
に
お
い
て
こ
そ
、
実
は
こ
れ
ら
の
二

つ
の

秩
序
は区
別
さ
れ
う
る
の
で
、
具
体
的
な
叙
述
に
な
る
と
前
後
の
順
序
（
り
剰
餌
O
び
〇
一
づ
9
口
仙
O
H
）
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
も
、

認
め
て
い
る
。
エ
」
ベ
リ
ソ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、
敢
え
て
認
識
の
秩
序
に
従
っ
て
叙
述
す
る
道
を
選
び
と
る
。
こ

の

選択
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
自
身
の
根
本
的
な
考
え
と
決
断
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の

根
本的
な
考
え
は
、
事
態
そ
の
も
の
の
必
然
性
に
対
応
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
秩
序
の
相
互
浸
透
が
そ
れ
自
体
の
う
ち

に

二
つ
の

秩序
を
区
別
し
、
前
後
の
順
序
へ
の
傾
斜
と
方
向
づ
け
を
指
示
す
る
こ
と
に
、
対
応
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
対
応

は
、
対
象
の
側
か
ら
一
方
的
に
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
体
の
側
の
生
命
関
連
に
お
い
て
も
、
対
象
に
対
応
で
き
る
可
能
性
が
あ

れ
ば
こ
そ
、
具
体
的
に
対
応
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
根
本
的
な
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
が
最
初
に感
じ
た
よ
う
な
戸
惑
い
も
解
消
さ
れ
る
と
、
期
待
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
「

神
学
的
教
義
学
の

課
題と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
つ
い
て
の
体
系
的
処
理
手
続
き
を
と
る
弁
明
で
あ
る
」
。
こ
の
課
題
の
規
定

には
、
す
で
に
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
教
義
学
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
。
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
、
ド
グ
マ
あ
る
い
は
ド
グ
メ
ソ
の
学
と
い
っ
た

よ
う
な
、
教
義
学
の
字
義
に
よ
る
規
定
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
ド
グ
マ
も
ド
グ
メ
ソ
も
、
教
義
学
の
主
要
対
象
た
る
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」



にく
ら
べ
て
、
第
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
教
義
学
の
課
題
の
規
定
は
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
し
、

「

体
系
的

処
理
手
続き
」
、
　
「
弁
明
し
と
い
う
三
つ
の
重
点
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
体
系
的
処
理
手
続
き
し
は
、
別
の
箇
所
に
お

い
て
、
　
「
具
体
的
な
歴
史
的
意
味
内
容
に
関
す
る
真
理
要
求
の
体
系
的
説
明
」
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
「
組
織
神
学
」
と
同
じ
意
味
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

も
つ
と
も
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
世
紀
に
書
か
れ
た
『
組
織
神
学
』
と
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
だ
れ
よ
り
も
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を思
い
だ
す
が
、
事
実
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
教
義
学
の
中
で
も
っ
と
も
多
く
引
用
さ
れ
る
一
つ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
な
お
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
が
教
義
学
と
い
う
表
題
の
方
を
選
ん
だ
の
は
、
　
「
信
仰
の
確
実
性
へ
の
関
係
と
、
教
会
的

　
　
　
　
コ
ン
セ
ン
ナ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な

教
理
の

合
　意
へ
の
関
係
を
連
想
さ
せ
想
起
さ
せ
」
て
、
そ
の
課
題
を
眼
中
か
ら
見
失
わ
せ
な
い
か
ら
、
と
の
理
由
に
よ
る
。
そ
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
で
は
、
K
・
バ
ル
ト
の
『
教
会
教
義
学
』
が
強
調
す
る
教
会
性
、
告
白
的
性
格
を
受
け
容
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
バ
ル
ト
神
学

の内
容
に
対
し
て
、
そ
の
啓
示
原
理
に
あ
ま
り
に
も
意
味
集
中
を
与
え
る
の
で
無
理
が
生
じ
る
と
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
が
批
判
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
も
、
併
せ
て
付
言
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
ま
た
「
信
仰
論
」
（
O
｝
窪
び
窪
ω
H
。
冨
Φ
）
と
い
う
名
称
も
、
「
伝
承
と
現
在
の
責
任
、
教
理
と
生

活実
践
、
教
会
的
合
意
と
個
人
の
確
信
、
確
実
な
信
念
と
批
判
的
な
目
覚
め
」
と
い
っ
た
「
生
け
る
内
的
緊
張
」
、
す
な
わ
ち
「
信
仰
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

本質
に
属
す
る
両
極
性
」
を
示
す
か
ぎ
り
で
は
、
け
っ
し
て
教
義
学
と
競
合
し
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
共
通
性
を
示
す
と
言
え
る
。
実
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
』
（
通
称
『
信
仰
論
』
）
も
ま
た
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
が
も
っ
と
も
多
く
引
用
す
る
一
つ

であ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
が
教
義
学
の
方
を
使
用
す
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
信
仰
と
い
う
概
念
が
や
や
と
も
す
れ
ぽ
主
観

主
義
に偏
っ
た
意
味
に
受
け
と
ら
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
に
は
、
後
に
示
す
よ
う
に
、
教
義
学
が
か
な
ら
ず
し
も
信
仰
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
信
仰
の
「
弁
明
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
教義
学
の
課
題
の
第
二
の
特
色
は
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
を
対
象
と
す
る
点
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
は
「
生
き
ら
れ
る
信
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四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ア
ク
ト
ウ
ム

仰
L
（
価
鴇
σ
q
巴
o
窪
o
O
ド
o
げ
o
）
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
歴
史
的
事
　
実
で
あ
る
と
と
も
に
現
在
の
経
験
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰

と
は
も
っ
ぽ
ら
主
体
性
に
属
し
、
主
観
性
に
関
わ
る
も
の
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
信
仰
は
同
時
に
ま
た
客
体
な
い
し
は
客
観
性
の
側
面

をも
有
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
い
っ
そ
う
根
元
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
主
客
の
同
一
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
　
「
生
き
ら
れ
る
信
仰
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は

根
本
に
お
い
て

「

信じ
ら
れ
る
生
命
」
（
号
ω
α
q
o
α
q
ド
暮
＄
ピ
Φ
げ
。
口
）
と
同
一
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
根
元
の
同
一
と
し
て
の
信
仰
に
お

い
て
こ
そ
、
主
客
二
様
の
信
仰
も
ま
た
分
極
・
分
節
し
、
区
別
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
仰
と
人
間
（
と
り
わ
け
実
存
的
人

間
）
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
そ
こ
に
ま
た
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
が
ブ
ル
ト
マ
ソ
か
ら
非
常
に
多
く
の
も
の
を
学
び
と
っ
て

き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
『
教
義
学
』
に
お
い
て
は
、
信
仰
に
関
し
て
「
実
存
」
（
国
×
団
ω
酔
①
昌
凶
）
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
に
は
き
わ

め
て

慎
重
であ
り
、
む
し
ろ
「
生
命
」
（
山
帥
o
o
H
へ
O
げ
①
】
P
）
な
る
概
念
を
使
用
す
る
ゆ
え
ん
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

　さ
ら
に
ま
た
、
教
義
学
の
課
題
の
第
三
の
特
色
は
「
弁
明
」
（
臼
Φ
男
。
。
げ
。
房
。
冨
ε
に
あ
る
。
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
語
る
「
弁
明
」
と
は
、

・

こ
と
ぽ
を
与
え
る
誌
乙
゜
σ
q
8
畠
皆
巴
を
意
味
し
・
す
ぐ
れ
て
言
語
次
元
に
お
け
る
解
釈
学
的
特
徴
を
示
す
概
念
で
あ
る
・
そ

れ
は
「

キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
と
「
体
系
的
処
理
手
続
き
」
と
を
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
関
連
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に

両
者
を

結合
・
統
一
す
る
意
味
関
連
を
も
解
明
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
根
元
的
な
意
味
関
連
そ
の
も
の
が
み
ず
か
ら
の
外
に
発
源

す
る
こ
と
を
も
解
明
し
て
、
教
義
学
の
限
界
を
も
示
す
こ
と
と
な
る
。

　
そ
れ
ゆえ
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
と
「
体
系
的
処
理
手
続
き
」
と
「
弁
明
」
の
三
者
の
間
の
区
別
と
統
一
の
関
係
を
解
明
す
る
こ

と
が
、
エ
ー
ベ
ソ
ク
を
理
解
す
る
鍵
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
体
系
構
成
上
の
二
つ
の
秩
序
の
相
互
浸
透
と
分
節
・
区
別
と

の関
係
も
、
そ
こ
か
ら
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。



三

　
エー
ベ
リ
ン
ク
は
『
教
義
学
』
の
冒
頭
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
を
問
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
弁
明
を
目
指
す
者
は
、
も
っ
と

も
遠
く
に
ま
で
お
よ
ぶ
外
的
な
地
平
の
広
が
り
と
、
本
質
的
な
も
の
へ
の
も
っ
と
も
厳
密
な
集
約
と
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
へ
と
、
方
向
を

合
わ
せな
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
か
か
る
意
味
了
解
の
対
象
に
関
し
て
も
、
こ
の
意
味
了
解
が
そ
の
前
で
行
な
わ
れ
る
公
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

討
論
の

場
所

（国
o
遷
日
）
に
つ
い
て
も
、
あ
て
は
ま
る
」
と
語
る
。
こ
の
場
合
、
　
「
も
っ
と
も
遠
く
に
ま
で
お
よ
ぶ
外
的
な
地
平
の
広
が

り
」
は
歴
史
関
連
を
指
し
、
　
「
本
質
的
な
も
の
へ
の
も
っ
と
も
厳
密
な
集
約
」
は
生
命
関
連
を
指
す
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の

言葉
は
、
た
ん
な
る
方
法
上
の
注
意
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
教
義
学
が
歴
史
関
連
と
生
命
関
連
の
結
合
を
目
指
す
こ
と
は
、

歴
史
次

元と
生
命
次
元
の
統
一
へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
も
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
も
う
一
つ
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。
同

じ
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
系
統
に
属
し
な
が
ら
、
フ
ッ
ク
ス
、
ボ
ル
ン
カ
ム
、
ケ
ー
ゼ
マ
ソ
等
が
新
約
聖
書
学
か
ら
出
発
し
て
現
在
の
経
験
へ
と

発
言
す
る
の
に
対
し
て
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
歴
史
神
学
、
と
り
わ
け
ル
タ
i
研
究
か
ら
出
発
し
て
組
織
神
学
に
ま
で
到
り
、
さ
ら
に
歴
史

神
学
と
組
織
神
学
の
結
合
・
統
一
を
目
指
す
。
そ
こ
で
は
歴
史
解
釈
と
生
命
解
釈
が
つ
ね
に
両
極
性
を
な
し
て
、
強
力
な
緊
張
関
係
を
形

成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
関
連
が
交
錯
す
る
。
こ
の
緊
張
関
係
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
と
い
う
「
対
象
」
と
、
「
体
系
的
処
理
手
続
き
」

と
い
う
「
公
開
討
論
の
場
所
」
と
の
間
に
、
解
釈
学
的
両
極
性
と
し
て
、
見
い
だ
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
　
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
と

「

体
系
的
処
理
手
続き
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
も
、
見
い
だ
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
教
義
学
の
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
シ
ス
と
の
間
の
緊
張
と
し
て

の

みな
ら
ず
、
ノ
エ
マ
内
部
に
お
け
る
ノ
エ
マ
的
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
マ
的
ノ
エ
シ
ス
の
緊
張
、
ノ
エ
シ
ス
内
部
に
お
け
る
ノ
エ
シ
ス
的
ノ
エ

　
　
解
釈
学
的
教
義
学
の
構
成
に
つ
い
て
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六

マと
ノ
エ
シ
ス
的
ノ
エ
シ
ス
の
緊
張
と
し
て
も
、
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
義
学
の
課
題
の
ノ
エ
マ
と
も
言
う
べ
き
キ
リ
ス
ト

教
的
信仰
は
、
そ
れ
自
体
の
内
に
歴
史
連
関
と
生
命
連
関
の
緊
張
を
は
ら
み
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
全
体
が
「
体
系
的
処
理
手
続
き
」
と
い

う
対
極
と
緊
張
を
つ
く
り
だ
し
、
さ
ら
に
根
元
的
な
解
釈
学
的
統
｝
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
指
示
さ
れ
る
根
元
的
な
解
釈
学
的

統
一
こ
そ
、
ひ
る
が
え
っ
て
は
解
釈
学
的
両
極
性
の
分
節
と
区
別
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
互
浸
透
と
し
て
の
秩
序

でも
あ
り
、
こ
の
相
互
浸
透
に
お
い
て
こ
そ
、
事
態
の
秩
序
と
認
識
の
秩
序
の
分
極
と
区
別
も
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
、
前
後
の
順
序
に
お

ける
傾
斜
と
不
可
逆
的
方
向
づ
け
も
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る
。

　
右
に述
べ
た
よ
う
な
関
係
を
解
明
す
る
と
き
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
三
つ
の
次
元
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
「
歴
史
次
元
」
、
「
生
命
次
元
」
、

　
　
　
　
（
1
3
）

「

言
語
次元
」
の
三
つ
で
あ
る
。
　
「
歴
史
次
元
」
は
「
外
的
な
地
平
の
広
が
ヴ
」
の
理
解
に
関
わ
り
、
　
「
生
命
次
元
」
は
「
本
質
的
な
も

の
」
へ
と
集
約
す
る
了
解
に
関
わ
る
と
す
れ
ば
、
　
「
言
語
次
元
」
は
前
二
老
を
統
一
す
る
解
釈
学
的
次
元
に
あ
た
る
こ
と
が
、
予
想
さ
れ

る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
次
元
の
区
別
は
、
解
釈
学
的
時
間
性
の
区
別
と
傾
斜
を
も
示
唆
す
る
。
　
「
歴
史
次
元
」
は
す
ぐ
れ
て
過

去性
へ
の
傾
斜
を
示
し
、
　
「
生
命
次
元
」
は
す
ぐ
れ
て
現
在
性
へ
の
傾
斜
を
示
す
と
す
れ
ば
、
　
「
言
語
次
元
」
は
過
去
性
と
現
在
性
を
結

合
・
統
一
す
る
根
元
的
時
間
性
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
も
し
も
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
教
義
学
は
、

現
在
の

生
に
お
け
る
歴
史
的
伝
統
へ
の
尊
敬
と
そ
の
解
釈
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
、
現
代
神
学
の
中
で
パ
ン
ネ

ン

ベ

ル
ク
や
モ
ル
ト
マ
ソ
の
よ
う
な
未
来
の
終
末
と
の
関
連
に
重
点
を
置
く
立
場
と
、
著
し
い
対
照
を
示
す
こ
と
も
、
予
想
さ
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
と
て
も
将
来
性
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、
第
三
部
「
世
界
の
完
成
者
な
る
神
へ
の
信
仰
」
に
お
い
て
、
解

釈
学
的
将来
性
と
取
組
む
意
図
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
に
も
と
つ
い
て
予
想
す
れ
ば
、
こ
の
第
三
部
に
お
い

て彼
の
弱
点
が
も
っ
と
も
顕
著
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
だ
が
、
本
論
丈
の
意
図
は
、
主
と
し
て
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
意
図
の
側



面
を
プ
ロ

レ

ゴ
ー
メ
ナ
に
も
と
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
問
題
は
将
来
の
言
及
ま
で
保
留
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
差
し
当
た
っ
て
、
教
義
学
の
構
成
に
お
い
て
、
そ
の
根
元
の
出
発
点
に
生
ず
る
解
釈
学
的
超
越
と
分
節
・

区
別
と
の
関
係
、
信
仰
論
的
超
越
と
学
問
的
分
別
と
の
関
係
が
、
関
心
事
で
あ
る
。

四

　
右
に述
べ
た
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
は
、
教
義
学
の
学
問
論
上
の
位
置
づ
け
、
と
く
に
哲
学
、
宗
教
学
、
歴
史
学
、
倫
理
学
等
と
の
相
違

と
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
考
え
で
は
、
教
義
学
は
「
特
定
の
歴
史
的
人
格
で
あ
る

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
と
、
人
間
の
「
根
本
境
位
」
（
O
旨
け
房
即
口
㊤
笛
o
昌
）
た
る
罪
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
は
か
か
る
関
連
を
全
く

欠
い
て
い
る
。
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
解
放
的
信
仰
と
罪
あ
る
人
間
の
本
質
的
な
不
自
由
、
こ
の
こ
と
は
哲
学
の
中
で
は
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

位
置
をも
占
め
ず
、
ま
さ
に
哲
学
な
ら
ざ
る
も
の
の
総
体
で
あ
り
、
他
方
で
は
神
学
的
教
義
学
の
核
心
で
あ
り
花
形
で
あ
る
」
。
イ
エ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

・

キ
リ
ス
ト
と
、
罪
人
た
る
存
在
は
、
教
義
学
に
と
っ
て
「
二
つ
の
根
本
所
与
」
で
あ
る
。
　
「
教
義
学
は
、
一
面
で
は
、
歴
史
関
連
の
特

定
の
揚
所
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
ま
た
他
面
で
は
、
生
命
関
連
の
特
定
の
局
面
に
、
つ
ま
り
、
人
間
の
特
定
の
場
所
、
神
の
前
に
お
け
る
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

在
と
し
て
の
人
間
の
根
本
境
位
に
、
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
。
こ
の
場
合
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
的
人
格
と
、
人

間
の
罪
人
た
る
存
在
と
を
、
歴
史
関
連
と
生
命
関
連
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
特
定
の
「
場
所
」
（
9
件
）
と
呼
ぶ
の
は
、
と
り
わ
け
実
体
的

形
而
上
学
によ
る
誤
解
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
場
所
」
と
は
「
名
詞
的
」
実
体
を
避
け
て
、
「
関
係
的
存
在
論
」
（
岳
。
H
巴
卑

瓢
o
口
巴
o
O
導
o
ざ
α
q
同
。
）
に
も
と
つ
く
「
前
置
詞
的
」
意
味
連
関
な
い
し
は
意
味
出
来
事
を
指
す
。
こ
の
前
置
詞
的
意
味
連
関
な
い
し
は
意

　
　

解
釈
学
的
教
義学
の
構
成
に
つ
い
て
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ジ
ン
タ
ク
ス

味
出
来
事
は
、
言
語
次
元
の
「
構
文
法
」
全
体
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、
構
文
法
内
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
レ
メ
ソ
ト
を
エ
レ
メ
ソ
ト
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ァ
ク
テ
イ
ソ
シ
ユ

て

位置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
分
法
の
か
た
ち
で
二
つ
の
特
定
の
場
所
が
所
与
と
し
て
事
実
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
そ
の
こ
と
は
、
解
釈
学
的
に
言
え
ば
、
所
与
の
二
つ
の
場
所
を
超
え
た
根
元
場
所
、
歴
史
関
連
の
場
所
と
生
命
関
連
の
場
所
と
を
分
極

・

分
節さ
せ
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
を
場
所
た
ら
し
め
る
根
元
的
場
所
を
、
指
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
三
次
元
に
よ
る
超
越
論
的
叙
述
と
、

二
分
法
に
おけ
る
分
別
的
な
区
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
叙
述
と
が
、
交
錯
す
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
「
具
体
的
な
も
の
を
真
剣
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
普
遍
妥
当
的
な
も
の
を
開
示
す
る
こ

（
1
7
）

と
」
が
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
の
秩
序
を
優
先
さ
せ
、
ど
こ
ま
で
も
特
殊
を
媒
介
し
つ
つ
普
遍
妥
当
性

を

発
見
する
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
点
で
は
、
神
学
は
、
歴
史
関
連
に
お
い
て
も
、
生
命
関
連
に
お
い
て
も
、
言
語
関
連
に
お
い
て
も
、

ど
こ
ま
で
も
哲
学
と
は
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
教
義
学
が
こ
の
所
与
の
特
定
場
所
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
と
の
相
違
は
消

滅
し
、
神
学
は
抽
象
化
・
客
観
化
へ
と
傾
き
、
第
二
次
的
な
抽
象
思
想
へ
変
質
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
啓
示
と
理
性
、
信
仰
と
思

惟
、
告
白
と
認
識
、
と
い
っ
た
問
題
提
起
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
「
と
」
に
よ
っ
て
接
続
さ
れ
る
各
概

念
は
、
最
初
か
ら
相
互
に
「
概
念
上
の
非
連
続
」
を
前
提
し
、
か
か
る
設
問
そ
の
も
の
が
す
で
に
抽
象
化
・
客
観
化
さ
れ
て
い
る
。

　し
か
し
な
が
ら
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
は
神
学
を
哲
学
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
無
関
係
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

むし
ろ
、
神
学
の
側
か
ら
積
極
的
に
哲
学
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
主
張
す
る
よ
う
な
相
関
の

方法
、
す
な
わ
ち
、
哲
学
か
ら
の
問
い
に
対
し
て
神
学
が
答
え
る
と
い
う
弁
証
神
学
の
方
法
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
相
関
の
方
法
に
お

い
て
は
、
神
学
が
哲
学
の
問
い
を
変
え
る
側
面
は
ほ
と
ん
ど
閑
却
さ
れ
、
神
学
的
言
語
運
動
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
と
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は

　
　
　
（
1
8
）

批
判
する
。
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
自
身
は
ど
こ
ま
で
も
神
学
の
側
か
ら
哲
学
へ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
求
め
る
態
度
を
貫
徹
し
、
そ
の
限
り
で
哲
学



と
の
関
係
を
積
極
的
に
深
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
主
張
す
る
「
基
礎
論
神
学
」
（
集
。
司
ロ
民
㊤
日
①
9
巴
§
0
9
0
σ
q
凶
ω
）
の

課
題
であ
る
。
彼
の
「
基
礎
論
神
学
」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
K
・
ラ
ー
ナ
ー
が
同
じ
言
葉
を
や
や
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
使
用
す

る
だ
け
に
、
興
味
あ
る
研
究
課
題
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
直
接
の
主
題
で
は
な
い
の
で
、
論
及
を
差
し
控
え
る
こ
と
に

し
よ
う
。
差
し
当
た
っ
て
こ
こ
で
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
教
義
学
が
、
歴
史
関
連
の
特
定
場
所
と
生
命
関
連
の
特
定
場
所
に
媒
介
さ
れ
る

かぎ
り
の
言
語
運
動
の
解
釈
学
と
し
て
、
普
遍
妥
当
性
を
求
め
る
試
み
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
哲
学
と
の
区
別
と
関
係
を
了
解
し
よ
う

と
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
十
分
で
あ
ろ
う
。

五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
教
義
学と
哲
学
と
の
相
違
と
関
係
に
類
似
し
た
関
係
は
、
教
義
学
と
他
の
諸
学
問
と
の
間
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
教
義
学
と
宗

教学
の
相
違
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
に
よ
れ
ば
、
主
と
し
て
方
法
上
の
違
い
に
由
来
す
る
。
宗
教
学
が
宗
教
的
現
象
一
般
の
普
遍
妥
当
性
を

求
め
る
の
に
対
し
て
、
教
義
学
は
、
歴
史
関
連
の
特
定
揚
所
に
根
ざ
す
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
、
み
ず
か
ら
参
与
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。

そ

れは
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
が
始
め
た
無
限
の
思
惟
過
程
の
中
に
み
ず
か
ら
を
置
き
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
承
を
正
し
く
受
容
し
つ
つ
、

さ
ら
に
伝
承
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
み
ず
か
ら
責
任
を
負
い
な
が
ら
参
加
す
る
。
だ
が
、
教
義
学
は
、
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
特
定
場

所
に
根ざ
し
特
定
場
所
に
立
ち
つ
つ
普
遍
妥
当
性
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
限
り
で
教
義
学
の
側
か
ら
宗
教
学
と
の
積
極
的
な
ア
ナ
ロ

ギ
ー
を
も
求
め
る
の
で
あ
る
。
教
義
学
と
歴
史
学
や
倫
理
学
と
の
間
に
も
、
同
様
な
相
違
と
関
係
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
右
に述
べ
た
よ
う
な
相
違
と
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
教
義
学
は
積
極
神
学
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
だ
が
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
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は
、
教
義
学
が
内
含
す
る
特
定
場
所
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
特
別
な
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
エ
ー
ベ
リ

ン
ク
に
よ
れ
ば
、
教
義
学
は
「
宣
教
」
（
＜
o
蒔
§
毎
σ
q
o
昌
σ
q
）
あ
る
い
は
「
信
仰
言
明
」
（
O
樹
仁
げ
o
ロ
ω
碧
゜
・
沼
σ
q
曾
）
と
同
じ
で
は
な
い
。
教
義

学は
、
宣
教
の
対
象
と
課
題
に
つ
い
て
の
批
判
的
反
省
で
あ
り
、
宣
教
に
潜
在
す
る
問
題
を
明
示
し
、
そ
れ
を
学
問
的
方
法
と
専
門
用
語

をも
っ
て
言
明
す
る
。
確
か
に
教
義
学
は
、
宣
教
や
信
仰
言
明
と
同
様
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
現
象
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史

的
人格
と
連
関
を
も
つ
。
し
か
し
、
教
義
学
は
、
批
判
的
反
省
を
方
法
的
に
遂
行
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
直
接
的
な
宣
教
で
は
な
く
、
直
接

的な
信
仰
言
明
で
も
な
い
と
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
考
え
て
い
る
。

　同
時
に
ま
た
、
教
義
学
は
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
生
命
関
連
の
特
定
揚
所
に
、
す
な
わ
ち
人
間
の
罪
の
現
実
と
救
い
の
経
験
に
、

深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
し
か
し
教
義
学
的
言
明
は
、
罪
と
救
い
を
告
白
す
る
直
接
的
な
信
仰
言
明
と
同
じ
で
は
な
い
。
　
「
根
本
境
位
」
に

お

い
て

生き
つ
つ
直
接
に
告
白
を
言
明
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
信
仰
言
明
、
信
仰
告
白
を
方
法
的
な
批
判
的
反
省
と
し
て
言
明
す
る
。

そ
の
か
ぎ
り
で
教
義
学
は
積
極
主
義
と
異
な
り
、
学
問
的
反
省
で
あ
る
こ
と
を
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
考
え
て
い
る
。

　
以

上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
主
と
し
て
教
義
学
の
課
題
に
つ
い
て
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
整
理

し
つ
つ
検
討
し
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
教
義
学
の
基
礎
構
造
の
輪
廓
を
画
き
だ
す
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ

ク
の
教
義
学
の
源
泉
と
方
法
に
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
も
残
る
基
礎
構
造
の
不
明
晰
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
そ
れ
に

対す
る
筆
者
自
身
の
考
え
を
積
極
的
に
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。



六
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す
で
に
第
三
節
に
お
い
て

示唆
し
た
よ
う
に
、
教
義
学
の
ノ
エ
マ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
で
あ
り
、
こ
の
ノ
エ
マ
内
部
に
お
い
て
ノ
ェ

マ的
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
マ
的
ノ
エ
シ
ス
が
分
極
・
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
教
義
学
の
ノ
エ
マ
を
支
え
て
い
る
論
理
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
表
現
す

れば
、
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
は
、
一
方
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
的
人
格
か
ら
発
し

て
、
そ
の
発
言
者
自
身
も
ま
た
伝
達
す
る
も
の
と
し
て
伝
達
さ
れ
、
さ
ら
に
、
伝
達
さ
れ
た
も
の
と
し
て
伝
達
す
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
達

の

言
語出
来
事
の
運
動
全
体
が
伝
承
（
d
び
Φ
島
臥
臼
昌
σ
q
”
円
H
9
。
陛
叶
ご
⇔
）
で
あ
り
、
教
義
学
の
い
わ
ぽ
ノ
エ
マ
的
ノ
エ
マ
で
あ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
そ
の
つ
ど
の
現
在
に
お
い
て
信
仰
者
は
伝
承
を
伝
達
さ
れ
つ
つ
伝
承
に
参
与
し
、
み
ず
か
ら
の
生
命
関
連
に
お
い
て
自
己
自
身

の

根
本

境
位
を

転
換す
べ
く
言
語
出
来
事
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
て
（
鼠
畠
霞
ω
鴇
8
げ
Φ
口
）
信
じ
、
お
の
が
罪
人
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

期
待す
べ
き
こ
と
を
語
り
か
け
ら
れ
て
（
＜
o
房
只
。
9
窪
）
希
望
を
い
だ
き
、
み
ず
か
ら
の
根
本
境
位
を
転
換
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
、
変
容
し

行
く
自
己
の
全
生
命
を
も
っ
て
応
答
し
て
（
Φ
算
゜
・
鴇
8
げ
魯
）
み
ず
か
ら
愛
の
実
現
と
な
る
。
こ
の
主
体
的
な
受
け
と
め
が
、
い
わ
ば
教
義

学
の
ノ
エ
マ
的
ノ
エ
シ
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
ノ
エ
マ
的
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
マ
的
ノ
エ
シ
ス
と
の
緊
張
に
お
い
て

超
越
的
に
指
示
さ
れ
、
か
つ
み
ず
か
ら
を
証
示
す
る
の
が
、
信
仰
の
「
証
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
伝
承
と
生
命
関
連
と
の
超
越
的
相
互

浸

透
であ
り
、
「
こ
と
ぽ
」
か
ら
テ
キ
ス
ト
へ
、
さ
ら
に
テ
キ
ス
ト
か
ら
「
こ
と
ば
」
へ
と
解
釈
学
的
超
越
を
遂
行
す
る
「
出
来
事
運
動
」

（
O
o
。
。
。
ゲ
①
げ
Φ
昌
ω
げ
o
零
①
σ
Q
§
σ
q
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
源
泉
と
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
が
呼
ぶ
も
の
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
だが
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
な
「
こ
と
ぽ
」
の
出
来
事
運
動
は
教
義
学
の
ノ
エ
マ
的
側
面
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ノ
エ
シ
ス
た
る
「
方
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法
的

処
理
手
続き
L
を
対
極
と
し
て
有
し
、
こ
の
対
極
に
媒
介
さ
れ
て
「
生
き
ら
れ
る
信
仰
」
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
度
は
そ
の
対
極

の

制約
を
、
す
な
わ
ち
教
義
学
の
ノ
エ
シ
ス
面
の
制
約
を
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ

の

言葉
を
も
っ
て
整
理
し
つ
つ
言
表
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
先
ず
問

題と
な
る
の
は
、
第
五
節
に
お
い
て
示
唆
し
た
教
義
学
と
宣
教
あ
る
い
は
信
仰
言
明
と
の
関
係
で
あ
る
。
言
語
現
象
と
し
て
考

察
す
れぽ
、
教
義
学
も
宣
教
も
信
仰
も
言
明
（
諺
房
゜
・
”
σ
q
o
）
と
し
て
具
体
化
す
る
。
第
五
節
で
は
、
歴
史
関
連
と
生
命
関
連
の
特
定
場
所
に

連関
を
も
つ
限
り
で
、
信
仰
言
明
と
教
義
学
的
言
明
の
共
通
性
と
相
違
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
生

命関
連
に
集
中
し
て
、
両
者
の
共
通
性
と
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
第
一
の
共
通
性
は
、
信
仰
言
明
も
教
義
学
的
言
明
も
、
と
も
に
生

命関
連
の
特
定
の
揚
所
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
あ
る
特
定
の
境
位
に
限
定
さ
れ
つ
つ
限
定
す
る
。
そ
こ
で
は
い
か
な
る

中
立
的
態
度
を
と
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
両
者
は
と
も
に
、
信
仰
対
象
の
肯
定
を
要
求
さ
れ
、
こ
の
要
求
に
対
し
て
境
位
の
限
定
を
す

で
に
具
体
的

に遂
行
し
て
い
惹
と
こ
ろ
に
、
言
表
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
は
と
も
に
「
信
仰
告
白
」
と
し
て
の
性
格
を
も

っ

て

いる
。
信
仰
は
人
間
存
在
の
特
定
境
位
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
特
定
境
位
を
限
定
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
し
か
た
で
言
明
さ

れる
。
第
二
に
は
、
両
者
の
根
本
境
位
は
、
「
超
越
の
遭
遇
」
（
日
冨
口
ω
N
Φ
民
①
嵩
≦
己
魯
欲
ず
H
巳
゜
。
）
に
よ
っ
て
「
出
会
わ
れ
捕
え
ら
れ
て
い
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1
9
）

る
こ
と
」
（
ゆ
O
け
H
◎
臣
O
昌
ω
Φ
一
口
）
で
あ
り
、
特
有
の
「
神
へ
の
連
関
」
（
山
㊤
0
9
8
ω
げ
Φ
昌
α
q
）
を
示
す
。
こ
の
「
神
へ
の
連
関
」
は
「
世
界
へ

の

連関
」
を
超
え
て
い
る
。
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
こ
の
「
神
へ
の
連
関
」
に
つ
い
て
ボ
ソ
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
引
用
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
真
只
中

　
　
　
（
2
0
）

で
彼
岸
的
に
」
と
も
語
る
。
そ
れ
は
絶
対
超
越
の
内
在
化
と
し
て
の
超
越
的
内
在
を
意
味
し
な
い
。
つ
ま
り
、
絶
対
超
越
の
神
が
世
界
の

中
へ
と
飛
躍
し
つ
つ
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
出
会
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
出
会
わ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
出
会
い

の

秘義
へ
の
気
づ
き
で
あ
り
、
超
越
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
人
間
生
命
の
発
見
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
内
在
的
超
越
と
も
言
え
る
で
あ



　
（
2
1
）

ろ
う
。
第
三
は
、
信
仰
言
明
も
教
義
学
的
言
明
も
、
と
も
に
信
仰
根
拠
た
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
的
人
格
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
根
拠
づ
け
と
方
向
づ
け
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
教
義
学
の
ノ
エ
マ
と
関
連
し
て
述
べ
た
と
お
り

であ
る
。

　
以

上
の

共
通
性
に
対し
て
、
信
仰
言
明
と
教
義
学
的
言
明
の
相
違
は
ど
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
第
一
は
、
言
語
学
的
構
造
の

違
い
に
あ
る
。
信
仰
言
明
は
、
直
接
に
宗
教
言
語
の
か
た
ち
で
言
表
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
教
義
学
的
言
明
は
「
反
省
の
水
準
」
を

運
動
する
。
そ
れ
は
信
仰
言
明
と
密
接
な
解
釈
学
的
接
触
を
保
ち
つ
つ
も
、
つ
ね
に
間
接
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
両
者
の
言
明
の

種類
（
O
畳
巨
α
q
）
あ
る
い
は
丈
体
（
ω
窪
）
も
異
な
る
。
信
仰
言
明
は
本
来
語
り
か
け
（
諺
旨
巴
。
）
と
し
て
言
表
さ
れ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い

言
語を
使
用
す
る
（
た
と
え
ば
祈
り
、
讃
詠
、
宣
教
、
説
教
、
讃
美
歌
、
等
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
教
義
学
的
言
明
は
教
理
的
丈
体
（
山
霞

ぽ
ゲ
浮
騎
。
｛
8
ω
巳
）
を
と
る
。
そ
こ
で
は
、
語
り
か
け
に
お
け
る
よ
う
に
、
直
接
に
語
り
か
け
る
相
手
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
丈
体
は
、
命

題
形式
の
主
張
、
論
証
、
反
論
と
弁
証
、
訂
己
批
判
的
反
省
、
引
証
、
問
題
提
起
等
の
か
た
ち
を
示
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
両
者
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
ト
　
　
　
ハ
ビ
ト
ウ
ス

は
、
言
語
の
運
動
形
態
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
信
仰
言
明
は
、
言
語
創
造
的
な
積
極
作
用
か
ら
定
式
的
・
慣
習
的
言
表
へ
、
さ
ら
に
こ
の

定
式
的
・
慣
習
的
言
表
か
ら
再
び
解
放
さ
れ
て
自
由
な
言
語
創
造
的
な
積
極
作
用
へ
と
、
運
動
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
教
義
学
的
言
明

は
、
簡
潔
に
集
約
さ
れ
た
告
白
的
言
明
か
ら
多
様
な
解
釈
と
教
理
の
形
成
へ
、
さ
ら
に
、
こ
の
解
釈
と
教
理
の
多
様
性
を
通
し
て
事
態
の

コ

ン
セ
ン
ナ
ス

合
　
意
へ
と
、
運
動
す
る
。
そ
れ
は
、
信
仰
言
明
の
解
釈
的
運
動
に
対
し
て
、
解
釈
学
的
運
動
で
あ
る
。

　第
二
の
相
違
は
、
両
者
の
言
語
機
能
に
あ
る
。
信
仰
言
明
は
、
信
仰
経
験
を
直
接
に
言
表
す
る
の
で
、
教
義
学
的
言
明
に
対
し
て
、
歴

史
的
にも
、
事
態
的
に
も
、
優
位
を
占
め
る
。
信
仰
言
明
は
、
つ
ね
に
信
仰
根
拠
（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
）
と
信
仰
境
位
（
人
間
の
根
本

境位
）
と
の
間
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
義
学
的
言
明
は
、
ど
こ
ま
で
も
信
仰
言
明
を
助
け
る
機
能
を
果
た
す
。
す
な
わ
ち
、
信
仰

　
　

解
釈
学的
教
義
学
の
構
成
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

言明
が
信
仰
根
拠
と
信
仰
境
位
と
の
間
に
あ
る
こ
と
を
助
け
て
緊
張
を
保
た
せ
、
そ
の
基
礎
的
な
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
を
助
け
、
信
仰

言明
の
言
語
運
動
の
交
流
と
進
行
を
助
け
る
。
具
体
的
に
は
、
信
仰
根
拠
と
人
間
の
根
本
境
位
と
の
関
連
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
た
解
釈

学
的関
連
（
内
o
げ
跨
o
自
）
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
信
仰
言
明
で
は
根
本
境
位
と
具
体
的
な
個
々
の
境
位
が
ひ
と
つ
で
あ
る

の

に
鰐し
て
、
教
義
学
的
言
明
は
両
者
の
間
に
距
離
を
措
定
し
、
個
々
の
境
位
を
通
し
て
根
本
境
位
を
解
明
し
、
根
本
境
位
か
ら
個
々
の

具
体
化
の

必
然
性
を

示す
。

　
わ
れ
わ
れな
り
の
仕
方
で
右
に
要
約
し
た
内
容
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
信
仰
分
析
の
精
緻
を
示
す
一
つ
の
典
型
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、

そ
の

分析
の
意
味
関
連
の
内
容
は
、
実
質
的
教
義
学
の
全
体
を
通
読
し
た
上
で
な
い
と
論
及
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
控
え

る
こ
と
に
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
か
か
る
実
質
的
教
義
学
を
貫
く
解
釈
学
の
言
語
の
論
理
で

あ
る
。
こ
の
論
理
の
特
徴
の
一
端
は
、
す
で
に
本
節
に
お
け
る
教
義
学
の
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
シ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面
の
共
通
性
と
相
違
と
の

対
照関
係
に
、
う
か
が
わ
れ
る
。
ノ
エ
マ
的
側
面
に
お
い
て
は
、
伝
承
と
信
・
望
・
愛
の
主
体
性
と
の
両
極
性
が
「
証
し
を
指
示
し
、
こ

の証
は
逆
に
両
極
性
を
確
証
す
る
。
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
に
お
い
て
は
、
信
仰
言
明
と
教
義
学
的
言
明
の
相
違
が
、
そ
の
全
体
を
通
し
て
、

神
連関
の
告
白
的
共
通
性
を
指
示
す
る
。
そ
し
て
こ
の
超
越
的
共
通
性
は
逆
に
両
者
の
言
語
構
造
と
機
能
の
相
違
を
可
能
な
ら
し
め
て
い

る
。
区
別
は
共
通
な
も
の
を
背
景
に
す
る
と
き
に
の
み
可
能
で
あ
る
と
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
こ
と
に
、
改
め
て

注
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
噸
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わ
れ
わ
れは
、
こ
こ
に
、
解
釈
学
の
言
語
の
論
理
を
求
め
て
、
教
義
学
の
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
シ
ス
を
も
う
一
度
相
互
関
係
へ
と
戻
し
て
、

そ
の根
底
に
存
す
る
相
互
浸
透
へ
と
帰
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
は
つ
ね
に
信
仰
言
明
に
優
位
を
保
た
せ
、
教
義

学
的
言明
を
主
と
し
て
信
仰
言
明
を
助
け
る
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
や
教
義
学
葡
言
明
の
独
自
性
を
示
す
必

要
があ
る
。
そ
れ
は
教
義
学
の
正
当
性
（
岳
Φ
い
。
σ
q
団
銘
巨
聾
）
の
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
お
い
て
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
両
極
性
と
統
一
の
方
法
は
い
っ
そ
う
明
瞭
と
な
る
。
そ
の
論
述
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
整
理
し

て

言
えぽ
、
こ
の
場
合
の
両
極
性
と
は
、
信
仰
根
拠
と
の
歴
史
関
連
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ
と
」
（
α
団
O
　
O
げ
H
μ
ω
け
罵
O
ゲ
犀
〇
一
け
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を

確
認す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
同
一
性
」
の
確
認
と
、
人
間
の
根
本
境
位
と
の
生
命
関
連
に
お
い
て
信
仰
が
「
真
理
で
あ
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

（山
一
〇
薯
曽
げ
H
M
日
Φ
一
叶
）
を
自
己
確
認
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
検
証
」
の
、
二
つ
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
こ
の
両
極
性
は
古
典
的
教
義
学
に

お
い
て

は未
分
の
一
つ
の
問
題
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ
と
の
確
認
は
、
同
時
に
真
理
の
証
明
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
近

世
以後
、
と
り
わ
け
歴
史
学
的
研
究
の
出
現
以
後
、
史
的
探
求
と
体
系
的
課
題
と
が
分
極
し
た
の
み
な
ら
ず
、
分
離
す
る
に
ま
で
至
り
、

ア

ポ
リ
ア
を
生
じ
た
。

　こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
に
と
っ
て
、
方
法
上
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
が
航
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、

そ

れ
は神
学
的
解
釈
学
の
道
だ
か
ら
で
あ
る
。
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
i
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
命
解
釈
学
か
ら
ブ
ル
ト

マ
ソ

の

実存
論
解
釈
学
へ
の
道
を
引
継
い
で
、
さ
ら
に
徹
底
し
て
こ
れ
を
言
語
解
釈
学
に
ま
で
仕
上
げ
る
。
こ
の
言
語
解
釈
学
は
、
一
方

　
　

解
釈
学的
教
義
学
の
構
成
に
つ
い
て
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では
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
根
拠
へ
と
遡
り
、
史
的
研
究
を
歴
史
解
釈
学
へ
と
深
め
、
信
仰
根
拠
に
つ
い
て
の
理
解
（
＜
O
H
ω
↓
①
げ
①
】
P
）
を

さ
ら
に
人
間
の
根
本
境
位
に
媒
介
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ
と
」
の
「
同
一
性
」
を
確
認
す
る
了
解
（
国
ぎ
く
㊤
ω
8
ゲ
Φ
口
）
に
ま
で

仕
上
げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
性
を
確
認
す
る
基
準
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
発
す
る
証
し
の
生
け
る
言
語
運
動
に
よ
っ
て
理
解
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

能
で
あ
る
こ
と
、
　
「
こ
と
ば
の
生
起
」
（
仙
錺
妻
o
昌
σ
q
o
m
。
ゲ
Φ
ゲ
魯
）
に
「
適
合
し
て
い
る
こ
と
」
（
ω
。
年
固
沖
σ
q
①
巳
餌
密
σ
q
犀
臥
け
）
で
あ
る
。

　さ
ら
に
、
言
語
解
釈
学
は
、
信
仰
が
生
命
関
連
に
お
い
て
人
間
の
根
本
境
位
に
合
致
す
る
か
否
か
を
問
い
、
真
理
の
自
己
化
を
開
く
よ

う
に
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
根
本
境
位
そ
の
も
の
が
、
根
元
の
言
語
運
動
に
よ
っ
て
真
の
言
明
と
虚
偽
の
言
明
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

「

弁
別
を

論じ
う
る
可
能
性
」
（
岳
O
U
圃
舞
暮
一
臼
げ
賃
溶
津
）
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
9
こ
の
可
能
性
が
「
検
証
」
の
基
準
で
あ

る
。
た
だ
し
、
教
義
学
に
お
け
る
検
証
は
、
科
学
的
仮
説
の
検
証
で
は
な
く
、
教
義
学
者
が
み
ず
か
ら
の
「
良
心
」
に
お
い
て
み
ず
か
ら

の

学問
と
生
命
現
実
に
対
し
て
責
任
を
貫
徹
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
「
弁
別
を
論
じ
う
る
こ
と
の
可
能
性
」
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ
と
」
と

「

真
理
であ
る
こ
と
」
、
教
義
学
的
言
明
の
「
同
一
性
」
と
「
検
証
」
の
両
極
性
は
、
つ
ね
に
い
っ
そ
う
根
元
の
統
一
を
指
示
し
証
示
す

る
。
そ
こ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
は
む
し
ろ
生
命
統
一
を
表
現
す
る
。
こ
の
生
命
統
一
に
お
い
て
創
造
信
仰
、
和
解
信
仰
、
罪
信
仰
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
即
）

完
成
信仰
は
同
じ
本
質
的
事
態
の
異
な
る
局
面
に
す
ぎ
な
い
」
と
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
語
る
。
こ
の
「
生
命
統
一
」
は
「
生
け
る
同
時
」
と

も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
の
「
相
互
浸
透
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
以

上
に
お
い
て
、
両
極
性
と
根
元
的
統
一
と
の
超
越
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
進
ん
で
、
さ
ら
に
こ
の
根
元
的
統

一
そ
のも
の
の
論
理
性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
立
入
る
に
先
立
っ
て
、
予
備
操
作
と
し
て
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の

目
指
す
教
義
学
の
「
モ
デ
ル
」
論
を
見
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
モ
デ
ル
は
現
実
全
体
の
統
一
性
を
理
解
す
る
の
を
助
げ
る
可
能
的
本
質



を

意
味す
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
認
）

　
エー
ベ
リ
ン
ク
は
教
義
学
の
モ
デ
ル
と
し
て
三
つ
の
類
型
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
救
済
史
類
型
で
あ
り
、
創
造
、
堕
罪
、
キ
リ
ス
ト

の出
来
事
、
教
会
の
存
在
、
終
宋
論
へ
と
向
か
う
聖
書
の
言
語
運
動
に
従
っ
て
叙
述
を
行
な
う
。
第
二
は
、
ロ
ゴ
ス
を
体
系
構
成
の
指
導

理
念と
す
る
ロ
ゴ
ス
論
類
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
と
の
接
触
以
来
生
じ
た
緊
張
、
た
と
え
ば
、
敬
慶
と
教
養
、
信
仰
と
理

性
、
神
と
世
界
、
永
遠
の
真
理
と
歴
史
的
啓
示
、
さ
ら
に
は
、
°
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
け
る
創
造
と
順
罪
、
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
、
．

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
、
と
い
っ
た
緊
張
と
対
決
す
る
叙
述
を
行
な
う
。
そ
の
核
心
を
な
す
の
は
、
ロ
ゴ
ス
た
る
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
お
い
て
究
極
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
神
的
真
理
、
そ
の
満
ち
あ
ふ
れ
る
恩
恵
へ
の
信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
を
結
晶
化
し

たも
の
が
、
三
一
神
論
と
キ
リ
ス
ト
両
性
論
の
教
義
で
あ
る
。
第
三
は
、
人
間
学
的
局
面
に
関
し
て
、
第
一
の
救
済
史
類
型
に
修
正
を
加

え
る
叙
述
類
型
で
あ
り
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
自
身
が
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

　第
一
の
救
済
史
類
型
が
聖
書
自
体
の
示
す
と
こ
ろ
の
歴
史
関
連
を
重
視
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
ぬ

であ
ろ
う
。
第
二
の
ロ
ゴ
ス
論
類
型
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
の
接
触
以
来
生
じ
た
新
し
い
生
命
関
連
の
中
で
、
新
し
い
解
釈
と
し
て
得

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ロ
ゴ
ス
概
念
を
根
拠
づ
け
る
ギ
リ
シ
ア
の
実
体
形
而
上
学
は
、
そ
の
提
起
し
た
新
し
い
解
釈
と
解
決
以
上

に
、
い
っ
そ
う
困
難
な
ア
ポ
リ
ア
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
実
体
形
而
上
学
を
新
し
い
関
係
存
在
論
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
に
貢

献し
た
の
は
、
近
代
の
人
間
学
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
人
間
学
の
も
た
ら
し
た
新
し
い
生
命
関
連
に
媒
介
し
て
、
第
一
の
救
済
史
類
型
を

　
　
解
釈
学
的
教
義
学
の
構
成
に
つ
い
て
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再
解
釈
する
こ
と
が
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
救
済
史
類
型
に
特
有
の
事
態
の
秩
序
で
あ
る
前
後
の
順

序を
、
新
し
い
人
間
学
の
認
識
の
秩
序
へ
と
媒
介
す
る
こ
と
が
、
そ
の
具
体
的
な
試
み
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
秩
序
の
両
極
性
が

指
示し
証
示
す
る
「
生
命
の
統
一
」
、
「
生
け
る
同
時
」
を
、
根
元
的
な
言
語
運
動
の
解
釈
学
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
は
教
義
学
の
具
体
的
構
成
に
あ
た
っ
て
、
無
造
作
に
『
使
徒
信
条
』
（
O
H
巴
o
）
を
手
引
き
に
、
教
義
学
を

三
つ
の

主
要
部
に
区
分す
る
。
そ
の
三
つ
と
は
、
e
世
界
の
創
造
者
な
る
神
へ
の
信
仰
、
口
世
界
の
和
解
者
な
る
神
へ
の
信
仰
、
国
世
界

の完
成
者
な
る
神
へ
の
信
仰
、
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
、
　
『
使
徒
信
条
』
そ
の
も
の
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
教
義
学
の
論
述
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
教
義
学
の
対
象
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
意
味
関
連
を
、
こ
の
信
条
が
古
典
的
な
か
た
ち
で
言
明
す

る
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
操
作
は
き
わ
め
て
無
造
作
、
倒
突
に
見
え
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
エ
ー
ベ
リ

ソ
ク
は
率
直
に
伝
統
へ
の
尊
敬
を
明
言
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
無
造
作
な
導
入
に
よ
っ
て
、
三
一
神
信
仰
の
形
態
も
併
せ
て

導
入さ
れ
る
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
倒
突
感
を
与
え
る
。
そ
の
上
、
右
に
あ
げ
た
三
つ
の
主
要
部
の
標
題
を
も
う
一
度
見
直
す
と
き
、
こ
の

標
題
には
、
現
代
人
の
生
命
関
連
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
ら
の
点
が
、
総

じ
て
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
教
義
学
に
伝
統
主
義
的
な
外
観
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
目
指
す
教
義
学
の
第
三
類
型
は
、
こ
の

点
に
関
し
て
人
間
学
的
局
面
に
よ
る
修
正
を
約
束
す
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
約
束
を
満
た
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
教
義
学

の

両
極
性と
根
元
的
統
一
と
の
超
越
関
係
に
、
特
殊
な
性
格
づ
け
を
与
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
再
び
根
元
的
統
一
性
の

問
題
へ
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。



九

　
エー
ベ
リ
ソ
ク
の
教
義
学
の
全
体
枠
は
、
す
で
に
表
題
の
示
す
よ
う
に
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
と
い
う
共
通
課
題
に
よ
っ
て
統
合

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
つ
の
主
要
部
の
各
標
題
は
、
こ
の
信
仰
の
対
象
が
神
の
世
界
へ
の
関
連
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
各
主
要
部
の
内
部
の
区
分
を
見
る
と
き
、
そ
こ
で
は
信
仰
、
神
、
世
界
、
人
間
と
い
う
四
つ
の
相
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
順

序
と
異
な
っ
た
限
定
の
下
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
の
創
造
神
信
仰
論
に
お
い
て
は
、
信
仰
、
神
、
世
界
、
人
間
、
第
二
部
の
和
解

神
信
仰
論
に
お
い
て
は
、
神
、
人
間
、
世
界
、
信
仰
、
第
三
部
の
世
界
完
成
の
神
信
仰
論
に
お
い
て
は
、
人
間
、
信
仰
、
世
界
、
神
の
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ン
タ
ク
ス

序
で
、
各
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
四
つ
の
相
は
、
第
四
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
　
「
教
義
学
的
言
明
の
構
文
法
の
エ

レ

メ
ン
ト
」
で
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
構
丈
法
と
し
て
の
相
互
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
反
省
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
構
丈
法
は
、

ひと
つ
の
全
体
関
連
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
内
に
エ
レ
メ
ソ
ト
を
、
す
な
わ
ち
従
属
連
関
を
有
す
る
全
体
で
あ

り
、
い
わ
ば
関
連
の
関
連
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
元
（
U
帥
日
o
口
゜
・
凶
o
昌
）
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
次
元
が

数
学的
概
念
を
モ
デ
ル
と
す
る
の
に
対
し
て
、
構
丈
法
は
言
語
学
的
概
念
を
モ
デ
ル
と
す
る
の
で
、
言
語
解
釈
学
の
関
係
存
在
論
を
標
榜

す
る
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
に
と
っ
て
は
、
構
丈
法
の
表
現
の
方
が
彼
の
真
意
を
い
っ
そ
う
正
確
に
表
わ
す
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
主
要
部
標
題
の
信
仰
、
神
、
世
界
の
三
分
法
が
、
具
体
的
に
は
信
仰
、
神
、
世
界
、
人
間
の
四
分
法
に
な
り
、
人
間
が
一
つ
の

エ
レ

メ
ソ
ト
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
』
と
の
比
較
は
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
特
色
に
気
づ
か
せ
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二
〇

てく
れ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
神
、
世
界
、
人
間
の
三
つ
を
、
各
主
要
部
の
エ
レ
メ
ソ
ト
と
す
る
の
に
対
し
て
、
エ
ー
ベ
リ

ソ
ク
で
は
信
仰
が
付
加
さ
れ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヅ
ハ
ー
で
は
、
敬
慶
な
自
己
意
識
と
し
て
の
信
仰
が
人
間
の
局
面
を
示
し
、
両
者
が

ほと
ん
ど
同
一
の
も
の
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
は
信
仰
と
人
間
を
一
つ
と
は
見
な
さ
な
い
。
信
仰
は
、
神
と
世
界
と

人間
の
各
連
関
を
結
合
・
統
一
す
る
関
連
で
あ
り
、
後
三
者
に
共
通
な
も
の
に
目
を
向
け
さ
せ
る
の
で
、
独
自
の
テ
ー
マ
と
な
る
と
い
う

の
が
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
理
由
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
信
仰
は
他
の
三
者
と
並
存
す
る
第
四
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

他
の
エ
レ
メ
ソ
ト
を
結
合
・
統
一
す
る
と
い
う
超
越
的
関
連
を
も
指
示
す
る
エ
レ
メ
ソ
ト
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
実
際
、
三
つ
の
主
要
部

の

標
題
は
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

　し
か
し
な
が
ら
、
信
仰
と
人
間
を
一
つ
に
し
な
い
と
す
れ
ば
、
信
仰
は
い
か
な
る
積
極
的
意
昧
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
の
超
越

的
連関
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
神
へ
の
連
関
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
信
仰
の
具
体
化
は
人
間
と
世
界
へ
の
連
関
に
お
い
て

遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
世
界
と
は
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
で
は
ほ
と
ん
ど
歴
史
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
。
確
か
に
エ
ー
ベ
リ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ク
は
創
造
神
信
仰
論
の
中
で
世
界
を
自
然
と
歴
史
の
二
つ
に
区
別
す
る
が
、
教
義
学
全
体
を
見
る
と
き
、
自
然
概
念
は
後
退
す
る
傾
向
を

示し
、
と
り
わ
け
現
代
人
が
期
待
す
る
よ
う
な
自
然
概
念
の
取
扱
い
は
、
い
わ
ば
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
自
然
神
学
と
も
言
う
べ
き
「
基
礎
論

　
（
3
0
）

神学
」
の
課
題
と
し
て
保
留
さ
れ
る
の
が
、
実
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
神
学
的
関
心
の
中
で
は
、
世
界
は
歴
史
と

ほと
ん
ど
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
る
と
見
て
も
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
仰
の
具
体
化
が
人
間
と
世
界
へ
の
連
関
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
と

いう
こ
と
は
、
人
間
と
歴
史
へ
の
連
関
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
神
学
的
関
心
の
傾
向
か

ら
、
既
述
の
よ
う
な
歴
史
次
元
、
生
命
次
元
、
言
語
次
元
の
三
分
法
も
行
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
次
元
と
生
命
次
元
の
両
極
性
が

言
語次
元
を
超
越
的
に
指
示
し
、
言
語
次
元
の
超
越
的
統
一
に
お
い
て
歴
史
次
元
と
生
命
次
元
は
分
極
・
具
体
化
し
、
こ
の
両
極
性
を
通



し
て
言
語
次
元
が
証
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
信
仰
が
具
体
化
す
る
と
き
に
は
、
つ

ね
に
歴
史関
連
と
生
命
関
連
の
両
極
性
に
よ
っ
て
信
仰
が
超
越
的
に
指
示
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
信
仰
み
ず
か
ら
の
超
越
連
関
に
よ
っ
て
両

極
性
を

通し
て
証
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
信
仰
は
人
間
と
一
つ
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
理
由
も
あ
る
。
も
し
も
一
つ
で
あ
れ
ば
、

シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
よ
う
に
信
仰
は
信
仰
主
体
の
根
本
境
位
と
同
じ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
信
仰
の
規
定
に
、

ブ

ル
ト
マ
ン
の
実
存
論
神
学
を
越
え
よ
う
と
す
る
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
特
色
も
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
最
後
に
も
う
一
度
「
キ

リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
の
主
題
と
再
び
取
組
む
こ
と
に
し
て
、
そ
の
積
極
的
意
味
を
求
め
よ
う
。

一
〇

　
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
信
仰
は
、
歴
史
次
元
と
生
命
次
元
か
ら
言
え
ば
所
与
で
あ
る
が
、
言
語
次
元
か
ら
言
え
ば
、
根
元
的
な
「
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

来
事
運
動
」
で
あ
る
。
こ
の
根
元
的
な
出
来
事
運
動
が
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
根
本
的
関
心
事
で
あ
る
こ
と
は
、
　
『
言
と
信
仰
』
を
は
じ
め
、

彼
の
あ
ら
ゆ
る
著
作
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
義
学
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
と
意
味
関
連
は
、
す
べ
て
こ
の
根
元
的
な
言
語
運
動
の

必然
性
に
も
と
つ
く
。
教
義
学
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
と
い
う
特
定
場
所
と
結
び
つ
い
た
所
与
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、
こ
の

根
元
的
な
言
語
運
動
の
必
然
性
に
も
と
つ
く
。
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
が
そ
の
言
語
必
然
性
と
し
て
指
摘
す
る
の
は
、
第
一
に
、
歴
史
関
連
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

し
て
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
信
仰
が
「
前
置
詞
的
な
結
合
と
し
て
の
…
…
へ
の
信
仰
し
（
島
o
領
ぜ
o
ω
凶
け
ざ
口
巴
。
＜
㊤
げ
一
ロ
価
琶
α
q
と
α
q
冨
暮
窪

⇔
ロ
．
．
o
山
㊤
と
σ
q
一
窪
げ
Φ
巳
u
．
．
）
と
い
う
未
曽
有
の
形
で
成
立
し
た
こ
と
、
ま
た
最
終
的
に
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」
（
α
q
げ
暮
。
口
昏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

臼
o
ω
岳
O
腎
凶
。
。
窪
。
・
）
、
「
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
し
（
山
o
同
○
♂
q
げ
Φ
臼
①
ω
仁
O
ゲ
ユ
ω
e
、
あ
る
い
は
そ
の
省
略
形
と
し
て
端
的
な
「
信
仰
」
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二
二

（仙Φ
目
∩
嵩
㊤
d
P
び
O
）
の
形
で
確
定
さ
れ
、
こ
の
用
語
法
が
教
会
史
全
体
を
通
し
て
中
心
を
な
す
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
の
言

語
必
然
性は
、
第
二
に
、
意
味
関
連
か
ら
も
示
さ
れ
る
。
信
仰
は
信
仰
根
拠
た
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
も
と
つ
く
と
と
も
に
、
こ
の
信

仰
根
拠
は
ま
た
実
存
根
拠
で
あ
る
。
人
は
み
ず
か
ら
信
じ
て
、
そ
れ
を
口
に
言
い
あ
ら
わ
す
。
信
仰
は
告
白
的
で
あ
る
。
こ
の
告
白
は
、

個
人
の
信
仰
告
白
（
霞
o
げ
o
）
と
教
会
の
信
仰
告
白
（
9
①
象
B
房
）
の
相
互
媒
介
に
よ
り
、
伝
承
行
為
と
し
て
言
表
さ
れ
る
。
ま
た
、
告
白
と

し
て
の
信
仰
は
恩
恵
の
「
受
領
」
で
あ
り
、
　
「
こ
と
ば
」
か
ら
発
源
す
る
「
証
し
」
の
根
元
運
動
に
お
い
て
可
能
と
さ
れ
る
。
言
語
は
、

根
元
に
お
い
て

思
想
を

表
現
する
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
言
語
が
思
想
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
人
格
的

な
神
の
言
と
し
て
、
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
に
つ
い
て
の
証
を
呼
び
起
こ
す
。
そ
こ
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
主
体
的
信
仰
は
「
こ
と

ば
」
に
対
す
る
「
答
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
信
仰
は
つ
ね
に
救
済
論
的
意
味
関
連
を
あ
ら
わ
す
。
信
仰
は
人
間
の
根
本
境

位
を

転
換さ
せ
、
変
容
さ
せ
る
。
人
間
は
「
良
心
」
に
お
い
て
死
か
ら
生
命
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
、
傾
斜
を
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
信
仰

は完
成
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
終
局
目
標
へ
向
け
て
確
か
さ
を
も
っ
て
途
中
に
あ
る
こ
と
（
q
三
〇
H
≦
o
σ
q
ω
゜
。
o
団
P
H
9
曾
・
o
ω
器
）
の
運

動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
が
、
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
教
義
学
の
中
心
思
想
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
本

（3
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

質
』
　
（
一
九
五
九
年
）
で
は
な
お
も
実
存
論
解
釈
学
の
影
響
を
顕
著
に
示
し
て
い
た
の
に
ひ
き
か
え
、
　
『
教
義
学
』
に
お
い
て
は
言
語
解

釈
学
が
そ
の

整
合
性
を

与え
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
の
よ
う
な
言
語
解
釈
学
の
立
場
は
、
信
仰
を
そ
れ
自
体
の
言
語
必
然
性
に
も
と
つ
く
根
元
的
な
言
語
運
動
と
解
す
る
か

ぎ
り
、
確
か
に
一
つ
の
強
み
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
i
・
デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
の
解
釈
学
の
ア
ポ
リ
ア
、
す
な

わち
歴
史
次
元
と
生
命
次
元
の
結
合
・
統
一
の
問
題
に
、
一
つ
の
解
決
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
こ
と
ば
」
へ
の
聴
従
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
解
明
に
資
す
る
と
と
も
に
、
現
代
に
お
け
る
生
命
現
象
の
最
高
め
秘
義
た
る
人
間
言
語
、
　
「
こ
と
ば
を
持
つ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

生き
も
の
L
と
し
て
の
人
間
存
在
に
も
光
を
投
げ
か
け
、
両
者
を
媒
介
統
一
す
る
「
こ
と
ぽ
を
与
え
る
」
（
一
〇
α
q
o
口
9
傷
o
ロ
臥
す
な
わ
ち
弁

明
）
こ
と
を
意
図
す
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
語
る
根
元
的
信
仰
は
、
つ
ね
に
歴
史
関
連
と
生
命
関
連
の
両
極
性
に
よ
っ
て

超
越的
に
指
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
根
元
的
信
仰
み
ず
か
ら
が
み
ず
か
ら
の
内
に
二
つ
の
関
連
を
分
極
・
緊
張
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

み
ず
から
を
証
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
根
元
的
信
仰
は
、
と
く
に
実
存
論
解
釈
学
に
対
し
て
、
主
体
的
信
仰
の
実
存
的
歴
史
性
を

限
定
す
る
い
っ
そ
う
高
次
の
歴
史
性
、
す
な
わ
ち
、
神
か
ら
贈
与
さ
れ
る
神
的
命
運
（
山
器
O
①
ω
。
窪
。
δ
と
し
て
了
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
確
か
に
、
超
越
的
内
在
で
は
な
く
、
内
在
的
超
越
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
超
越
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
各
時
代
に

お
い
て
、
人
間
の
根
本
境
位
に
対
抗
し
つ
つ
「
相
対
し
て
語
り
か
け
る
こ
と
」
（
≦
達
。
H
ω
鷺
Φ
魯
o
口
）
、
人
間
の
根
本
境
位
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ず
「
期
待
を
語
り
か
け
る
こ
と
」
（
＜
㊤
゜
。
只
8
ゴ
o
口
）
、
人
間
の
根
本
境
位
を
転
換
し
つ
つ
「
対
応
の
遂
行
を
語
り
か
け
る
こ
と
」
（
国
ロ
壁

巳
。

娼
H
o
o
げ
o
昌
）
の
三
つ
を
、
超
越
か
つ
前
進
の
基
礎
に
お
い
て
生
起
さ
せ
る
。

　し
か
し
な
が
ら
、
信
仰
が
こ
の
よ
う
に
根
元
的
な
言
語
運
動
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
信
仰
は
、
　
い
み
じ
く
も
エ
ー
ベ
リ
ソ
ク
自

身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
な
お
も
途
中
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
右
に
あ
げ
た
言
語
の
三
様
の
語
り
か
け
が
指
示
し
証
示
す
る

内
在
的
超
越
も
、
信
仰
そ
の
も
の
が
け
っ
し
て
自
己
充
足
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
究
極
的
な
信
仰
の
源
泉
が
「
わ
れ
わ
れ
の
外
」

（O図
霞
餌
ロ
O
o
o
）
に
あ
る
こ
と
、
人
間
と
世
界
の
秘
義
が
未
発
見
の
も
の
と
し
て
深
く
神
的
秘
義
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
、
指
示
し
証
示
し

て

い
る
。
完
成
へ
の
途
次
に
お
い
て
は
、
神
は
語
り
、
か
つ
沈
黙
す
る
。
神
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
信
仰
は
了
解
す
る
。
神
が
沈
黙
す
る

と
こ
ろ
で
は
、
信
仰
は
何
も
把
握
で
き
な
い
。
神
が
語
り
か
つ
沈
黙
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
把
握
不
可
能
な
神
的
秘
義
を
秘
義
と
し
て
了
解

し
告
白
す
る
。
そ
こ
に
解
釈
学
に
お
け
る
信
仰
言
明
と
教
義
学
的
言
明
の
究
極
的
な
限
界
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
と
っ
て
は
、

内
在
的
超
越
は
究
極
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
仮
り
に
内
在
的
超
越
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
ま
だ
真
の
内
在

　
　

解
釈
学的
教
義
学
の
構
成
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



二
四

的
超
越
にま
で
到
達
し
て
い
な
い
と
言
っ
た
方
が
、
正
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
言
語
解
釈
学
の
神
学
の
み
な
ら
ず
、
解
釈
学
神
学
一
般
の
限
界
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
解
釈
学
に
よ
れ
ば
、
神
が
語
る
と
こ
ろ
、

信仰
は
了
解
し
言
明
す
る
。
信
仰
は
歴
史
関
連
と
生
命
関
連
の
両
極
性
を
通
し
て
「
証
」
す
る
。
し
か
し
、
神
の
将
来
は
未
実
現
で
あ
り
、

信仰
の
歴
史
関
連
は
開
い
た
ま
ま
で
あ
り
、
信
仰
の
生
命
関
連
は
未
経
験
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
は
、
神
の
将
来
性
が
ま
っ
た
く

言明
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
伝
統
に
媒
介
さ
れ
た
現
在
の
根
本
境
位
は
、
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
将
来
の
予
料
（
跨
口
亭

臥智
叶
一
〇
口
）
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
現
代
の
神
的
命
運
は
す
で
に
将
来
の
神
的
命
運
と
関
連
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
予
料
も
ま
た
可

能
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
神
は
ま
だ
語
ら
ず
、
沈
黙
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
神
の
将
来
性
に
関
し
て
神
の
沈
黙
の
中
に
語
ら
れ
ざ
る

「
こ
と
ば
」
を
聴
き
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
課
題
は
、
神
の
語
る
と
こ
ろ
に
信
仰
は
了
解
す
．
る
と
い
う
解
釈
学
の
原
則

に拠
っ
て
は
、
処
理
不
可
能
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
解
釈
学
が
既
発
の
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る

信仰
の
領
域
、
と
り
わ
け
現
在
と
過
去
の
分
極
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
地
平
に
、
関
心
を
向
け
が
ち
で
あ
り
、
現
在
の
生
命
関
連
に
お
け

る
伝
統
の
真
の
解
釈
に
重
点
が
傾
く
ゆ
え
ん
も
、
再
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
信
仰
の
本
質
を
今
一
度
か
え
り

み
る
な
ら
ば
、
神
の
沈
黙
の
中
に
語
ら
れ
ざ
る
「
こ
と
ば
」
を
聴
き
と
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
も
っ
と
も
深
い
信
仰
の
次
元
が
あ
り
、
こ
の

世
の
知
恵
よ
り
も
神
の
愚
か
に
聴
従
す
る
信
仰
の
深
み
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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