
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
係
を
明ら
か
し
な
い
限
り
、
適
切
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
は
至
れ
な
い

　
　ア
ント
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
．
」
と
は
認
め
る
と
、
」
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
メ

　
　
　
　
　
　
古
代キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
　
　
　
　
　
ソ
シ
ソ
グ
（
○
°
ζ
。
昌
ω
。
ぼ
昌
α
q
）
は
、
ア
ス
ヶ
ー
シ
ス
を
「
よ
り
積
極
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ア

ス

ケ
ー
シ
ス
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
宗
教
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
否
定
的
態
度
」
の
．
」
と
で
あ
る
と
定
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
に
は
、
本
質
的
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　竹
　
　
田
　
文
　
彦
〃
　
　
　
反
す
る
二
つ
の
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　教
が
目
指
し
て
い
る
究
極
目
標
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
集
中
的
に
追
求

序
論

問
題
と
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
と
い
う
積
極
的
側
面
と
・
逆
に
・
そ
の
目
標
追
求
の
た
め
猛
2

　キリ
ス
ト
教
と
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
（
9
q
議
唱
ミ
凱
）
の
関
係
を
い
か
に
と
ら
、
兄
　
　
　
切
の
こ
と
が
ら
を
放
棄
し
、
捨
て
る
と
い
う
否
定
的
側
面
で
あ
る
。
わ
が

る
か
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
　
　
　
国
に
お
い
て
は
・
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
し
ば
し
ば
「
禁
欲
」
と
訳
さ
れ
て

て

いる
。
一
方
で
、
あ
る
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
本
質
的
に
禁
欲
的
な
　
　
　
き
た
せ
い
か
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
者
の
否
定
的
側
面
の
み
が
強
調
さ

宗教
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
あ
る
べ
き
だ
と
考
、
兄
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら
　
　
　
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
人
は
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
と
聞
け
ば
、
苦
行
僧
の

に進
ん
で
シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
ァ
ー
（
鋭
ω
。
ゲ
ε
。
ロ
冨
器
H
）
の
よ
う
に
、
　
　
　
　
断
食
や
、
自
ら
の
肉
体
に
苦
痛
を
与
え
る
修
行
な
ど
を
思
い
浮
べ
る
か
、

キ
リ
ス
，
騰
全
価
値
と
全
意
義
が
、
．
」
の
禁
欲
的
籍
に
あ
る
と
す
る
　
あ
る
い
は
す
べ
て
の
欲
望
を
押
さ
え
て
馨
的
に
は
何
も
し
な
い
と
い
・

込
縫
い
る
。
他
方
、
ア
ス
ケ
，
シ
ス
葎
う
、
現
世
否
定
的
、
厭
世
的
　
た
消
極
的
態
度
を
連
想
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
語

傾向
か
ら
し
て
、
神
が
創
造
さ
れ
た
こ
の
世
を
善
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
　
　
　
の
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
が
本
来
意
味
す
る
の
は
、
　
「
体
を
動
か
し
て
す
る
訓
練

と
・
て
、
ア
ス
ケ
↓
ス
は
、
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
人
　
や
ト
レ
ー
ニ
ン
．
拶
の
こ
と
で
あ
り
・
例
え
ば
・
マ
ラ
ソ
ソ
の
選
手
が
・

も
い
る
。
例
、
譲
、
ハ
ル
ナ
ッ
頚
堕
類
餌
．
ロ
ロ
。
犀
）
は
、
．
禁
欲
主
譲
、
　
支
に
勝
つ
た
め
に
、
他
の
す
べ
て
の
・
と
を
忘
れ
て
ひ
た
す
ら
ゴ
ル

福
音中
に
存
在
の
場
所
を
も
た
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
　
　
　
を
め
ざ
し
て
走
る
、
そ
う
い
っ
た
生
の
在
り
方
こ
そ
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
な
の

ず
れ
の

立揚
に
た
つ
人
に
と
っ
て
も
、
歴
史
的
に
キ
リ
ス
ト
教
が
、
ア
ス
　
　
　
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、
　
「
積
極

ケ
ー
シ
ス
の
思
想
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
両
者
の
　
　
　
的
目
的
の
た
め
の
集
中
」
な
の
で
あ
る
。

ア

ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



＝
入

　
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
　
　
　
裏
に
、
あ
る
世
界
観
な
り
神
観
念
が
あ
る
こ
と
は
認
め
う
る
が
、
ア
ス
ケ

な

「

積
極的
集
中
」
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
、
自
ら
の
伝
道
生
活
を
一
種
の
　
　
　
ー
シ
ス
は
、
何
よ
り
も
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
老
の
世
界
に
対
す
る
関

マ
ラ
ソ
ン
に
例
え
て
、
「
な
す
べ
き
こ
と
は
、
た
だ
一
つ
、
後
の
も
の
を
　
　
　
わ
り
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
実
践

忘れ
、
前
の
も
の
に
全
身
を
向
け
つ
つ
、
神
が
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
　
　
　
者
の
人
格
や
こ
の
世
に
お
け
る
具
体
的
な
生
の
在
り
方
を
問
題
と
せ
ね
ば

よ
っ
て
上
へ
召
し
て
お
与
え
に
な
る
賞
を
得
る
た
め
に
、
目
標
を
め
ざ
し
　
　
　
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
研
究
は
、
何
よ
り
も
「
信
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て

ひ
た
すら
走
る
こ
と
で
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
即
、
修
道
生
活
　
　
　
る
人
間
」
の
研
究
な
の
で
あ
る
。

を

意
味す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
精
神
が
「
積
極
的
集
中
」
　
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
信
ず
る
人
間
」
の
研
究
は
、
対
象
と
す
る
人

にあ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
・
兄
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
の
著
作
お
よ
び
彼
に
つ
い
て
の
史
料
文
献
の
厳
密
な
考
察
を
前
提
と
し

　と
こ
ろ
で
私
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
を
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
　
　
　
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
研
究
は
、
最
初
の
段
階
に
お
い
て

と
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
付
加
的
な
要
素
と
は
考
え
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
　
　
　
は
歴
史
的
個
人
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

ト
教
は
、
単
な
る
思
想
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
、
実
践
さ
れ
る
べ
き
宗
教
　
　
　
か
も
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
哲
学
の
よ
う
に
個
人
の
頭
の
な
か
で
構
築
さ

であ
る
。
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
こ
の
信
仰
実
践
に
対
す
る
、
一
つ
の
具
体
　
　
　
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
中
で
多
く
の
修
道
士
た
ち
に
よ
っ
て
受
け

的
な
対
応
で
あ
り
、
真
面
目
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
　
　
　
継
が
れ
、
営
ま
れ
て
き
た
一
つ
の
生
き
方
で
あ
る
。
だ
か
ら
ア
ス
ケ
ー
シ

人
に
よ
っ
て
常
に
一
つ
の
理
想
と
見
な
さ
れ
て
き
た
生
き
方
で
あ
る
。
そ
　
　
　
ス
研
究
は
、
第
二
に
、
「
生
き
方
の
伝
統
」
の
研
究
と
い
う
側
面
を
も
つ

れゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
研
　
　
　
こ
と
に
な
る
。

究
は
、
何
か
特
別
な
生
き
方
の
研
究
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
遍
的
な
意
味
　
　
　
　
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
本
質
的
に
個
人

で
の

キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
研
究
の
た
め
の
一
段
階
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
的
な
営
み
で
は
な
く
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
共
同
体
的
な
も
の
で
あ

　では
、
こ
の
よ
う
な
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
の
研
究
の
試
み
は
、
い
か
に
し
て
　
　
　
つ
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
実
践

なさ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
　
　
　
者
を
取
り
上
げ
る
場
合
で
も
、
常
に
そ
の
回
り
に
い
る
仲
間
の
修
道
士
や

ア

ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
そ
の
実
践
者
の
生
の
在
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
　
彼
が
属
し
て
い
る
信
仰
共
同
体
を
念
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

わ
ゆ
る
思
想
研
究
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
人
物
の
思
想
だ
け
を
取
り
出
　
　
　
い
。
つ
ま
り
、
第
三
点
と
し
て
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
研
究
は
、
共
同
体
の
研

し
て
論
じ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
と
い
う
行
為
の
　
　
　
究
な
の
で
あ
る
。



　も
う
少
し
広
い
視
野
に
た
つ
と
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
こ
の
世
に
対
す
　
　
　
を
捧
げ
た
修
道
と
い
う
生
き
方
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、

る
一
定
の
在
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
そ
れ
自
体
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て

も
世
が
変
わ
る
に
連
れ
て
当
然
、
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
　
　
　
み
た
い
。

ア

ス
ケ
ー
シ
ス
は
、
そ
の
時
代
の
時
代
精
神
、
あ
る
い
は
文
化
潮
流
に
対
　
　
　
　
し
か
し
、
そ
の
前
に
簡
単
に
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
研
究
に
お
け
る
資
料
の
問

する
否
定
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
た
だ
単
に
そ
れ
ら
を
否
定
し
た
だ
け
で
　
　
　
題
に
っ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

は
なく
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
精
神
や
文
化
を
生
み
出
す
担
い
手
と
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ク
リ
ュ
ニ
i
（
Ω
信
翅
）
修
道
院
の
改
革
運
　
　
　
　
第
一
章
　
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
に
つ
い
て
の
歴
史
資
料

動
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
則
の
精
神
を
厳
格
に
復
興
さ
せ
る
た
め
に
起
こ
　
　
　
　
歴
史
上
の
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
解
明
に
は
、
従
来
、
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
リ
ア

っ

た
運動
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
後
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
文
化
へ
の
発
端
と
　
　
　
の
司
教
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
筆
に
な
る
『
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
生
涯
』
（
U
①
タ

も
な
・
た
。
ま
た
、
古
代
に
お
い
て
も
、
マ
ル
⊥
犀
肖
謬
§
）
が
　
冨
ぎ
峠
゜
巳
μ
）
が
用
い
ら
れ
て
き
．
襯
し
か
し
・
本
書
は
・
薯
ア
タ
ナ

指摘
し
録
る
よ
う
に
、
警
や
文
化
の
担
い
護
、
ほ
と
ん
ど
が
修
道
　
シ
亥
の
脚
色
と
思
わ
れ
る
部
分
も
少
な
く
な
く
、
そ
．
」
に
描
か
れ
て
い

士
であ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
四
に
、
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
研
究
は
、
文
化
の
　
　
　
る
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
は
、
あ
く
ま
で
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
目
に
映
っ
た
と
こ
ろ

研究
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
、
あ
る
い
は
、
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
が
、
伝
え
よ
う
と
し
た

　さ
て
、
本
研
究
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
研
究
の
全
体
　
　
　
と
こ
ろ
の
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
で
あ
っ
て
、
歴
史
上
の
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
と
簡
単

的
視
野
に
た
ち
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
の
歴
史
的
　
　
　
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
今
世
紀
の
五

解
明
の
一
段
階
と
し
て
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
最
初
期
の
修
道
が
　
　
　
十
年
代
に
な
っ
て
、
よ
り
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
　
『
ア
ソ

い

かな
る
性
質
の
も
の
で
あ
・
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
・
」
と
に
あ
る
。
・
」
　
ト
。
亥
誰
紙
』
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
．
」
の
手
紙
は
、
セ
フ
シ
オ

の目
的
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
（
諺
昌
け
O
旨
圃
O
も
o
）
と
い
う
　
　
　
の
ラ
テ
ソ
語
訳
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
信
頼
性
に
疑

人物
を
取
り
上
げ
る
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
富
裕
な
キ
リ
ス
　
　
　
問
が
も
た
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
五
〇
年
、
ガ
リ
ッ
ト
に
よ
っ
て
完
全

善
の
家
庭
笙
ま
れ
た
が
、
両
親
の
死
後
、
受
け
継
い
だ
す
べ
て
の
財
　
な
グ
ル
ジ
ア
語
駄
鶴
が
発
見
さ
れ
た
の
を
き
・
か
け
と
し
て
・
改
め
て
様

産
を
人
々
に
分
け
与
え
、
砂
漠
に
隠
遁
し
た
キ
リ
ス
ト
教
最
初
期
の
修
道
　
　
　
々
な
検
討
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
た
と
え
今
日
、
断
片
あ
る
い
は
翻
訳

士
の

一人
で
あ
る
。
彼
の
生
き
方
の
解
明
を
通
し
て
、
彼
が
自
ら
の
一
生
　
　
　
に
よ
っ
て
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
手
紙
が
、
確
か

ア

ン
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



一
二〇

に
歴史
上
の
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
思
想
を
よ
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
　
　
　
容
の
狭
さ
を
示
す
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て

が明
か
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
事
柄
の
内
に
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
が
最
も
伝
え
た
か
っ
た
内
容
が
含
ま
れ

　
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
も
、
こ
の
『
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
手
紙
』
を
手
掛
り
と
　
　
　
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
れ
ら
の
手
紙
に
お
け

し
て
、
で
き
る
限
り
、
歴
史
上
の
ア
ソ
ト
ニ
ナ
ス
の
思
想
に
迫
る
こ
と
に
　
　
　
る
中
心
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
次
の
一

し
た
い
。
尚
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
先
に
も
述
ぺ
た
サ
ラ
シ
オ
に
ょ
る
　
　
　
言
に
要
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
汝
自
身
を
知
れ
。
」

ラ
テ
ソ
語
訳
、
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
シ
オ
版
、
ガ
リ
ッ
ト
に
よ
る
七
つ
の
手
紙
　
　
　
（
§
題
へ
暑
ミ
曾
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
す
ぐ
に
思
い
出

の完
全
な
グ
ル
ジ
ア
語
写
本
、
そ
れ
に
ウ
ィ
ン
ス
テ
ッ
ド
が
、
発
見
し
た
　
　
　
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
所
の
言
葉
で
あ
り
、

弓
ト
語
断
片
お
よ
び
そ
の
灘
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
・
ま
た
・
現
　
そ
れ
は
、
ソ
ク
三
ア
ス
を
し
て
無
知
の
知
の
自
覚
へ
と
導
い
た
有
名
な
命

在出
版
さ
れ
て
い
る
『
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
手
紙
』
に
は
、
宛
先
不
明
の
七
　
　
　
題
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
命
題
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
常
に

つ
の

手紙
と
『
テ
オ
ド
ロ
ス
宛
て
の
手
紙
』
の
計
八
つ
の
手
紙
が
含
ま
れ
　
　
　
「
節
制
」
の
概
念
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

て

い
る
が
・
そ
の
配
列
は
・
写
歪
よ
翼
な
・
て
い
る
麓
・
こ
こ
　
は
、
．
自
己
自
身
を
螺
．
」
と
と
節
制
と
は
、
す
べ
て
の
人
問
巽
享
・

で
は
宛名
不
明
の
七
書
簡
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ジ
ア
語
版
の
配
列
に
従
つ
　
　
　
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
L
と
述
べ
て
い
る
し
、
プ
ラ
ト
ソ
も
『
カ
ル

て
、
順
に
・
堕
の
手
紙
』
、
・
第
二
の
手
紙
』
…
と
呼
ぶ
・
と
に
す
　
．
、
デ
ス
』
の
対
話
篇
の
中
で
、
「
汝
錫
を
知
る
．
」
と
L
は
、
す
な
わ
ち

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
節
制
」
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
ギ
リ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア人
の
い
う
「
節
制
」
と
は
、
一
体
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

　第
二
章
　
『
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
手
紙
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
か
。
原
語
「
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
」
（
§
§
。
鼠
§
）
の
文
字
通
り
の

　
『

ア

ン
ト
ニ
ォ
ス
の
手
紙
』
、
入
書
簡
の
う
ち
、
修
道
生
活
入
門
者
に
　
　
　
意
味
は
、
　
「
健
全
な
る
（
q
e
）
思
慮
（
＄
葱
ミ
ミ
吻
）
」
で
あ
り
、
基
本
的
に

対
する
助
言
と
見
ら
れ
る
『
第
一
の
手
紙
』
お
よ
び
『
テ
ナ
ド
ロ
ス
宛
て
　
　
　
「
精
神
の
正
常
性
」
あ
る
い
は
「
狂
気
に
対
す
る
正
気
」
を
意
味
し
て
い

の

手紙
』
は
別
と
し
て
、
他
の
六
つ
の
手
紙
は
、
そ
の
内
容
お
よ
び
形
式
　
　
　
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
正
気
」
の
内
容
と
な
る
と
時
代
や
人
物
に
よ
っ
て

が

非常
に
似
か
よ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
創
造
と
堕
落
、
預
言
者
　
　
　
か
な
り
異
な
り
、
ホ
メ
ロ
ス
は
、
不
死
な
る
神
の
み
が
も
つ
「
わ
き
ま

を
通し
て
の
神
の
働
き
か
け
と
人
間
の
不
従
順
、
御
子
に
よ
る
瞭
罪
、
そ
　
　
　
え
」
や
「
良
識
」
と
い
っ
た
も
の
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
し
、
エ
ウ
リ

し
て
修
道
の
勧
め
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
思
想
内
　
　
　
ビ
デ
ス
は
、
女
性
の
「
慎
ま
し
さ
」
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
、
臣
下
の



「

わき
ま
え
」
、
さ
ら
に
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
伝
え
て
い
る
ス
パ
ル
タ
　
　
　
の
よ
う
な
倫
理
的
勧
告
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
が
、

の

王
ア

ル
キ
ダ

モ

ス
は
、
　
「
秩
序
を
守
る
こ
と
」
、
「
恥
を
知
る
こ
と
」
を
　
　
　
　
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
場
合
、
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
知
ら
れ
る

そ
の

具体
的
内
容
と
し
て
掲
げ
て
絶
・
ま
た
他
に
・
ソ
身
。
シ
・
i
　
べ
き
汝
」
と
は
・
髪
る
・
身
分
」
と
か
・
身
の
ほ
ど
L
の
意
味
で
は
な

ネ
ー
」
を
「
敬
慶
」
（
＆
q
題
・
§
）
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
解
釈
も
し
ば
し
　
　
　
い
。
そ
れ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
イ
エ
ス
の
救
済
の
業
に
よ
っ
て
贈
わ
れ
、

ば見
受
け
・
舞
・
か
と
れ
・
す
べ
て
の
袈
に
お
い
て
、
そ
れ
が
　
鍛
子
と
な
る
．
」
・
を
許
・
れ
た
自
己
の
霊
的
本
性
（
。
．
．
。
…
畳
・
・
叶
㌣

自
ら
の
分
を
守
り
、
傲
慢
（
量
ミ
画
）
に
陥
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
　
　
　
房
）
の
こ
と
で
あ
り
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
が
い
う
「
己
れ
を
知
る
こ
と
」
は
、

点
で
、
確
か
に
「
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
」
に
は
「
節
制
」
と
訳
し
得
る
よ
　
　
　
こ
の
自
己
の
霊
的
本
性
に
目
覚
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

う
な
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
　
　
　
　
し
か
も
こ
の
自
己
は
、
お
よ
そ
、
そ
の
よ
う
な
御
子
の
救
い
の
業
に
与

「
ソ
ー
プ
戸
シ
ュ
ネ
i
」
と
同
じ
だ
と
さ
れ
る
「
汝
自
身
を
知
る
こ
と
」
　
　
　
る
に
値
し
な
い
よ
う
な
自
己
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
神
が
、
預
言
者
を
通

も
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
　
「
己
れ
の
分
を
わ
き
ま
え
、
傲
慢
に
な
る
　
　
　
し
て
、
堕
落
以
前
の
状
態
に
立
ち
帰
ら
せ
よ
う
と
絶
、
兄
ず
働
き
か
け
て
き

こ
と
な
く
、
良
き
思
慮
を
保
つ
こ
と
」
と
い
う
の
が
基
本
的
意
味
で
あ
つ
　
　
　
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
計
ら
い
に
答
・
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
自
己
で

たと
解
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
を
知
る
こ
と
は
、
罪
の
認
識
を
通
し
て
初
め
て

　さ
て
、
こ
れ
に
対
し
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
が
い
う
「
汝
自
身
を
知
れ
」
が
　
　
　
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
自
己
知
は
、
本
質
的
に
そ

意
味す
る
と
こ
ろ
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
ア
ソ
ト
ニ
オ
　
　
　
の
内
に
回
心
の
契
機
を
含
み
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
自

ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
「
汝
自
身
を
知
れ
」
　
　
　
己
の
罪
を
深
く
悟
り
、
回
心
に
至
る
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
ま
っ

を使
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
は
、
　
『
第
七
の
手
　
　
　
た
く
救
い
に
値
し
な
か
っ
た
自
己
の
た
め
に
ひ
と
り
子
ま
で
を
捧
げ
た
神

紙
』
に
お
い
て
異
端
者
ア
リ
ウ
ス
は
己
れ
を
知
ら
ず
、
よ
っ
て
神
の
恩
恵
に
　
　
　
の
恩
寵
の
深
さ
を
認
識
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
述

身
を
委
ね
る
代
わ
り
に
・
自
ら
の
力
に
よ
・
て
試
み
よ
う
と
し
過
論
四
L
　
べ
て
い
る
。

と
し
て
彼
を
非
難
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
己
れ
を
知
ら
ず
」
と
は
、
　
　
　
　
「
己
れ
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
同
様
に
創
造
主
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る

自
己
の
被
造
物
と
し
て
の
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ず
、
自
力
籟
り
過
ぎ
た
　
警
の
業
に
つ
い
て
も
わ
き
ま
．
そ
お
り
、
（
葉
創
造
主
が
被
造
物
の
た

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
に
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
」

　し
か
し
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
に
お
け
る
「
汝
自
身
を
知
れ
」
は
、
単
に
、
こ
　
　
　
　
「
己
れ
を
知
る
者
は
、
神
な
ら
び
に
神
が
被
造
物
の
た
め
に
用
意
さ
れ

ア

ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
救
済
の
摂
理
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
汝
ら
は
心
得
て
い
る
。
」
　
　
　
　
　
従
っ
て
い
る
者
た
ち
は
、
私
に
涙
を
流
さ
せ
る
。
い
つ
で
も
長
き
時
を
探

　
つ
ま
り
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
自
己
知
は
、
回
心
を
通
し
て
、
神
の
救
済
　
　
　
し
求
め
て
い
る
者
、
獣
の
位
置
に
留
ま
る
た
め
に
神
の
行
い
の
衣
を
拒
否

の業
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
神
の
救
　
　
　
し
た
も
の
、
絶
望
に
身
を
任
し
て
い
る
も
の
、
そ
う
し
た
者
た
ち
も
私
に

済
の
業
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
神
を
信
じ
る
こ
と
を
意
味
　
　
　
涙
を
流
さ
せ
る
。
汝
ら
は
、
こ
う
し
た
者
た
ち
が
イ
エ
ス
の
再
臨
の
時
、

し

て

い
る
か
ら
、
ア
・
ト
・
亥
に
と
・
て
の
自
己
鯉
、
信
仰
の
契
機
　
厳
し
く
有
罪
を
宣
告
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
に
違
い
な
畢

を
そ
の内
に
含
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
絶
え
間
な
い
回
心
と
霊
的
進
歩
の
要
求
の
裏
に
は
、
先
の

　し
か
し
、
こ
の
自
己
知
に
よ
っ
て
人
は
、
た
だ
、
自
己
の
霊
的
本
性
に
　
　
　
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
終
末
観
的
、
現
世
否
定
的
考
え
方
が
あ

目
覚
め
、
神
の
恩
寵
を
悟
る
だ
け
で
は
な
い
。
一
度
、
神
の
子
と
さ
れ
た
　
　
　
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
事
実
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
し
ば
し
ば
「
時
」
を

者は
、
自
己
の
霊
的
本
性
に
従
っ
て
生
き
、
信
仰
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
　
　
　
知
る
こ
と
の
重
要
さ
を
説
い
て
い
る
。

が

要
求さ
れ
る
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
も
し
こ
の
信
仰
の
実
践
を
な
お
ざ
　
　
　
　
　
「
汝
ら
よ
、
わ
れ
わ
れ
が
時
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
心
に
留
め
て

り
に
す
る
者
が
い
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
に
一
度
救
い
の
恵
み
に
与
・
た
者
　
お
き
な
さ
略

であ
っ
て
も
、
終
末
の
裁
き
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
こ
の
リ
ア
ル
で
切
迫
し
た
終
末
観
こ
そ
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
を
根

「

霊
的

進
歩
をな
お
ざ
り
に
し
、
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
す
べ
て
の
力
を
　
拠
付
け
・
よ
り
厳
格
な
も
の
と
し
た
源
で
匁
晒
・
し
か
し
・
こ
こ
で
わ

こ
の
業
に
捧
げ
て
い
な
い
者
が
い
れ
ば
、
主
の
再
臨
は
彼
に
と
っ
て
罪
が
　
　
　
れ
わ
れ
が
・
よ
り
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
己
知
こ
そ
、

塞
口
さ
れ
る
押
鞭
る
で
あ
ろ
う
．
」
と
を
し
。
か
り
と
承
知
し
て
お
か
な
　
信
禦
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
基
盤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
に
と
っ
て
「
自
己
知
」
と
「
信
仰
」
と

　
「も
し
汝
ら
が
、
現
世
に
属
す
る
も
の
を
嫌
う
こ
と
が
で
き
ず
、
同
様
　
　
　
　
「
実
践
」
は
、
即
自
的
に
一
本
の
線
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
そ
こ

から
発
し
た
あ
ら
ゆ
る
思
い
を
心
か
ら
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
　
　
　
ア
ソ
ト
ニ
ナ
ス
は
述
べ
て
い
る
。

け

れば
、
そ
し
て
ま
た
、
も
し
汝
ら
の
心
の
手
を
空
に
掲
げ
る
こ
と
が
で
　
　
　
　
「
己
れ
を
知
る
者
は
、
神
を
知
り
、
神
を
知
る
者
は
、
神
を
正
し
い
仕

き
な
け
れ
ば
・
救
い
接
ら
の
た
め
に
は
亀
・
」
　
　
　
　
方
で
礼
拝
す
る
に
値
す
る
。
主
の
う
ち
な
る
兄
弟
た
ち
よ
、
汝
自
身
を
知

　
「イ
エ
ス
の
名
に
お
い
て
自
ら
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
主
張
し
な
が
ら
、
　
　
れ
。
な
ぜ
な
ら
、
己
れ
を
知
る
者
は
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
時
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

実
際
は
、
そ
の
行
動
同
様
に
そ
の
感
情
に
お
い
て
も
己
れ
自
身
の
意
志
に
　
　
　
知
る
か
ら
で
あ
る
。
」



　
っま
り
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
に
と
っ
て
自
己
知
と
神
認
識
は
表
裏
一
体
で
　
　
　
　
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
は
、
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
の
目
的
を
彼
の
修
道
生
活

あ
り
、
そ
の
神
認
識
が
、
　
「
礼
拝
」
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
行
為
　
　
　
へ
の
召
命
に
つ
い
て
語
る
く
だ
り
で
「
キ
リ
ス
ト
教
的
完
全
」
（
。
訂
蜂
団
雪

を

正当
な
も
の
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、
　
　
娼
。
臨
8
ま
ロ
）
と
結
び
つ
け
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「時
」
の
認
識
と
結
び
付
け
ら
れ
、
自
ら
が
お
か
れ
て
い
る
「
今
」
と
い
　
　
　
　
「
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
が
、
教
会
に
入
る
と
た
ま
た
ま
聖
書
が
朗
読
さ
れ
て

う
時
に
お
い
て
何
を
な
す
べ
き
か
、
と
い
う
決
断
を
迫
る
も
の
と
な
っ
て
　
　
　
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
主
が
金
持
ち
の
青
年
に
向
か
っ
て
語
る
の
を
聞
い

いる
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
に
と
っ
て
の
ア
ス
ケ
ー
シ
　
　
　
た
。
　
『
も
し
完
全
に
な
り
た
い
な
ら
ば
、
帰
っ
て
、
あ
な
た
の
持
ち
物
を

ス
は
、
自
己
知
と
信
仰
か
ら
必
然
的
に
出
て
く
る
姿
勢
で
あ
り
、
何
か
特
　
　
　
売
り
、
貧
し
い
人
々
に
施
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
天
に
宝
を
貯
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

別
に
意
識
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
た
だ
キ
　
　
　
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
私
に
つ
い
て
き
な
さ
い
。
』
そ
の
福
音
は
、
あ

リ
ス
ト
の
教
え
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
の
結
果
、
修
道
と
い
う
生
き
　
　
　
た
か
も
神
が
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
に
聖
な
る
思
い
を
抱
か
し
め
る
た
め
に
読
ま

方
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ア
ソ
ト
ニ
ナ
ス
は
、
た
だ
ち
に
教
会
を
出
て
、

では
、
ア
ン
・
・
亥
に
と
・
て
、
・
の
よ
う
な
自
己
知
と
神
認
識
か
　
彼
が
親
か
ら
譲
り
受
け
た
す
べ
て
の
物
を
町
の
人
々
に
分
け
与
艶
・
」

ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
た
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
と
い
う
在
り
方
は
、
一
体
い
　
　
　
　
し
か
し
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
解
釈
で
あ
り
、
ア
ソ
ト

かな
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
れ
を
考
え
、
本
稿
の
結
論
と
し
た
　
　
　
ニ
オ
ス
の
修
道
の
目
的
を
即
、
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
完
全
」
に
結
び
つ

へ
　
むし

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
確
か
に
『
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　紙
』
に
も
「
完
全
」
と
い
う
表
現
は
見
い
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
い
わ
れ

　第
三
章
　
結
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
「
完
全
」
は
、
あ
く
ま
で
修
道
の
過
程
に
お
け
る
徳
の
実
践
の
完

　
わ
れ
わ
れは
、
序
論
に
お
い
て
、
修
道
に
は
常
に
目
的
の
探
求
と
そ
の
　
　
　
壁
さ
の
こ
と
で
あ
り
、
修
道
の
究
極
的
目
標
と
し
て
の
完
全
さ
を
意
味
し

た
め

の他
の
一
切
の
放
棄
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
・
　
て
い
飽
・

こ
れ
ら
二
つ
の
面
は
、
あ
る
人
物
の
修
道
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
　
　
　
　
で
は
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
に
と
っ
て
の
修
道
の
目
的
と
は
一
体
、
い
か
な
る

ど
う
し
て
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
　
　
　
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
も
ち
ろ
ん
自
ら
の
修
道
の
目
的

ず
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
の
目
的
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
　
　
　
を
は
っ
き
り
し
た
形
で
は
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
彼
が
、
繰

と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
返
し
キ
リ
ス
ト
者
の
理
想
と
し
て
述
べ
、
修
道
士
が
探
求
す
べ
き
こ
と

ア

ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三



＝西

と
し
て
勧
め
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
彼
の
修
道
の
目
的
と
一
応
考
え
る
こ
と
　
　
　
ス
は
、
世
俗
を
捨
て
て
砂
漠
に
隠
遁
し
た
。
で
は
、
彼
が
捨
て
た
世
俗
と

が

でき
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
終
末
に
お
い
て
、
本
当
の
意
味
で
「
神
　
　
　
は
何
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
は
、
決
し
て
グ
ノ
ー

の子
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
者
　
　
　
シ
ス
派
の
よ
う
に
現
世
そ
の
も
の
を
悪
と
し
て
忌
み
嫌
い
、
蔑
視
し
た
わ

は
・
神
の
照
罪
の
蓬
よ
・
て
・
す
で
に
・
摯
関
係
の
霊
L
（
畳
言
ω
　
け
で
は
な
．
膳
事
実
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
は
・
自
分
た
ち
修
道
士
が
現
世
否

葭
薮
o
巳
ω
）
を
受
け
、
「
神
の
子
」
あ
る
い
は
、
「
キ
リ
ス
ト
の
友
」
と
　
　
　
定
論
者
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
嫌
が
っ
て
い
る
。
彼
が
た
っ
た
一

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
親
子
関
係
の
霊
」
は
、
一
度
与
え
ら
れ
　
　
　
度
、
わ
ざ
わ
ざ
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
リ
ア
ま
で
出
か
け
ア
リ
ウ
ス
派
の
批
判
を

た
から
と
い
そ
、
い
つ
ま
で
も
残
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
ア
ソ
ト
・
　
行
っ
た
の
も
・
実
は
こ
の
た
め
で
あ
つ
博
し
か
し
な
が
ら
・
ア
ソ
ト
ニ

オ
ス

は
考え
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
確
か
に
彼
を
信
じ
る
老
の
罪
を
贈
　
　
　
オ
ス
は
、
こ
の
世
に
安
易
に
迎
合
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
こ
の
世

い
、
　
「
神
の
子
」
と
し
て
受
け
入
れ
た
。
し
か
し
、
も
し
霊
的
進
歩
を
怠
　
　
　
が
悪
の
誘
惑
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
て
い
た
。

り
、
何
の
努
力
も
払
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
恵
み
も
つ
い
に
は
失
わ
れ
て
し
　
　
　
　
　
「
現
世
の
物
ご
と
と
平
和
に
暮
ら
そ
う
と
欲
す
れ
ば
欲
す
る
だ
け
、
わ

ま
う
・
と
に
な
る
・
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
警
の
業
に
与
・
た
・
と
は
、
　
れ
わ
れ
は
・
神
の
・
天
使
の
・
聖
者
の
敵
と
な
る
で
あ
ろ
麓

現時
点
で
の
正
し
さ
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
　
　
　
　
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
よ
り
多
く
の
誘
惑
に
満
ち
た
町
を
出

そ

れは
、
現
時
点
で
の
正
し
さ
に
す
ぎ
ず
、
終
末
に
お
け
る
救
済
に
つ
い
　
　
　
て
砂
漠
へ
と
お
も
む
い
た
。
と
い
う
の
は
、
世
俗
は
、
そ
れ
自
体
決
し
て

て
は
、
む
し
ろ
そ
れ
以
後
の
在
り
方
が
問
題
と
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
悪
で
は
な
い
に
し
て
も
、
霊
的
進
歩
に
励
も
う
と
す
る
老
に
と
っ
て
非
常

　
「す
で
に
、
神
の
し
も
べ
の
名
を
冠
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
救
済
の
業
　
　
　
に
困
難
な
環
境
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

によ
っ
て
解
放
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
最
高
限
度
と
い
う
も
の
は
そ
こ
　
　
　
　
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
砂
漠
に
行
く
こ

に
は
存在
し
な
い
。
そ
れ
は
現
時
点
で
の
正
し
さ
に
し
か
過
ぎ
ず
、
子
と
　
　
　
と
は
、
確
か
に
今
述
べ
た
よ
う
な
「
誘
惑
か
ら
の
逃
避
」
と
い
う
一
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
て
採
用
さ
れ
る
方
向
に
向
か
う
道
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
L
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
砂
漠
に
行
け
ば
、
最
早
い
か
な
る
誘

　
ゆえ
に
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
者
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
、
あ
　
　
　
惑
に
も
会
わ
な
い
と
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い

ら
ゆ
る
誘
惑
と
戦
い
、
終
末
に
お
い
て
真
に
「
神
の
子
」
と
さ
れ
る
こ
と
　
　
　
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
砂
漠
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
出
会
わ
な
く
て
も
済

を目
指
し
て
霊
的
進
歩
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
む
誘
惑
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
誘
惑
は
、
町
に
暮
ら
し
て
い
た

　次
に
、
　
「
放
棄
」
の
側
面
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
　
　
　
と
き
よ
り
も
、
ず
っ
と
先
鋭
化
さ
れ
た
形
で
襲
っ
て
く
る
。
古
代
エ
ジ
プ



ト
の
修
道
士
の
言
行
に
関
す
る
口
頭
伝
承
を
集
め
、
編
纂
し
た
『
ア
ポ
フ
　
　
　
ち
う
ん
、
日
々
多
く
の
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
世
俗
の
キ
リ
ス
ト
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

テグ
マ
タ
・
バ
ト
ゥ
ル
ム
』
　
（
あ
る
い
は
『
砂
漠
の
師
父
の
言
葉
』
）
に
は
、
　
　
　
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
者

ア

ソ
ト
ニ
オ
ス
が
語
っ
た
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
言
葉
が
記
録
さ
れ
て
　
　
　
の
生
は
、
終
末
に
お
い
て
主
の
再
臨
に
与
り
、
本
当
の
意
味
で
神
の
子
と

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
道
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
え
ざ
る
回
心
と
誘
惑
と

　
「

砂漠
に
住
み
、
静
寂
を
守
る
者
は
、
聞
く
、
し
ゃ
べ
る
、
見
る
の
三
　
　
　
の
闘
い
の
連
続
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
道
程
に
お
け

つ
の闘
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
も
は
や
彼
に
は
一
つ
の
闘
い
し
か
な
い
。
　
　
　
る
営
み
こ
そ
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
が
考
え
る
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
そ
の
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

そ

れ
は

邪
淫と
の
闘
い
だ
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
え
よ
う
。

　
つま
り
砂
漠
に
行
く
こ
と
は
、
　
「
誘
惑
か
ら
の
逃
避
」
で
あ
る
と
同
時

に
、
よ
り
一
層
激
し
い
誘
惑
と
の
闘
い
に
出
か
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
　
　
　
付
記

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
略
符

　こ
の
よ
う
に
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
は
、
ど
こ
ま
で
も
受
肉
し
た
キ
リ
　
　
　
O
G
o
O
O
”
O
o
慧
臣
ω
。
ユ
冥
o
旨
日
O
年
幽
。
，
欝
8
昌
目
O
ユ
〇
三
騨
。
一
ご
ヨ
・

ス
ト
の
友
と
し
て
、
こ
の
世
の
中
で
悪
の
誘
惑
と
闘
い
な
が
ら
生
き
抜
く
　
　
　
　
　
　
ピ
o
口
く
巴
P
H
O
8
角

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
中
世
の
神
秘
思
想
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
魂
　
　
　
旨
↓
ゲ
ω
け
”
臼
o
葺
p
巴
o
h
日
ゲ
8
δ
σ
q
μ
。
p
。
一
ω
言
象
。
ω
・
い
8
自
o
P
H
。
。
り
¢
中
・

が

観想
の
う
ち
に
神
に
向
か
っ
て
上
昇
し
神
秘
的
合
一
を
と
げ
る
と
い
っ
　
　
　
勺
O
韓
　
　
ζ
凶
σ
q
p
ρ
勺
偵
。
胃
9
0
σ
q
貯
σ
q
同
器
o
P

た

考え
方
は
見
ら
れ
な
い
。
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
は
、
深
い
罪
認
識
と
　
　
　
く
・
諺
・
”
　
＜
帥
母
諺
彗
o
巳
凶
・

回
心
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
の
魂
は
、
神
へ
と
超
越
　
　
　
　
　
皿
　
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
参
考
と
し
た
翻
訳

する
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
罪
の
支
配
す
る
こ
の
世
に
下
り
、
　
　
　
　
㈲
・
　
『
ア
ソ
ト
ニ
ォ
ス
の
生
涯
』

そ
の
中
で
終
末
の
時
ま
で
闘
い
続
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
ア
ソ
ト
ニ
オ
　
　
　
　
諺
臣
碧
・
・
。
。
ご
ρ
U
Φ
≦
審
諺
三
〇
ロ
一
幽
・
男
O
b
。
ρ
。
。
・
。
甲
雪
。
。
・
団
9
。
H
回
・
。

ス
は
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方
H
修
道
を
特
定
の
霊
的
エ
リ
ー
ト
だ
け
に
要
　
　
　
H
。
。
盟
゜

求さ
れ
る
特
別
な
も
の
と
は
考
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
蹟
罪
の
業
に
与
り
、
　
　
　
ω
　
『
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
手
紙
』

一度
、
　
「
親
子
関
係
の
霊
」
を
授
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
、
　
　
　
　
　
　
　
コ
プ
ト
語
原
典
（
断
片
）

こ
の
闘
い
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
砂
漠
に
生
き
る
修
道
士
は
も
　
　
　
↓
ゲ
⑦
O
H
お
貯
巴
日
。
蓉
o
h
o
器
o
h
ω
戸
諺
三
〇
ロ
矯
、
じ
。
ζ
8
H
ω
゜
註
匪
即
㌣

ア

ン
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



＝
一
六

窪
o
°
卸
国
昌
σ
q
房
げ
窪
旨
ω
゜
ξ
国
゜
O
°
妻
ぼ
ω
8
伽
計
］
日
ゴ
望
く
9
°
＜
9
　
　
　
　
こ
の
教
え
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
を
形
成
し
て
い
る
と
も
い
え
る
大

ヒ
o
口
山
o
P
ド
㊤
8
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
理
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
キ
リ
ス

　
　
　
古
代
語
訳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
教
に
お
け
る
こ
れ
以
外
の
こ
と
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
装
い
で
あ

　O
o
o
H
σ
Q
冨
口
く
霞
ω
μ
o
員
い
①
茸
H
o
。
。
自
Φ
ω
゜
諺
口
8
冒
。
°
く
o
邑
o
口
σ
q
o
o
H
α
q
陣
・
　
　
　
　
り
、
外
皮
で
あ
り
、
付
足
し
み
た
い
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
だ

①

ロ
ロ
0
9
h
冨
σ
q
旨
Φ
昌
冨
8
℃
8
ω
゜
。
臣
審
ω
喝
胃
O
°
O
賃
団
け
け
ρ
O
ω
O
O
＜
o
ド
　
　
　
　
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
、
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
の
否
定
」
1
1
「
禁
欲
」
を
彼

置
c
。
”
ピ
o
β
壽
旦
ド
8
㎝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
キ
リ
ス
ト
教
観
の
中
心
に
す
え
て
い
る
。
（
o
い
】
）
δ
≦
o
岸
㊤
♂
≦
崔
。

　

H舞ぎ
霞
頸
ロ
o
。
冨
氏
o
p
陣
o
目
σ
q
o
o
H
σ
q
冨
口
く
o
M
訟
o
ロ
“
O
°
O
葭
一
ヰ
o
　
　
　
　
ロ
ロ
侮
く
o
誘
器
昌
β
ロ
α
q
°
H
＜
り
『
O
）

（
霞
巴
・
）
”
目
Φ
葺
。
ω
山
・
し
o
・
諺
昌
け
o
貯
ρ
く
①
H
ω
δ
昌
σ
q
8
H
α
q
冨
μ
口
o
虫
臨
壁
噸
　
　
　
（
2
）
　
こ
の
世
を
そ
れ
自
体
ま
っ
た
く
無
価
値
な
も
の
、
あ
る
い
は
悪
と

目
o
馨
ω
8
℃
8
ω
・
O
ω
O
O
＜
o
ド
ば
P
い
8
＜
p
貯
u
H
㊤
呂
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
忌
み
嫌
う
傾
向
。

　
　
　
現
代
語
訳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
（
3
）
　
〉
・
国
帥
旨
p
o
ぎ
U
器
を
①
器
ロ
画
o
ω
○
冨
μ
ω
8
昌
言
旨
9
H
8
ρ
＜
．

　国
ロ
σ
q
旨
愚
。
ゲ
霞
p
口
ω
冨
該
o
μ
沖
o
昌
σ
q
①
R
σ
q
貯
p
く
o
窃
ご
昌
“
∪
°
臼
゜
0
ぼ
暮
団
　
　
　
　
H
°
（
ω
゜
α
①
）
°

（
欝
ロ
ω
゜
）
り
臣
。
い
。
け
§
い
。
h
ω
け
゜
諺
”
8
曙
臣
①
9
璽
゜
O
呂
皆
旦
　
　
（
4
）
口
O
O
ω
田
゜
μ
b
°
o
。
。
㊤
・

Hミ
朝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
Ω
゜
＝
注
①
目
9
巳
ω
8
窪
（
巴
゜
）
”
9
8
犀
向
昌
σ
q
臣
げ
い
。
邑
8
戸

　
団冨
目
o
ゲ
窪
㊤
ロ
乙
自
冨
氏
o
目
沖
o
ヨ
o
q
o
o
H
σ
q
冨
昌
く
Φ
H
ロ
n
凶
o
昌
”
ピ
2
竃
o
言
o
o
。
　
　
　
　
O
×
h
g
F
H
◎
o
◎
o
Q
◎
塾
o
。
°
く
゜
郎
q
ミ
ミ
鴨
゜

含
ζ
8
乱
。
ω
9
富
（
密
e
ω
巴
9
b
口
8
ぎ
。
・
い
¢
葺
。
ω
゜
ω
旨
ぎ
四
露
・
　
　
（
6
）
勺
臣
゜
。
。
暫
鼠
山
9

0
H
o
9
巴
o
薄
≦
。
］
≦
o
口
器
仲
μ
ρ
q
。
Z
い
H
P
H
竃
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
こ
の
「
信
ず
る
人
間
」
の
研
究
と
い
う
考
え
方
は
、
有
賀
鐵
太
郎

　
㈲　
『
ア
ポ
フ
テ
グ
マ
タ
・
バ
ト
ゥ
ル
ム
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
そ
の
著
、
　
『
オ
リ
ゲ
ネ
ス
研
究
』
（
『
有
賀
鐵
太
郎
著
作
集
』
第
一

　跨
娼
o
冨
臣
o
σ
q
巳
四
鼠
℃
暮
旨
目
゜
頃
O
①
ρ
刈
学
念
ρ
剛
母
ジ
ド
c
。
①
。
。
°
　
　
　
　
　
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
一
年
）
に
お
い
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
有

　
古
谷
功
訳
『

砂漠
の
師
父
の
言
葉
』
あ
か
し
書
房
一
九
八
六
年
。
　
　
　
　
　
　
賀
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
祈
疇
論
お
よ
び
殉
教
論
と
い
う
実
践
的
な
課
題
の

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解明
に
こ
れ
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
研
究
に
と
っ
て
も

（1
）
　
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ゥ
ア
ー
（
諺
゜
ω
。
ゲ
o
娼
o
μ
ゲ
碧
o
H
）
は
、
　
「
真
の
原
　
　
　
　
こ
の
観
点
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
本
研
究
に
お
い
て
直
接
的

　罪
（
す
な
わ
ち
意
志
の
肯
定
）
と
救
済
（
す
な
わ
ち
意
志
の
否
定
）
と
い
う
　
　
　
で
は
な
い
に
し
て
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。



（
8
）
　
9
。
国
゜
－
H
°
ζ
葭
H
。
5
頃
凶
の
8
貯
o
山
〇
一
、
国
島
9
曽
島
8
留
口
巴
、
諺
口
・
　
　
　
（
1
0
）
　
ζ
回
α
q
ロ
ρ
℃
9
。
窪
9
0
α
q
冨
σ
q
旨
。
S
°
き
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　
甑
ρ
良
陣
P
℃
碧
ジ
H
詮
。
。
唱
H
H
H
占
×
°
（
横
尾
壮
英
、
飯
尾
都
人
、
岩
村
清
太
　
　
　
（
1
1
）
　
ピ
舞
窪
＄
傷
。
ω
゜
諺
口
8
ぎ
♪
く
①
H
臥
8
σ
q
①
o
H
σ
q
凶
窪
ロ
①
9
h
冨
σ
q
日
甲

訳
『

古
代
教育
交
化
史
』
岩
波
書
店
　
一
九
入
五
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮
ω
8
導
①
ω
゜
巴
一
8
°
・
喝
m
H
O
°
0
9
H
捧
ρ
O
ω
O
ρ
く
〇
一
゜
H
幽
゜
。
い
o
ロ
く
巴
p

（9
）
　
『
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
生
涯
』
は
、
古
来
か
ら
多
く
の
教
会
史
家
た
　
　
　
　
μ
8
9

　ち
に
よ
っ
て
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
リ
ア
の
司
教
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
筆
に
よ
る
　
　
　
（
1
2
）
　
↓
ロ
o
O
ユ
σ
Q
ぎ
巴
↓
o
×
仲
o
h
o
p
o
o
h
ω
叶
゜
跨
艮
o
ロ
唄
、
ω
冨
昏
o
冨
゜

も
の
だ
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
（
O
h
ω
o
N
o
日
Φ
ロ
o
伊
国
μ
ω
8
同
μ
四
国
0
9
0
ω
－
　
　
　
惹
島
貯
茸
9
俸
国
ロ
σ
q
房
ゲ
霞
碧
ω
゜
ξ
国
゜
O
°
妻
言
゜
。
言
山
計
匂
6
ω
辟

冨
m
峠
ざ
四
H
・
H
ω
山
跨
H
H
・
嵩
”
目
H
・
鼠
占
ρ
H
＜
°
α
）
し
か
し
近
代
に
入
っ
　
　
　
　
く
o
P
＜
H
H
”
ピ
o
巳
o
P
H
㊤
0
9

　
て
『

マ
グ

デ
ブ

ルグ
世
紀
別
教
会
史
』
（
9
Φ
ζ
餌
α
q
臣
。
げ
霞
σ
q
興
O
①
算
午
　
　
（
1
3
）
　
写
本
の
配
列
の
異
同
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

H♂
口
）
を
始
め
と
し
て
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
意
見
も
現
わ
れ
て
き
た
。
　
　
　
　
、
》
黙
刈
鋼
　
　
　
ド
　
　
b
。
　
　
。
。
　
　
蔭
　
　
窃
　
　
①
　
　
『

特
に
、
ヴ
ァ
イ
ソ
ガ
ル
テ
ソ
（
国
゜
≦
o
ぎ
α
q
胃
8
昌
）
は
、
一
入
七
七
年
　
　
　
　
寸
沸
爬
鋼
　
　
　
H
　
　
卜
　
　
q
　
　
b
o
　
　
Q
。
　
　
①
　
　
刈

　の
「

コ

ソ

ス
タ
ソ
テ
ィ
ヌ
ス
帝
以
後
の
時
代
に
お
け
る
修
道
の
起
源
」
　
　
　
　
ロ
醜
7
譜
（
掻
羊
）
　
ー
　
　
1
　
　
窃
　
　
i
　
　
ω
　
　
蔭
　
　
1

（
u霞g
ψ
鳴
巨
σ
q
山
Φ
ω
ζ
゜
口
゜
巨
。
霧
冒
冨
゜
年
8
ω
冨
巨
巨
゜
。
魯
Φ
ロ
　
　
　
N
凶
拭
N
躍
…
°
°
…
臣
…
…
沖
…
㎞
…
…
P
…
°
困
…
…
ゆ
…
…
匝

N
o
回
沖
巴
8
H
）
と
題
す
る
彼
の
論
文
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
　
　
　
　
“
焔
叉
メ
鋼
　
　
　
H
　
　
悼
　
　
ω
．
　
卜
　
　
α
　
　
①
　
　
刈

修
道
生活
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ヌ
ス
帝
時
代
以
後
　
　
　
　
懸
　
　
　
譜
　
　
　
ド
　
　
b
。
　
　
朝
　
　
①
　
　
刈
　
　
。
。
　
　
劇

　の
こ
と
で
あ
り
、
三
四
〇
年
以
前
に
は
キ
リ
ス
ト
教
修
道
士
は
存
在
し
　
　
　
（
1
4
）
　
出
。
冨
匹
o
津
o
。
，
・
閏
冨
σ
q
旨
o
舜
。
。
・
日
H
O
・

な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
は
、
本
当
は
五
世
　
　
　
（
1
5
）
コ
讐
o
P
O
冨
H
目
達
。
・
。
・
H
罐
U
占
9
諺
・

紀
の
人
物
で
あ
り
、
　
『
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
の
生
涯
』
の
歴
史
性
も
、
ま
た
　
　
　
（
1
6
）
　
O
h
・
日
げ
9
置
達
霧
・
田
ω
8
H
団
器
・
H
・
。
。
野

そ
の
著
者
が
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
で
あ
る
と
い
う
説
も
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
（
1
7
）
　
O
h
・
ω
o
嘗
o
巨
⑦
即
と
轟
・
旨
刈
い
里
0
9
旨
・
。
。
O
メ
国
霞
闘
且
画
①
。
。
・

　し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
マ
イ
ヤ
ー
（
臼
゜
竃
麸
①
H
）
や
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ソ
　
　
　
　
切
凶
o
o
ゴ
撃
。
P
目
α
O
・

（
諺
゜
団
遥
O
げ
ず
O
H
⇔
）
ら
に
ょ
っ
て
反
論
が
な
さ
れ
、
今
目
で
は
『
ア
ソ
ト
　
　
　
（
1
8
）
　
渉
μ
8
巳
ロ
ω
”
国
嘗
吻
8
冨
く
H
H
・
（
勺
O
劇
ρ
H
O
O
O
切
）

　
ニ
ォ
ス
の
生
涯
』
の
著
者
は
、
ほ
ぼ
、
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
で
あ
る
こ
と
が
　
　
　
（
1
9
）
　
ア
ン
ト
ニ
ォ
ス
は
、
こ
の
「
霊
的
本
性
」
と
い
う
言
葉
が
、
具
体

認
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
に
何
を
指
し
て
い
る
か
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

ア

ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



＝天

お
およ
そ
肉
体
に
対
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
肉
体
の
よ
　
　
　
　
う
こ
と
な
く
日
々
生
き
抜
く
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

う
に
朽
ち
果
て
る
こ
と
の
な
い
不
死
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
　
　
　
（
2
7
）
　
諺
μ
8
艮
器
”
国
営
‘
。
8
冨
く
昌
”
嵩
゜

う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
罎
ρ
H
P
b
。
H
°

（20
）
　
諺
p
8
巳
冨
り
国
営
ω
8
冨
く
H
り
b
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
〈
°
誤
゜
ρ
b
。
°
（
勺
O
b
。
ρ
o
。
爵
○
あ
幽
。
。
〉
）

（2
1
）
　
H
ぽ
山
こ
く
ト
画
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
修
道
生
活
は
、
し
ば
し
ば
マ
タ
イ
一

（2
2
）
H
玄
山
・
”
H
H
噂
。
。
H
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
章
二
一
節
と
結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
あ

（2
3
）
H
ぼ
山
‘
H
員
。
。
。
。
°
本
引
用
の
「
心
の
手
を
空
に
掲
げ
る
」
が
意
味
　
　
　
　
く
ま
で
も
修
道
生
活
の
外
に
い
た
者
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、

する
と
こ
ろ
は
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
自
身
、
い
か
な
る
説
明
も
付
け
て
い
　
　
　
理
解
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ソ
ト
ニ
ォ
ス
を
は
じ
め

　な
い
の
で
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
詩
編
一
四
一
に
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
　
　
　
　
と
す
る
修
道
士
た
ち
の
修
道
実
践
の
目
的
、
あ
る
い
は
動
機
を
直
接
示

く
、
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
す
も
の
で
は
な
い
。

（2
4
）
　
H
匡
山
‘
＜
H
”
ω
α
1
。
。
刈
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
諺
暮
8
冨
ρ
国
且
の
8
団
H
押
卜
。
9

（2
5
）
　
H
げ
匡
己
く
H
・
心
Q
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
た
め
注
意
を
要

（2
6
）
　
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
修
道
は
、
ア
ソ
ト
ニ
オ
ス
の
場
合
に
限
ら
　
　
　
　
す
。
キ
リ
ス
ト
教
修
道
士
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
現
世
否
定

ず
、
終
末
観
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ
れ
、
ま
た
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
論
者
で
は
な
か
っ
た
。

す
な

わち
、
現
世
を
あ
く
ま
で
も
い
ず
れ
過
ぎ
去
る
べ
き
仮
の
世
と
考
　
　
　
（
3
3
）
Ω
m
・
＜
・
b
・
ρ
『
H
・

え
、
来
る
べ
き
終
末
へ
向
か
っ
て
現
世
に
迎
合
す
る
こ
と
な
く
歩
も
う
　
　
　
（
3
4
）
諺
ロ
8
口
ご
即
国
営
ω
8
ポ
H
閏
・
。
。
9

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
修
道
に
お
け
る
終
末
観
は
、
い
　
　
　
（
3
5
）
本
書
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
有
名
な
修
道
士
の
言
行
に
つ
い
て
の

　
わゆ
る
熱
狂
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
も
　
　
　
　
口
頭
伝
承
を
、
修
道
士
の
名
前
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
整
理
し
て
記

　
の

でも
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
明
日
終
末
が
来
る
な
ら
ば
、
修
道
と
　
　
　
　
録
し
た
、
無
名
の
著
者
に
よ
る
五
世
紀
末
の
書
物
で
、
パ
ラ
デ
ィ
ナ
ス

　
いう
行
為
そ
の
も
の
も
無
意
味
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
修
道
　
　
　
　
（
℃
似
一
冨
象
o
ψ
）
の
『
ラ
ウ
ソ
ス
に
献
じ
る
歴
史
』
（
国
凶
ω
ぎ
㎏
貯
い
餌
拐
団
β
。
＄
）

　
に
お
ける
終
末
観
は
、
あ
く
ま
で
終
末
に
至
る
ま
で
の
一
定
の
期
間
を
　
　
　
　
や
作
者
不
明
で
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
（
幻
臨
ロ
島
）
の
ラ
テ
ソ
語
訳
に
よ
っ
て

　
想
定
し

つ
つ
、
そ
の
中
で
終
末
到
来
に
つ
い
て
の
リ
ア
ル
な
意
識
を
失
　
　
　
　
普
及
し
た
『
エ
ジ
プ
ト
修
道
士
の
歴
史
』
（
国
ゆ
ω
8
H
ド
竃
o
口
9
。
。
ゲ
o
旨
日



ぎ
諺
。
σ
q
む
8
）
と
と
も
に
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
修
道
に
つ
い
て

　
の
三
大
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
書
物
の
冒
頭
に
ア
ン
ト
ニ

　
ォ
ス
の
名
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
三
十
八
の
伝
承
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
6
）
　
誤
娼
o
娼
げ
匪
①
σ
q
ヨ
p
冨
℃
国
霞
口
目
゜
諺
眞
o
巳
o
°
。
騎
目
゜

ア

ソ
ト
ニ
オ
ス
の
修
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
九


