
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理

原　
　
島
　
　
　
　
正

　
　
　

序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
本
論は
、
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
「
内
と
外
」
の
論
理
で
、
説
明
す
る
試
み
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
の
指
摘
の
よ
う
に
、
　
「
宗
教
は

心
霊
上
の

事実
で
あ
る
。
哲
学
者
が
自
己
の
体
系
の
上
か
ら
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
こ
の
心
霊
上
の
事
実
を
説
明
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
先
づ
自
己
に
、
或
程
度
に
ま
で
宗
教
心
と
云
ふ
も
の
を
理
解
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
本
論

は
、
必
ず
し
も
哲
学
者
の
立
場
で
の
説
明
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
近
代
日
本
の
特
異
な
る
キ
リ
ス
ト
者
内
村
鑑
三
の
宗
教

思
想
を

全
体と
し
て
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
解
明
に
「
内
と
外
」
と
い
う
論
理
を
用
い
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
　
　
　
・

あ
る
が
、
そ
の
論
理
で
内
村
の
宗
教
思
想
を
整
合
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
一
つ
の
「
教
義
学
」
‘
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
の

でも
な
い
。
内
村
の
書
い
た
も
の
を
読
む
と
、
自
己
の
信
仰
を
表
現
す
る
の
に
「
内
と
外
」
の
論
理
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
で
、
自
覚
的
に
「
内
と
外
」
の
観
点
か
ら
、
内
村
の
宗
教
思
想
全
体
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
論
の
試
み
で
あ
る
。

　　
．
　
内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
こ
う
し
た
試
み
、
す
な
わ
ち
内
村
の
宗
教
思
想
を
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
論
理
と
し
て
解
明
す
る
こ
と
は
、
内
村
の
基
督
教

信仰
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
批
判
が
当
然
予
想
さ
れ
る
の
で
、
本
論
に
入
る
前
に
い
さ
さ
か
の
「
釈
明
」
を
し
て
お
こ

う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
バ
リ
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　内
村
に
よ
れ
ば
、
　
「
基
督
教
は
理
論
に
あ
ら
ず
し
て
事
実
な
り
、
実
験
な
り
、
理
論
の
み
を
以
て
基
督
教
を
悟
ら
ん
と
す
る
は
理
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

み
を
以
て

化
学
を

研究
せ
ん
と
す
る
が
如
く
基
督
教
の
何
物
た
る
か
を
了
解
し
能
は
ざ
る
な
り
。
」
（
「
理
想
的
伝
道
師
」
一
八
九
二
年
）

　
こ
う
し
た
内
村
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
初
期
の
時
代
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
内
村
の
信
仰
は
、
　
〈
事
実
の
信
仰
〉
で
あ
っ
た
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ば
、
　
「
予
定
」
を
問
題
に
す
る
場
合
も
、
予
定
の
論
理
よ
り
も
、
む
し
ろ
事
実
を
示
す
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
内
村
に
あ
っ
て
は
、
「
基
督
教
は
科
学
と
同
じ
よ
う
に
先
づ
第
一
に
事
実
で
あ
り
ま
し
て
、
然
る
後
に
論
理
」
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
、
事
実
優
先
で
あ
り
、
論
理
は
二
の
次
で
あ
る
。
「
基
督
教
は
論
理
を
誇
る
よ
り
も
寧
ろ
事
実
を
告
げ
る
。
若
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

示す
べ
き
事
実
が
な
け
れ
ば
論
理
を
語
ら
な
い
」
と
内
村
は
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
、
　
「
示
す
べ
き
事
実
が
あ
れ
ば
、
論
理
を
語
る
」
と

言え
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
を
無
視
し
て
論
理
だ
け
を
求
め
る
こ
と
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
事
実
に
は
、
そ
の
事
実

を

説明
す
る
た
め
の
論
理
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
勿
論
、
　
〈
事
実
の
信
仰
〉
は
論
理
で
説
明
し
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
説
明

でき
な
い
も
の
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
伝
道
だ
と
す
れ
ば
、
内
村
の
著
作
活
動
は
伝
道
そ
の
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
説
明
の

た
め

に
は
な
んら
か
の
、
論
理
を
必
要
と
す
る
。
言
葉
で
の
説
明
は
、
た
と
え
不
十
分
で
あ
っ
て
も
、
論
理
的
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。

　
本

論は
、
内
村
の
宗
教
思
想
に
は
、
　
「
内
と
外
」
の
論
理
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
立
場
か
ら
、
内
村
の
宗
教
思
想
を

解明
し
よ
う
と
す
る
。
　
「
内
と
外
」
の
論
理
が
果
た
し
て
、
内
村
の
宗
教
思
想
の
解
明
に
充
分
な
る
意
義
を
持
つ
か
ど
う
か
は
、
本
論
全



体
か
ら
判
断
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　　
一
　
「
内
と
外
」
の
論
理
　
そ
の
一

　内
村
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
に
は
一
見
矛
盾
し
た
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。
あ
る
箇
所
で
は
「
外
で
な
く
内
」
と
主
張
し
、
別
の

箇
所
で
は
「
内
で
な
く
外
」
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
主
張
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。

　
（
一
）
外
で
な
く
内
の
論
理

　こ
の
論
理
は
、
道
徳
と
宗
教
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
文
脈
に
見
出
さ
れ
る
。

　
「

道
徳
は外
を
謹
む
に
あ
り
、
信
仰
は
内
を
充
た
す
に
あ
り
、
内
部
の
欠
乏
を
補
ふ
に
外
部
の
装
飾
を
以
て
す
る
、
之
を
道
徳
と
云
ひ
、

　内
部
の
充
実
を
以
て
外
部
の
光
沢
を
加
ふ
、
之
を
信
仰
と
云
ふ
、
道
徳
は
美
な
ら
．
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
信
仰
に
生
采
あ
る
に
如

　
か
ず
、
道
徳
は
抑
圧
な
り
、
信
仰
は
放
射
な
り
、
道
徳
は
機
械
な
り
、
信
仰
は
生
命
な
り
、
道
徳
は
信
仰
の
真
似
に
し
て
其
一
時
的
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　用
た
る
に
過
ぎ
ず
。
」
（
「
道
徳
と
信
仰
」
一
九
〇
五
年
）

　
こ
の
よ
う
に
、
内
科
は
信
仰
と
道
徳
を
「
内
と
外
」
の
違
い
と
し
て
、
両
者
を
対
比
す
る
。
そ
し
て
信
仰
の
も
つ
意
義
を
明
ら
か
に
す

る
。
さ
ら
に
、
境
遇
も
外
な
る
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
対
比
す
る
。

　
「

基
督
教
は内
九
分
に
し
て
外
一
分
な
り
、
内
に
大
な
る
キ
リ
ス
ト
の
王
国
あ
り
て
、
外
に
小
な
る
此
世
の
王
国
あ
り
、
外
、
時
に
は

幽
暗
と
化
す
る
事
あ
り
、
然
れ
ど
も
内
は
益
々
光
輝
を
放
つ
て
燦
燭
た
り
、
基
督
教
は
信
仰
九
分
に
し
て
境
遇
一
分
な
り
、
我
等
何
ぞ

今
の
教
会
信
者
に
微
ひ
て
現
世
的
文
明
を
以
て
境
遇
の
改
善
を
の
み
維
れ
計
ら
ん
や
、
我
等
は
暗
黒
の
裡
に
在
る
も
能
く
内
に
楽
み
て

　
　
　内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
安
全
なる
を
得
る
な
り
。
」
（
「
内
と
外
と
」
一
九
〇
六
年
）

　こ
の
よ
う
に
、
内
村
は
「
境
遇
の
改
善
」
を
も
っ
ぱ
ら
の
関
心
事
と
す
る
当
時
の
教
会
の
在
り
方
を
批
判
し
、
　
「
基
督
教
は
内
九
分
に

し
て
外
一
分
な
り
」
と
、
内
な
る
世
界
の
平
安
を
説
く
。
内
村
の
方
法
は
、
先
ず
内
を
改
造
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
社
会
改
良
も
、
内
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

改
良
さ
れ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
。
聖
書
の
研
究
に
専
念
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ぱ

　
「

最大
の
慈
善
は
衣
食
住
の
改
善
で
は
な
い
、
神
の
言
辞
の
供
給
で
あ
る
、
人
を
外
よ
り
善
く
せ
ん
と
す
る
に
非
ず
し
て
、
内
よ
り
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
め

んと
す
る
に
在
る
、
…
…
。
」
（
「
逆
境
と
生
命
」
一
九
一
六
年
）

　
何
故な
ら
ば
、
　
「
信
仰
は
衷
よ
り
起
る
、
外
よ
り
起
ら
ず
、
神
の
霊
に
因
て
起
る
」
か
ら
で
あ
る
。
　
（
「
信
仰
の
性
質
」
一
九
〇
七
年
）

つま
り
、
内
村
に
と
っ
て
、
信
仰
は
神
の
霊
の
働
き
で
あ
る
。
従
っ
て
実
験
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
信
仰
と
は
「
主
観
的
」
で
あ
る
と

言う
。
　
「
主
観
的
な
る
は
信
仰
の
特
性
な
り
、
主
観
的
な
る
の
故
を
以
て
信
仰
を
排
斥
す
る
者
は
信
仰
其
物
を
排
斥
す
る
者
な
り
。
」
（
同

（
1
2
）

書
）

　以
上
、
紹
介
し
た
よ
う
に
内
村
は
「
外
で
な
く
内
」
の
論
理
を
用
い
て
信
仰
の
説
明
を
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
信
仰
を
説
明

する
た
め
に
、
　
「
内
で
な
く
外
」
の
論
理
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
内
で
な
く
外
の
論
理

　内
村
は
「
外
を
看
よ
」
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
ら

　
「

外
を

看よ
、
内
を
省
る
勿
れ
、
日
に
三
た
び
神
を
仰
ぎ
謄
て
己
を
省
る
勿
れ
、
健
康
は
蒼
き
空
天
に
あ
り
、
清
き
空
気
に
あ
り
、
広

闊
極
り
な
き
神
の
恩
恵
に
あ
り
、
狭
き
室
内
に
臭
気
多
し
、
狭
き
胸
裡
に
何
の
善
き
こ
と
あ
る
な
し
、
清
風
を
し
て
臭
気
を
排
は
し
め
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
こ

聖
霊
を
し
て
邪
慾
を
斥
け
し
め
よ
、
戸
を
開
い
て
外
気
を
入
れ
よ
、
室
内
に
蟄
居
し
て
其
処
に
無
益
の
工
風
を
凝
ら
し
て
、
小
君
子
た
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

んと
努
め
る
勿
れ
、
之
に
神
の
正
義
を
入
れ
て
聖
き
宇
宙
の
人
と
な
れ
よ
」
（
「
外
を
看
よ
」
一
九
〇
四
年
）

　
道
徳が
、
内
省
を
も
っ
ぱ
ら
に
す
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
外
に
目
を
向
け
る
。
目
の
向
け
方
が
違
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
、
内
村
は
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
の
シ
ー
リ
ー
学
長
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
け

　
「内
村
、
君
は
君
の
衷
を
の
み
見
る
か
ら
可
な
い
。
君
は
君
の
外
を
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
何
故
己
に
省
み
る
事
を
止
め
て
十
字
架

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

の

上
に

君
の

罪
を瞭
ひ
給
ひ
し
イ
エ
ス
を
仰
ぎ
謄
な
い
の
か
。
」
（
「
ク
リ
ス
マ
ス
夜
話
1
1
私
の
信
仰
の
先
生
」
一
九
二
五
年
）

　内
村
は
、
こ
の
シ
ー
リ
ー
学
長
の
忠
告
に
よ
っ
て
、
霊
魂
は
醒
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
は
内
村
な
り
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
。
内
村
の
信
仰
告
白
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
内
村
は
、
シ
ー
リ
ー
学
長
か
ら
〈
自
分
の
外
な
る
キ
リ
ス
ト
〉
を
示
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の

であ
る
。
　
「
信
仰
は
読
ん
で
字
の
如
く
に
自
己
以
外
の
者
を
信
じ
仰
ぐ
事
で
あ
る
。
」
（
「
目
の
向
け
方
」
一
九
二
六
年
）

　そ
れ
で
は
、
何
故
「
内
で
な
く
外
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
内
を
省
み
て
も
罪
の
自
己
し
か
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

内
に
罪
人
な
る
自
己
を
見
出
す
が
故
に
、
外
を
仰
ぐ
の
で
あ
る
。
外
を
仰
ぐ
こ
と
で
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
外
に
救
い
の
根

拠
を

置く
の
で
あ
る
。

　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
「

我等
の
罪
の
赦
免
の
確
証
は
我
が
衷
に
在
る
の
で
は
な
く
し
て
、
我
が
外
な
る
燭
護
山
上
に
立
て
ら
れ
し
十
字
架
に
於
て
あ
る
の
で

　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち

　あ
る
、
我
が
義
と
せ
ら
る
エ
も
亦
同
じ
で
あ
る
、
是
れ
亦
我
が
衷
の
事
で
は
な
く
し
て
我
が
外
の
事
で
あ
る
。
」
　
（
「
信
仰
の
強
弱
」

　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
一
九
一
五
年
）

　
そ
の
こ
と
は
聖
化
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

　
「

我
れ
未
だ

聖
めら
れ
ざ
ら
ん
乎
、
．
我
は
唯
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
、
イ
エ
ス
を
我
が
義
、
我
が
聖
と
認
め
し
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
そ
　
　
み
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
は自
省
は
我
に
無
用
で
あ
る
、
我
は
神
の
恩
恵
を
確
か
め
ん
た
め
に
我
が
膀
を
見
詰
む
る
の
必
要
は
更
ら
に
無
い
の
で
あ
る
、
上
を
傭

　
　
　
内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
い
て

十
字架
上
の
イ
エ
ス
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
、
下
を
敵
て
自
己
を
探
る
べ
き
で
は
な
い
、
自
己
は
何
処
ま
で
も
罪
の
自
己
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
に
て

　自
己
の
探
究
其
極
に
ま
で
及
ぶ
も
我
等
は
其
内
に
罪
の
外
何
物
を
も
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
ニ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ほ
ぎ
み
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
み
つ

　
　実
に
聖
め
ら
れ
ん
と
欲
す
る
乎
、
自
己
を
視
る
勿
れ
、
自
己
を
忘
れ
よ
、
唯
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
を
仰
謄
よ
、
然
ら
ば
自
か
ら
求
め

　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　ざ
る
に
自
つ
か
ら
聖
め
ら
れ
る
べ
し
。
」
（
同
書
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　さ
ら
に
、
内
村
は
「
真
の
信
仰
は
客
観
的
で
あ
つ
て
主
観
的
で
な
い
。
我
等
の
為
に
十
字
架
に
釘
け
ら
れ
し
イ
エ
ス
を
仰
ぎ
見
る
事
で

あ
つ
て
、
我
等
の
罪
に
満
ち
た
る
自
己
を
顧
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
『
善
な
る
者
は
我
れ
即
ち
我
肉
に
居
ら
ざ
る
を
知
る
』
と
パ
ウ
ロ
は
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

う
た
（
ロ
マ
書
七
章
十
八
節
）
。
」
（
「
現
代
神
学
に
就
て
」
一
九
二
四
年
）

　
こ
の
主
張
は
、
先
に
紹
介
し
た
内
村
の
信
仰
の
説
明
「
主
観
的
な
る
は
信
仰
の
特
性
な
り
、
主
観
的
な
る
の
故
を
以
て
信
仰
を
排
斥
す

る
者
は
信
仰
其
物
を
排
斥
す
る
者
な
り
」
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
信
仰
の
説
明
な
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
では
、
内
村
に
と
っ
て
、
信
仰
は
主
観
で
も
あ
り
、
客
観
で
も
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
よ
う
。

　そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「

我
は

主観
せ
ず
、
又
客
観
せ
ず
、
我
は
我
が
霊
魂
の
救
主
な
る
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
を
観
じ
奉
る
、
彼
は
我
に
あ
ら
ず
、
故
に
彼
を
観

　奉
る
は
客
観
す
る
な
り
、
然
れ
ど
も
彼
は
我
が
霊
に
宿
り
給
ふ
者
な
れ
ば
我
は
自
我
の
如
く
に
彼
を
感
じ
奉
る
な
り
、
我
は
イ
エ
ス
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　リ
ス
ト
を
観
じ
奉
り
て
、
主
観
的
に
も
、
亦
客
観
的
に
も
我
が
神
を
拝
し
奉
る
な
り
。
」
　
（
「
救
主
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
」
一
九
〇
七
年
）

　イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
我
に
あ
ら
ず
。
そ
れ
故
に
客
観
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
我
が
霊
に
宿
り
、
自
我
の

如
く
に
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
主
観
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
内
村
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
神
を
客
観
的
に

も
主
観
的
に
も
拝
す
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。



　
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
外な
る
キ
リ
ス
ト
に
は
客
観
す
る
。
内
な
る
キ
リ
ス
ト
に
は
主
観
す
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
神
を
拝
す
る
。
其
の
意
味
で
は
、
信
仰

は
、
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
で
あ
り
、
同
時
に
客
観
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
私
た
ち
が
信
ず
る
の
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
か

ら
し
て
、
こ
の
文
章
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
我
は
主
観
せ
ず
、
又
客
観
せ
ず
」
な
の
で
あ
る
。

　
大
切
な

の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
「
観
じ
奉
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
主
観
か
客
観
か
は
そ
の
信
仰
の
説
明
と
し
て
言
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
内
か
外
か
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
内
か
外
か
を
あ
れ
か
こ
れ
か
で
述
べ
る
と
同
時
に
、
内
村
は
「
内
と
外
」
と
し
て
信
仰
を

説明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
「
内
で
あ
り
亦
外
で
あ
る
」
の
論
理
を
紹
介
し
よ
う
。

　
（
三
）
内
と
外
の
論
理

　内
村
は
天
に
召
さ
れ
る
前
年
一
九
二
九
年
十
一
月
二
十
目
に
「
預
言
研
究
の
必
要
」
と
題
す
る
文
章
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
一

九

三
〇年
に
遺
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
「
信
仰
は
内
で
あ
り
亦
外
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「

信仰
は
内
で
あ
り
亦
外
で
あ
る
。
眼
に
見
ゆ
る
外
な
る
物
の
証
明
に
併
せ
て
眼
に
見
え
ざ
る
内
な
る
霊
の
承
認
あ
り
て
確
乎
動
か
ざ

　る
信
仰
が
あ
る
の
で
あ
る
。
信
仰
は
内
に
限
ら
れ
て
神
秘
化
し
、
夢
の
如
き
も
の
と
成
り
て
消
え
易
く
あ
る
。
又
外
に
限
ら
れ
て
浅
薄

　
に
成り
、
政
治
経
済
と
類
を
同
う
し
、
此
世
の
勢
力
と
化
す
る
の
虞
れ
が
あ
る
。
信
仰
も
亦
健
全
な
る
身
体
の
如
く
に
二
本
の
足
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
た
ね
ばな
ら
ぬ
。
外
な
る
歴
史
と
天
然
と
、
内
な
る
確
信
と
道
義
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
「
預
言
研
究
の
必
要
」
一
九
三
〇
年
）

　内
村
に
よ
れ
ば
、
信
仰
は
内
な
る
確
信
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
外
な
る
事
実
ー
具
体
的
に
は
天
然
と
歴
史
の
事
実
に
関
わ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
天
然
と
は
「
神
が
造
り
給
ひ
し
万
物
の
総
称
」
で
あ
り
、
歴
史
と
は
「
神
が
そ
の
聖
意
を
行
ひ
給
う
道
筋
」
で
あ
る
。
そ
し
て

預
言と
は
、
そ
の
神
の
聖
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
預
言
研
究
が
信
仰
に
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
内
村
鑑
三
に
お
内
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



八

　内
村
の
文
章
を
引
用
し
ょ
う
。

　
「…
…
健
全
な
る
信
仰
に
内
外
の
両
面
が
あ
る
。
内
に
信
じ
又
外
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
又
、
外
に
も
亦
両
面
が
あ
る
、
天
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
エ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　と
歴
史
と
で
あ
る
。
天
然
は
神
が
造
り
給
ひ
し
万
物
の
総
称
で
あ
る
。
歴
史
は
神
が
其
聖
意
を
行
ひ
給
ふ
道
筋
で
あ
る
。
天
地
万
物
と

　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　日
々
の
出
来
事
、
信
仰
は
之
に
関
連
す
る
者
で
あ
り
、
之
を
以
て
養
は
れ
、
強
め
ら
れ
、
導
か
る
工
者
で
あ
る
。
神
は
無
智
な
る
牧
師

　
伝
道師
の
如
く
に
、
唯
信
ぜ
よ
と
言
ひ
て
、
信
仰
の
み
を
以
て
我
等
に
迫
り
給
は
な
い
。
天
を
指
し
、
地
を
示
し
て
、
世
界
人
類
の
成

　行
に
徴
し
て
我
等
に
信
仰
を
勧
め
給
ふ
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
信
仰
は
信
仰
の
み
の
信
仰
で
は
な
い
、
大
宇
宙
大
世
界
を
参
考
に
し
て
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
つ
信
仰
で
あ
る
。
」
（
「
同
書
」
）

　内
村
は
、
一
八
八
五
年
八
月
十
日
付
け
の
新
島
裏
あ
て
の
書
簡
（
英
交
）
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「

小
生
は

過
去三
、
四
年
間
思
考
を
め
ぐ
ら
し
て
来
た
自
分
の
神
学
を
完
成
し
た
い
と
願
っ
て
ま
す
。
　
（
か
か
る
傍
若
無
人
の
言
葉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
お
許し
下
さ
い
。
）
小
生
に
は
聖
書
は
、
聖
三
位
一
体
と
は
別
の
一
つ
の
三
位
一
体
ー
人
と
、
天
然
と
、
聖
書
自
体
と
の
三
位
一
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
具
現し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
」

　内
村
に
と
っ
て
の
聖
書
は
、
聖
書
・
天
然
・
歴
史
の
三
者
で
あ
っ
た
。
　
「
聖
書
は
一
書
で
な
い
三
書
で
あ
る
。
聖
書
と
天
然
と
歴
史
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

あ
る
。
」
　
（
「
預
言
研
究
の
必
要
」
）
そ
の
三
者
は
、
父
・
子
・
聖
霊
の
三
位
一
体
と
は
別
の
三
位
一
体
を
具
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

内
村
は
若
き
日
か
ら
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「

我
は

聖
書と
天
然
と
歴
史
と
を
究
め
ん
か
な
、
而
か
し
て
是
等
三
者
の
上
に
我
が
信
仰
の
基
礎
を
定
め
ん
か
な
、
神
の
奥
義
と
天
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
文
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
の

事実
と
人
類
の
実
験
、
…
…
我
が
信
仰
を
是
等
三
足
の
上
に
築
い
て
我
に
誤
謬
な
か
ら
ん
乎
」
（
「
信
仰
の
鼎
足
」
一
九
〇
三
年
）

　内
村
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
の
信
仰
を
外
な
る
事
実
で
あ
る
天
然
と
歴
史
に
そ
の
基
礎
を
置
く
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
内
な
る
事
実
を



無
視
する
の
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
内
な
る
事
実
を
究
め
る
と
同
時
に
、
外
な
る
事
実
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰
を
深
め
、
確
固
た
る
も
の

　
　
　
　
　
　
（
ゐ
）

に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
預
言
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
内
村
の
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
村
が
聖
書
・
歴
史
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
ひ
　
　
　
　
　
こ
エ
ろ

天然
に
神
の
御
業
が
示
さ
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
　
「
救
済
は
人
の
心
霊
に
の
み
限
ら
な
い
、
彼
の
肉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

体
、
社
会
国
家
、
全
世
界
、
全
宇
宙
に
ま
で
及
ぶ
べ
き
な
の
で
あ
る
。
」
（
「
祈
薦
の
範
囲
　
最
善
の
賜
物
」
一
九
一
五
年
）
と
い
う
、
全

体
論
思考
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　内
村
は
基
督
者
の
望
み
で
あ
る
主
の
再
臨
に
は
、
深
い
理
由
が
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「第
一
に
聖
書
之
を
明
示
し
、
第
二
に
我
霊
之
に
応
答
し
、
第
三
に
天
然
之
に
賛
同
し
、
第
四
に
歴
史
之
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
留
）

　
の真
理
で
あ
る
以
上
は
局
部
的
真
理
に
非
ず
し
て
全
般
的
真
理
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
」
（
「
望
の
理
由
」
一
九
一
八
年
）

　内
村
は
こ
の
全
般
的
真
理
、
聖
書
・
歴
史
・
天
然
に
関
わ
る
真
理
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
内
村
の
信
仰
が
開
か
れ
た
も

の

であ
り
、
天
然
と
歴
史
の
出
来
事
に
あ
れ
だ
け
関
心
を
示
し
た
の
も
、
神
の
真
理
を
全
般
的
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
由
来
し
た
こ
と
が
、

判
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
「
信
仰
は
内
で
あ
り
亦
外
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

　と
こ
ろ
で
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
内
村
の
「
内
と
外
」
の
論
理
は
、
彼
の
宗
教
思
想
が
天
然
と
歴
史
へ
と
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を

示し
て
い
る
が
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
へ
と
集
中
し
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
内
村
に
あ
っ
て
は
、
キ

リ
ス
ト
へ
の
集
中
と
、
天
然
と
歴
史
へ
の
開
け
が
と
も
に
、
　
「
内
と
外
」
の
論
理
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
内
村

の

天
然観
、
歴
史
観
（
当
然
聖
書
観
も
含
め
て
）
が
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
論
と
そ
の
論
理
に
お
い
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。

　そ
こ
で
、
次
に
内
村
の
キ
リ
ス
ト
論
を
「
内
と
外
」
の
論
理
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
。

内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
九



一
〇

　
　
　

二　
「
内
と
外
」
の
論
理
　
そ
の
二

　
（
一
）
外
な
る
キ
リ
ス
ト
（
我
々
の
外
な
る
出
来
事
と
し
て
の
十
字
架
）

　
前節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
内
村
に
と
っ
て
の
救
い
は
私
た
ち
の
内
に
は
な
く
、
外
な
る
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
た
。

　
「我
が
義
は
我
が
外
に
在
り
、
十
字
架
に
釘
け
ら
れ
し
神
の
子
に
於
て
在
り
。
我
が
内
に
於
て
あ
ら
ず
。
我
は
己
を
省
み
る
時
に
堕
落

　し
、
キ
リ
ス
ト
を
仰
ぎ
謄
る
時
に
向
上
す
る
。
自
分
で
自
分
を
責
む
る
程
愚
か
な
る
事
は
な
い
。
自
分
が
義
で
あ
り
得
や
う
筈
は
な
い
。

　自
分
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
、
而
し
て
今
尚
ほ
不
義
で
あ
る
。
我
が
義
は
我
れ
な
ら
ざ
る
キ
リ
ス
ト
に
於
て
在
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
「
日
々
の
生
涯
」
　
一
九
二
四
（
大
正
十
三
年
）
八
月
十
」
日
）

　内
村
に
と
っ
て
、
十
字
架
に
よ
る
罪
の
贈
い
は
、
我
々
の
外
な
る
出
来
事
と
し
て
、
既
成
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
過
去
の

事実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
外
な
る
キ
リ
ス
ト
は
、
内
な
る
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
聖
霊
と
し
て
私
た
ち
の
内
に
宿
り
給
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
次
に
内
な
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
聖
霊
に
つ
い
て
内
村
の
信
仰
を
紹
介
し
よ
う
。

　
（
二
）
内
な
る
キ
リ
ス
ト
（
我
々
の
内
な
る
出
来
事
と
し
て
の
聖
霊
）

　内
村
は
聖
霊
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「

聖
霊
は

現在
の
事
実
で
あ
る
、
聖
霊
に
由
り
て
基
督
教
は
単
に
過
去
又
は
未
来
の
事
に
あ
ら
ず
し
て
、
現
在
目
下
の
事
と
な
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

あ
る
。
」
（
「
我
が
衷
な
る
キ
リ
ス
ト
」
一
九
二
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
聖
霊
が

現在
の
事
実
で
あ
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
村
は
〈
神
人
一
体
〉
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の

霊と
人
の
霊
と
が
一
つ
と
な
る
た
め
、
我
が
内
に
キ
リ
ス
ト
が
働
き
給
う
の
で
あ
る
。
救
い
の
完
成
も
内
に
聖
霊
が
働
く
こ
と
で
成
就
す



る
。
ロ
マ
書
八
章
の
主
題
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「神
は
内
外
よ
り
我
等
を
救
ひ
給
ふ
の
で
あ
る
、
外
に
神
の
御
業
を
示
し
て
我
等
を
救
ふ
こ
と
ー
之
れ
（
『
羅
馬
書
』
）
第
七
章
ま
で
の
主

題
で
あ
る
、
内
に
聖
霊
を
働
か
し
め
て
我
等
の
救
い
を
完
成
す
る
こ
と
1
之
れ
第
八
章
の
主
題
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
『
羅
馬
書
の
研
究
』
一
九
一
二
年
）

　さ
ら
に
、
内
村
は
「
我
と
キ
リ
ス
ト
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「

キ
リ
ス
ト
の
如
く
成
る
に
あ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
と
成
る
な
り
、
其
手
と
な
り
、
足
と
な
る
な
り
、
我
は
己
に
死
し
て
キ
リ
ス
ト
を
我

　
に
在り
て
活
か
し
む
る
な
り
、
然
ら
ば
我
は
欲
せ
ざ
る
も
キ
リ
ス
ト
の
如
く
成
ら
ざ
る
を
得
ず
、
我
と
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
は
道
徳
的

　
にあ
ら
ず
、
生
命
的
な
り
、
キ
リ
ス
ト
は
我
が
教
師
に
あ
ら
ず
、
我
が
救
主
な
り
、
我
が
生
命
な
り
、
又
我
が
復
活
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
「
我
と
キ
リ
ス
ト
」
一
九
〇
六
年
）

　こ
の
よ
う
に
「
我
と
キ
リ
ス
ト
」
と
の
関
係
を
生
命
と
し
て
理
解
す
る
背
景
に
は
、
内
村
が
若
き
目
以
来
親
し
ん
で
き
た
生
物
学
の
教

養
が
あ
る
。
内
村
は
「
基
督
教
は
生
物
学
で
あ
る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「

基
督
教
は

道
義
学
に

非ず
、
生
物
学
な
り
、
道
徳
を
伝
へ
て
人
を
教
へ
ん
と
は
為
さ
ず
し
て
、
生
命
を
供
し
て
彼
を
活
か
さ
ん
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　る
者
な
り
、
キ
リ
ス
ト
は
教
師
に
あ
ら
ず
、
生
命
な
り
。
」
（
「
新
生
物
学
」
一
九
〇
五
年
）

　以
上
紹
介
し
た
〈
外
な
る
キ
リ
ス
ト
〉
と
〈
内
な
る
キ
リ
ス
ト
〉
は
、
再
臨
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
一
つ
に
な
る
。
そ
こ
で
、
次
に

〈内
と
外
な
る
出
来
事
と
し
て
の
再
臨
〉
に
つ
い
て
の
内
村
の
信
仰
を
紹
介
し
ょ
う
。

　
（
三
）
内
と
外
な
る
キ
リ
ス
ト
（
内
と
外
な
る
出
来
事
と
し
て
の
再
臨
）

　内
村
に
よ
れ
ば
、
十
字
架
を
仰
い
で
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
て
義
と
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
て
、
聖
霊
に
導
か
れ
て
聖
め

　
　
　
内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

ら
れ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
て
再
臨
を
待
つ
こ
と
で
贋
わ
れ
る
。
ど
こ
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
中
心
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

始ま
っ
た
救
い
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
。
そ
の
再
臨
に
は
、
外
的
方
面
と
内
的
方
面
が
あ
る
。

　
「

基
督
再臨
に
は
内
外
の
二
方
面
が
あ
る
、
…
…
殊
に
黙
示
録
に
表
は
れ
た
る
も
の
は
外
よ
り
す
る
再
臨
で
あ
る
、
即
ち
キ
リ
ス
ト
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ば

　
上よ
り
此
世
に
来
臨
し
て
神
に
従
ふ
者
に
大
恩
恵
を
施
し
、
神
に
逆
ふ
者
を
悉
く
鞠
き
給
ふ
と
云
ぶ
こ
と
で
あ
る
、
そ
し
て
其
事
は
聖

　書
に
明
記
し
て
あ
る
こ
と
に
し
て
、
聖
書
を
信
ず
る
者
は
誰
人
と
錐
も
拒
否
し
得
ざ
る
大
教
理
で
あ
る
、
実
に
再
臨
と
は
神
の
子
が
天

　
の
万
軍
を
率
ゐ
其
栄
光
を
以
て
此
地
に
再
び
臨
み
来
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
、
普
通
基
督
再
臨
と
し
て
唱
へ
ら
る
ム
こ
と
は
重
に
之
れ

　
　
　
　
　
　
　

の

　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
で
あ
る
、
即
ち
外
的
再
臨
で
あ
る
。
」

　
け

れど
も
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
は
他
の
方
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
信
者
の
心
霊
内
に
築
か
れ
る
内
的
再
臨
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ロ
　
む
　
む

　
「…
…
聖
書
は
又
再
臨
の
他
の
方
面
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
、
是
れ
即
ち
内
的
再
臨
で
あ
る
、
け
だ
し
基
督
再
臨
と
は
唯
外
的
の
出

　
来事
に
あ
ら
ず
し
て
信
者
の
申
に
既
に
起
れ
る
霊
の
働
き
の
外
に
現
は
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
再
臨
に
は
内
外
の
両
方
面

　
が
あ
つ
て
、
内
な
る
方
面
は
信
者
の
心
霊
内
に
築
か
る
二
も
の
で
あ
る
、
（
中
略
）
信
者
は
聖
書
の
権
威
に
依
て
再
臨
を
信
ず
る
に
止
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　ら
ず
己
が
衷
に
聖
霊
の
証
明
を
有
し
て
、
内
外
両
方
面
よ
り
再
臨
を
窺
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
基
督
再
臨
の
二
方
面
」
一
九
二
〇
年
L
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　内
村
に
よ
れ
ば
、
「
健
全
な
る
再
臨
信
仰
は
外
よ
り
の
再
臨
と
内
な
る
霊
的
実
験
と
の
二
を
合
せ
た
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
ぬ
。
」

（「同
書
」
）
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
っ
て
、
内
と
外
は
一
つ
に
な
り
、
救
い
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
的
方
面

と
外
な
る
方
面
は
互
い
に
刺
激
し
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
を
深
め
、
豊
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
内
な
る
霊
の
働
き
が
、
外
な
る
キ

リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
確
か
な
る
基
礎
を
与
え
る
。
さ
ら
に
外
な
る
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
再
臨
の
キ
リ
ス
ト
を
待
ち

の

望
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
霊
は
よ
り
豊
か
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
の
救
い
は
、
内
と
外
と
な
る
キ
リ
ス
ト



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
）

によ
っ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
内
村
の
宗
教
思
想
を
「
内
と
外
」
の
論
理
か
ら
再
構
成
し
て
み
た
。

　
　
　

結　
　
論

　本
論
に
は
、
な
ん
ら
の
結
論
は
な
い
。
最
後
に
内
村
の
宗
教
思
想
に
は
、
西
田
哲
学
の
〈
終
末
論
的
平
常
底
〉
と
相
似
た
も
の
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
「内
と
外
」
と
題
さ
れ
た
次
の
文
章
を
先
ず
紹
介
し
よ
う
。

　
「肉
の
事
に
就
て
は
普
通
の
人
た
れ
、
霊
の
事
に
就
て
は
特
別
の
人
た
れ
、
世
が
見
て
は
普
通
の
農
夫
た
れ
、
普
通
の
職
工
た
れ
、
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

　
通
の

商
人
たれ
、
然
り
、
止
む
を
得
ざ
る
場
合
に
於
て
は
普
通
の
官
吏
た
る
も
可
な
り
、
然
れ
ど
も
神
の
眼
よ
り
見
て
は
此
世
の
属
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と

　る
勿
れ
、
籍
を
天
国
に
置
く
聖
徒
た
れ
、
キ
リ
ス
ト
と
僧
に
歩
む
神
の
子
た
れ
、
外
は
他
の
人
と
異
な
ら
ん
と
欲
す
る
勿
れ
、
唯
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
く
　
　
ま
し
ま

　神
の
光
を
宿
し
て
暗
き
世
に
在
て
其
暗
黒
を
照
ら
す
べ
し
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
鑑
み
よ
、
彼
は
身
に
木
匠
に
在
し
て
霊
は
神
の
独
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
に在
せ
り
、
処
世
の
方
向
に
迷
ふ
青
年
某
に
語
り
し
所
。
」
（
「
内
と
外
」
一
九
〇
四
年
）

　こ
の
丈
章
は
、
再
臨
運
動
の
十
年
以
上
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
村
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
日
常
性
、
な
い
し
は
普
通
で

あ
る
こ
と
の
重
視
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
内
に
お
け
る
信
仰
の
深
ま
り
は
、
外
に
あ
っ
て
は
、
普
通
の
人
と
し
て
日
々
の
仕
事
に
従
事

する
こ
と
の
勧
め
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
内
村
の
宗
教
思
想
と
西
田
哲
学
の
「
終
末
論
的
平
常
底
」
と
の
間
に
は
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ

（
3
9
）

る
。
　
「
終
末
論
的
平
常
底
」
と
は
、
内
村
の
信
仰
に
即
し
て
説
明
す
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
終
末
論
的
で
あ
り
な
が
ら
、
つ
ま
り
、
イ
エ
ス

　
　
　
内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ



一
四

・

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
る
私
た
ち
の
救
い
の
完
成
に
希
望
を
託
し
て
生
き
な
が
ら
も
、
そ
の
生
活
が
日
常
生
活
の
軽
視
と
な
ら
ず
、
か

え
っ
て
、
日
常
生
活
を
終
末
に
お
け
る
祝
福
の
先
取
り
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
普
通
の
人
と
し
て
生
き
よ
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

こ
と
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
内
村
が
信
仰
と
と
も
に
常
識
を
「
必
要
な
る
も
の
二
つ
」
と
し
て
重
ん
じ
る
の
は
、
と
か
く
す
る
と
、
精
神

主
義
にな
り
、
非
常
識
な
信
仰
に
な
り
が
ち
な
こ
と
へ
の
警
告
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
西田
の
場
合
は
、
臨
済
録
を
引
用
し
て
、
　
「
終
末
論
的
平
常
底
」
の
立
場
を
説
明
し
て
い
る
。
内
村
の
場
合
は
、
聖
書
の
信
仰
に
生
き

る
こ
と
が
、
普
通
の
人
と
な
る
こ
と
へ
の
勧
め
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
西
田
と
内
村
と
は
、
そ
の
信
仰
の
拠
り
所
を
異
に
し
な
が

ら
も
、
相
似
た
宗
教
理
解
と
な
る
こ
と
は
、
と
て
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
「

キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
文
化
」
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
示
唆
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
『
内
村
鑑
三
研
究
』
第
六
号
　
一
九
七
六
年

（1
）
　
本
論
文
は
、
一
九
八
八
年
三
月
三
一
日
明
治
学
院
大
学
で
開
催
さ
　
　
　
　
三
、
　
「
事
実
の
信
仰
（
中
）
ー
内
村
鑑
三
の
根
底
に
あ
る
も
の
」

　
れ
た
日
本
基
督
教
学
会
関
東
支
部
会
で
の
研
究
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
　
　
　
　
　
『
内
村
鑑
三
研
究
』
第
九
号
　
一
九
七
七
年

　
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
　
「
『
救
済
史
』
と
『
世
界
史
』
の
接
点
－
内
村
鑑
三
の
神
学
」

（2
）
　
本
論
文
は
、
筆
者
の
内
村
鑑
三
研
究
の
中
間
報
告
で
あ
る
。
従
っ
　
　
　
　
　
『
内
村
鑑
三
研
究
』
第
十
四
号
　
一
九
八
〇
年

　
て
、
い
ま
だ
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
れ
　
　
　
　
五
、
　
「
内
村
鑑
三
と
『
身
体
の
救
い
』
」

　
ま
で
書
い
た
論
交
に
基
づ
い
て
論
述
し
て
い
る
。
詳
し
い
展
開
は
次
の
　
　
　
　
　
『
基
督
教
学
研
究
』
第
五
号
　
一
九
八
二
年

拙稿
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
、
　
「
内
村
鑑
三
と
西
田
哲
学
」

　
一
、
　
「
〈
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
〉
日
本
教
会
史
－
透
谷
・
鑑
三
の
場
合
」
　
　
　
　
　
　
『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
史
研
究
会
報
告
』
第
十
二
号
一
九
八
四
年

　　
『
日
本
の
神
学
』
十
五
　
一
九
七
六
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
十
一

　
二
、
　
「
事
実
の
信
仰
（
上
）
i
内
村
鑑
三
の
根
底
に
あ
る
も
の
」
　
　
　
　
　
　
　
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
七
九
年
第
三
版
　
三
七
一
頁



　
（
4
）
　
「
内
と
外
」
の
観
点
か
ら
の
宗
教
思
想
の
分
析
と
し
て
、
次
の
論
　
　
　
　
る
。
此
場
合
の
主
観
を
論
理
的
に
純
化
す
れ
ば
認
識
主
観
の
概
念
が
生

　
　交
が
あ
る
。
片
柳
俊
子
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
『
外
』
と
『
内
』
に
つ
い
　
　
　
ず
る
。
又
内
な
る
も
の
を
現
象
学
に
於
け
る
純
粋
意
識
の
如
き
も
の
と

　
　
て
の

一
考察
」
　
『
基
督
教
学
研
究
』
第
二
号
　
一
九
七
九
年
　
　
　
　
　
　
　
し
て
考
へ
れ
ば
、
之
を
超
越
す
る
一
切
（
時
間
空
間
的
存
在
の
み
な
ら

　
　
　

「内
と
外
」
は
哲
学
の
問
題
で
も
あ
る
。
伊
藤
吉
之
助
編
輯
『
岩
波
　
　
　
　
ず
、
純
粋
意
識
以
外
の
本
質
一
般
）
が
外
な
る
も
の
と
し
て
対
立
す

　
　
哲
学
小
辞典
』
増
訂
版
一
九
五
三
年
第
一
〇
刷
発
行
に
叙
述
さ
れ
て
い
　
　
　
　
る
。
」
同
書
九
〇
一
頁

　
　る
コ
浮
一
8
ω
0
8
内
と
外
」
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
『
内
村
鑑
三
全
集
』
第
一
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
八
一
年

　
　
　

「内
外
の
別
は
或
一
定
の
限
界
を
有
す
る
領
域
に
対
し
て
初
め
て
云
　
　
　
　
二
七
二
頁
。
以
下
『
内
村
鑑
三
全
集
』
か
ら
の
引
用
は
巻
と
頁
だ
け
で

　
　
ひ得
る
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
領
域
の
異
な
る
に
従
つ
て
、
内
或
は
外
　
　
　
　
表
示
す
る
。
な
お
、
傍
点
は
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
原
文
に
付
い
て

　
　と
さ
れ
る
も
の
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
例
へ
ば
物
質
、
自
然
の
　
　
　
　
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　如
き
領
域
に
就
て
云
へ
ば
、
そ
の
絶
対
的
に
内
な
る
も
の
は
我
々
の
経
　
　
　
（
6
）
　
「
予
定
の
教
義
」
一
九
〇
四
年
十
二
巻
　
一
八
二
頁
。

　
　
験
に
は到
達
し
得
ず
、
我
々
の
経
験
し
得
る
の
は
た
だ
外
官
の
対
象
と
　
　
　
　
「
問
、
…
私
は
今
よ
り
予
定
は
信
仰
上
の
事
実
で
あ
る
乎
、
其
事
に
就

　
　し
て
即
ち
現
象
と
し
て
の
い
は
ば
外
的
な
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
カ
ソ
　
　
　
　
て
伺
い
た
く
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　ト
）
。
　
故
に
内
外
の
区
別
は
必
ず
し
も
内
在
性
と
超
越
性
の
別
に
応
ず
　
　
　
　
答
、
私
は
貴
下
が
予
定
の
論
理
よ
り
は
先
づ
其
事
実
に
就
て
御
尋
ね
に

　
　る
も
の
で
は
な
い
が
、
心
的
現
象
、
意
識
作
用
、
主
観
な
ど
が
物
的
現
　
　
　
　
な
り
ま
し
た
事
を
甚
だ
喜
び
ま
す
、
何
故
と
な
れ
ば
予
定
は
基
督
教
の

　
　象
、
外
的
対
象
、
客
観
等
に
比
し
て
よ
り
直
接
的
領
域
と
考
え
ら
れ
る
　
　
　
　
他
の
教
義
と
均
し
く
、
其
事
実
を
示
す
こ
と
は
其
論
理
を
述
ぶ
る
よ
り

　
　
から
、
前
者
に
属
す
る
も
の
は
内
、
後
者
に
属
す
る
も
の
は
外
と
な
さ
　
　
　
　
も
容
易
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
、
基
督
教
は
科
学
と
同
じ
や
う
に
先
づ
第

　
　れ
、
従
つ
て
此
場
合
に
は
内
在
性
と
超
越
性
の
意
味
に
近
い
。
こ
の
場
　
　
　
　
一
に
事
実
で
あ
り
ま
し
て
、
然
る
後
に
論
理
で
あ
り
ま
す
、
然
る
に
兎

　
　合
で
も
次
の
如
き
色
々
の
場
合
を
含
み
得
る
。
一
）
経
験
的
心
理
的
見
　
　
　
　
角
理
論
好
き
の
日
本
人
は
事
実
を
探
ら
な
い
で
先
づ
論
理
を
究
め
ん
と

　
　
地…
此
見
地
で
は
凡
て
の
意
識
現
象
は
内
な
る
も
の
、
其
対
象
た
る
時
　
　
　
　
欲
し
ま
す
、
是
れ
彼
等
の
宗
教
研
究
な
る
も
の
が
常
に
堕
胎
に
終
る
原

゜

　
間
空
間
的
存
在
は
外
な
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
此
区
別
は
常
識
に
基
く
　
　
　
　
因
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
」

　
　も
の
で
あ
る
か
ら
理
論
的
に
は
曖
昧
で
あ
る
。
二
）
論
理
的
認
識
論
的
　
　
　
（
7
）
　
「
基
督
教
は
僅
か
に
来
世
の
存
在
を
教
ゆ
る
に
止
ま
ら
な
い
、
基

　
　見
地
…
内
と
外
は
此
場
合
に
は
屡
主
観
、
客
観
の
対
立
と
し
て
現
は
れ
　
　
　
　
督
教
は
単
に
来
世
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
と
は
云
は
な
い
、
基
督
教
は

内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



一
六

論
理
を

語る
よ
り
も
寧
ろ
事
実
を
告
げ
る
、
若
し
示
す
べ
き
事
実
が
な
　
　
　
　
い
L
の
で
あ
る
。
内
か
ら
外
へ
の
論
理
で
あ
る
。
　
「
吾
等
の
霊
魂
と
肉

け

れ
ば
論
理
を

語ら
な
い
、
他
の
事
に
就
て
も
爾
う
で
あ
る
、
来
世
存
　
　
　
　
体
と
は
二
つ
全
く
別
物
で
は
な
い
か
ら
、
霊
魂
が
清
ま
れ
ば
肉
体
も
自

在問
題
に
就
て
も
爾
う
で
あ
る
。
」
「
基
督
教
の
来
世
観
に
関
す
る
明
白
　
　
　
　
つ
と
潔
ま
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
故
に
基
督
信
者
が
社
会
改
良
に
熱
心

な
る
事
実
」
一
九
〇
五
年
　
十
三
巻
　
　
二
七
七
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
な
る
の
は
自
然
の
勢
い
で
あ
つ
て
、
彼
は
敢
て
義
務
に
強
ひ
ら
れ
て

（8
）
　
十
三
巻
　
一
一
入
頁
～
一
一
九
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
を
為
さ
ん
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
の
本
性
が
彼
を
し
て
之
を
為

（9
）
　
十
四
巻
　
一
七
六
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
讐
る
を
得
ざ
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。
L

（1
0
）
　
「
基
督
信
徒
と
社
会
改
良
」
一
九
〇
一
年
を
参
照
。
九
巻
三
三
二
　
　
　
　
　
内
村
に
は
霊
魂
と
肉
体
と
の
二
元
論
は
な
い
。
両
者
は
相
互
に
影
響

頁～
三
三
七
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
合
う
の
で
あ
る
。
霊
魂
の
救
い
は
自
ず
と
、
肉
体
の
救
い
へ
と
導
か

　
内
村
は
「
若
し
人
生
の
終
局
の
目
的
な
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
是
　
　
　
　
れ
る
の
で
あ
る
。
内
村
に
あ
っ
て
は
、
内
と
外
は
ど
こ
ま
で
も
一
つ
で

は福
音
の
宣
伝
で
あ
る
と
思
ふ
。
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
社
会
改
良
　
　
　
　
あ
る
。
た
と
え
、
そ
れ
が
希
望
に
於
い
て
で
あ
っ
て
も
。

にも
従
事
す
る
、
と
言
う
、
「
社
会
改
良
は
吾
等
の
本
職
で
は
な
い
が
、
　
　
　
　
右
記
論
文
を
発
表
し
た
翌
年
の
「
第
三
回
角
筈
夏
期
講
談
会
」
の
開

然
し
吾
等
独
特
の
仕
事
で
あ
る
、
此
世
を
重
ぜ
ざ
る
基
督
信
者
が
最
も
　
　
　
　
会
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヲ
ド
フ
ク
ス

有力
な
る
此
世
の
改
革
者
で
あ
る
と
は
逆
説
の
如
く
に
聞
え
て
実
は
最
　
　
　
　
　
「
今
や
改
革
の
火
の
手
は
甚
熾
ん
で
す
が
要
す
る
に
外
面
的
求
心
的

も
著
明
な
る
事
実
で
あ
る
。
」
そ
れ
で
は
、
福
音
の
宣
伝
と
社
会
改
良
　
　
　
　
の
姑
息
法
で
あ
り
ま
す
、
私
共
の
求
め
る
改
良
法
は
求
心
的
で
な
く
遠

と
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
。
内
村
に
よ
れ
ば
「
真
正
の
改
革
は
　
　
　
　
心
的
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
外
面
よ
り
の
改
革
で
な
く
内
側
よ
り

衷
よ
り
始
ま
る
者
で
あ
つ
て
外
よ
り
来
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
社
会
　
　
　
の
改
革
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
、
今
の
世
に
禁
酒
会
と
い
ふ
が
行
は

改良
と
称
し
て
多
く
は
外
よ
り
為
さ
ん
と
す
る
改
革
の
到
底
永
久
的
の
　
　
　
　
れ
て
居
り
ま
す
が
、
成
程
酒
盃
の
こ
と
位
は
禁
酒
会
の
力
で
や
め
ら
れ

も
の
で
な
い
事
は
善
く
分
つ
て
居
る
。
」
け
れ
ど
も
、
「
外
よ
り
す
る
の
　
　
　
　
る
に
し
ま
し
て
も
、
人
心
根
本
の
改
良
は
区
々
た
る
人
間
の
力
、
文
部

改
革
も
亦
多
く
の
場
合
に
於
て
は
内
よ
り
す
る
の
改
革
を
助
く
る
も
の
　
　
　
　
省
の
倫
理
教
育
を
以
て
成
功
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
十
巻

であ
る
か
ら
、
仮
令
皮
相
の
改
革
で
あ
る
と
知
り
つ
エ
も
吾
等
は
熱
心
　
　
　
二
七
七
頁

に
其実
行
を
計
る
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
外
か
ら
内
の
論
理
が
示
さ
　
　
　
　
　
人
間
を
根
本
か
ら
改
革
す
る
も
の
は
聖
書
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
ど

れ
て

いる
。
逆
に
「
内
に
聖
い
者
は
外
に
も
亦
た
清
か
ら
ざ
る
を
得
な
　
　
　
村
の
主
張
で
あ
る
。
コ
：
聖
書
の
教
ほ
ど
人
々
の
良
心
を
鋭
敏
く
す
る



　も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
、
私
共
は
文
部
省
の
倫
理
教
育
や
仏
教
に
そ
の
　
　
　
　
る
者
で
あ
る
。
L
（
同
書
　
同
頁
）

　
様な
力
が
あ
ろ
う
と
は
夢
に
も
信
ず
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
」
同
巻
　
　
（
1
6
）
二
一
巻
二
一
〇
頁

　
二
七
八
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
二
一
巻
　
二
〇
八
頁
～
二
〇
九
頁
　
゜

　
小原
信
『
内
村
鑑
三
の
生
涯
』
P
H
P
研
究
所
、
一
九
九
二
年
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
二
八
巻
　
一
六
四
頁

　
二
ご
二
頁
、
二
五
五
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
村
に
よ
れ
ば
「
現
代
神
学
は
イ
エ
ス
の
人
格
並
に
内
的
生
命
を
以

（1
1
）
　
二
三
巻
　
七
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
其
の
研
究
の
主
題
と
す
る
。
旧
神
学
の
如
く
に
彼
の
受
肉
、
復
活
、

（1
2
）
　
十
五
巻
　
一
五
八
頁
全
文
を
引
用
し
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昇
天
、
再
臨
等
に
注
意
し
な
い
。
現
代
神
学
は
其
根
本
に
於
て
主
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
ひ

　
「

信仰
は
先
き
に
主
観
的
に
し
て
後
に
客
観
的
な
り
、
先
き
に
客
観
的
　
　
　
　
で
あ
る
。
」
そ
し
て
「
救
極
と
は
主
と
し
て
自
己
意
識
よ
り
脱
す
る
事

　
に
し
て
後
に
主
観
的
な
る
に
あ
ら
ず
、
信
仰
は
衷
よ
り
起
る
、
外
よ
り
　
　
　
　
で
あ
る
。
」
そ
の
点
で
は
コ
外
な
る
世
界
の
実
在
を
主
張
す
る
唯
物
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

起ら
ず
、
神
の
霊
に
因
て
起
る
、
人
の
証
明
に
由
て
起
ら
ず
、
余
輩
は
　
　
　
　
は
、
自
己
意
識
の
病
的
探
求
に
没
頭
す
る
現
代
神
学
に
勝
る
こ
と
数
等

聖書
が
肉
体
の
復
活
を
伝
ふ
れ
ば
と
て
之
を
信
ぜ
ず
、
余
輩
の
衷
に
肉
　
　
　
　
で
あ
る
。
」
と
内
村
は
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

体
を
復
活
せ
し
む
る
に
足
る
の
能
を
確
認
す
る
が
故
に
此
事
に
関
す
る
　
　
　
　
　
別
の
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

聖書
の
記
事
を
信
ず
る
な
り
、
主
観
的
た
る
は
信
仰
の
特
性
な
り
、
主
　
　
　
　
「
健
全
な
る
宗
教
ば
第
一
に
主
観
的
で
な
く
し
て
客
観
的
で
あ
る
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
せ
ん

観
的
な
る
の
故
を
以
て
信
仰
を
排
斥
す
る
者
は
信
仰
其
物
を
排
斥
す
る
　
　
　
　
省
的
で
な
く
し
て
仰
階
的
で
あ
る
、
人
は
己
が
内
を
如
何
程
探
る
と
も

者な
り
。
」
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
内
に
真
善
真
美
を
発
見
す
る
事
は
出
来
な
い
、
『
善
な
る
者
は
我
れ
即

（1
3
）
　
十
二
巻
　
四
二
頁
～
四
三
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
我
肉
に
居
ら
ざ
る
を
知
る
L
と
パ
ウ
ロ
は
日
ふ
た
（
ロ
マ
書
七
章
十

（1
4
）
　
二
九
巻
　
三
四
三
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
節
）
心
の
底
を
掘
り
尽
す
と
も
其
所
に
神
を
看
出
す
事
は
出
来
な
い
、

（1
5
）
　
三
〇
巻
　
四
四
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
我
』
は
何
処
ま
で
も
罪
の
我
で
あ
る
、
　
『
心
は
万
物
よ
り
も
偽
は
る

　
コ

基
督
信
者
は自
己
を
顧
る
者
で
は
な
い
、
目
を
自
己
以
外
の
者
に
注
　
　
　
　
者
に
し
て
甚
だ
悪
し
』
と
あ
る
が
如
し
（
エ
レ
ミ
ヤ
記
十
七
章
九
節
）
、

ぐ
者
で
あ
る
。
己
が
義
又
聖
を
己
が
内
に
持
つ
者
に
あ
ら
ず
し
て
、
己
　
　
　
　
心
理
の
解
剖
精
細
を
極
む
る
と
も
之
を
以
て
神
と
真
理
と
を
織
出
す
事

が外
な
る
キ
リ
ス
ト
に
於
て
有
つ
者
で
あ
る
。
基
督
信
者
は
自
省
者
で
　
　
　
　
は
出
来
な
い
、
神
は
我
が
外
に
在
ま
す
、
我
が
衷
に
在
ま
さ
な
い
、
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

な
い
、
仰
謄
者
で
あ
る
。
目
を
挙
げ
て
十
字
架
上
の
神
の
子
を
仰
ぎ
謄
　
　
　
　
は
彼
が
我
が
衷
に
探
る
を
廃
め
て
我
が
外
に
探
る
べ
き
で
あ
る
、
我
が

内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



一
八

　
む
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

義
、
我
が
聖
、
我
が
順
は
十
字
架
に
釘
け
ら
れ
し
イ
エ
ス
に
於
て
在
る
、
　
　
　
い
の
で
あ
る
。
彼
等
は
信
仰
は
心
の
内
の
事
で
あ
る
と
の
み
思
ひ
、
其

　
　
　
　
　
　
あ
ふ
ぎ
み

其所
に
彼
を
仰
膿
て
我
は
我
が
求
む
る
神
を
視
、
我
が
欲
す
る
平
安
を
　
　
　
　
強
き
証
明
を
此
世
の
出
来
事
に
於
て
見
な
い
。
聖
書
は
明
か
に
信
仰
養

獲
る
の
で
あ
る
、
内
省
的
宗
教
は
不
健
全
で
あ
る
、
虚
で
あ
る
、
空
で
　
　
　
　
成
の
為
に
預
言
研
究
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
を
説
く
に
関
わ
ら
ず
、

あ
る
、
労
多
く
し
て
無
益
で
あ
る
、
信
仰
の
目
的
物
を
我
れ
以
外
、
十
　
　
　
　
今
日
の
信
者
全
体
は
預
言
抜
き
の
聖
書
に
由
つ
て
其
信
仰
を
養
は
ん
と

字
架
上
の

キ
リ
ス
ト
に
於
て
求
め
得
て
我
が
希
望
は
充
た
さ
れ
、
我
は
　
　
　
　
し
つ
エ
あ
を
。
L
「
預
言
研
究
の
必
要
」
三
二
巻
　
　
三
四
〇
頁

新
た
な
る
力
を
獲
て
鷲
の
如
く
翼
を
張
り
て
昇
り
、
走
れ
ど
も
疲
れ
ず
、
　
　
（
2
6
）
　
二
一
巻
　
二
三
二
頁

歩
め
ど
も
倦
ま
ざ
る
に
至
る
（
イ
ザ
ヤ
書
四
十
章
三
一
節
）
。
」
「
健
全
な
　
　
　
　
筆
者
の
内
村
研
究
は
自
然
科
学
者
内
村
、
社
会
思
想
家
内
村
、
聖
書
学

る
宗
教
」
（
一
九
一
九
年
八
月
）
二
五
巻
　
七
四
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
内
村
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
と
い

（1
9
）
　
十
五
巻
　
十
一
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
の
も
、
内
村
の
宗
教
思
想
に
聖
書
と
天
然
と
歴
史
を
貫
く
も
の
が
あ

（2
0
）
　
三
二
巻
　
三
三
八
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（2
1
）
　
三
二
巻
　
三
三
九
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
）
　
二
四
巻
　
七
八
頁

（2
2
）
　
三
六
巻
　
一
九
二
頁
原
文
は
英
語
。
訳
文
は
教
文
館
版
『
内
村
　
　
　
（
2
8
）
　
三
四
巻
　
三
三
七
頁
～
三
三
八
頁

鑑
三
日
記
書
簡
全
集
』
五
　
一
六
七
頁
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
二
六
巻
　
五
〇
五
頁
～
五
〇
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

原
文
を引
用
し
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
「
…
（
『
羅
馬
書
』
第
）
七
章
ま
で
は
神
と
人
の
関
係
を
説
き
八
章
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
、
．

Hゲ餌
く
Φ
げ
。
詔
。
く
窪
四
山
。
ω
貯
Φ
8
8
旨
巳
。
富
謹
昏
。
9
0
σ
q
ざ
　
　
　
　
神
と
人
と
の
合
一
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
、
関
係
は
関
係
だ
け
で
止
ま

ミ
寓
o
げ
H
げ
簿
く
o
げ
o
o
ロ
昏
冒
録
ロ
α
q
h
o
H
魯
o
喝
ロ
霧
。
。
o
H
艀
属
゜
・
°
（
国
図
・
　
　
　
つ
て
は
未
完
成
で
あ
る
、
こ
の
関
係
の
発
展
す
る
と
こ
ろ
遂
に
合
一
、

。房
o
ヨ
o
剛
o
吋
ω
口
島
窪
爵
9
0
口
゜
。
≦
o
民
゜
・
y
日
o
日
矯
日
ぼ
山
臣
。
国
匡
。
　
　
　
　
一
致
、
融
合
に
ま
で
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
此
の
合
一
は
実
に
霊

一〇
〇訂
冒
犀
o
匪
o
o
目
げ
o
象
目
o
口
け
o
｛
㊤
け
昌
巳
な
ぴ
o
。
。
置
o
ω
昏
Φ
缶
o
ξ
　
　
　
　
と
霊
の
合
一
を
以
て
起
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
先
づ
霊
と
霊
が
合
一
す
れ
ば

日
臨巳
け
矯
㌦
H
旨
窪
ロ
ミ
§
℃
ミ
妹
ミ
魯
器
山
導
恥
切
。
轟
μ
富
巴
h
．
、
　
　
　
　
　
　
相
互
の
最
も
深
き
所
に
於
て
合
一
し
た
の
で
あ
る
故
、
そ
の
他
の
合
一

（2
3
）
　
三
二
巻
三
三
九
頁
内
村
の
聖
書
観
は
別
に
論
じ
る
。
　
　
　
　
　
　
も
当
然
実
現
さ
る
エ
の
で
あ
る
、
そ
し
て
神
の
霊
は
キ
リ
ス
ト
の
霊
で

（2
4
）
　
十
一
巻
　
二
〇
一
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
、
又
聖
霊
で
あ
る
、
こ
の
聖
霊
が
信
者
の
心
に
臨
ん
で
そ
の
霊
と

（2
5
）
　
「
今
の
基
督
信
者
は
其
実
際
的
信
仰
生
涯
に
於
て
預
言
を
顕
み
な
　
　
　
　
一
致
融
合
す
る
時
謂
ゆ
る
神
人
合
一
は
実
現
せ
ら
る
エ
の
で
あ
る
、
之



を

説き
し
も
の
が
第
八
章
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
六
頁

　
（
『
羅
馬
書
の
研
究
』
一
九
二
二
年
）
二
六
巻
　
　
二
八
二
頁
　
　
　
　
　
　
　
「
神
は
キ
リ
ス
ト
に
在
り
て
人
に
臨
み
、
人
は
キ
リ
ス
ト
に
在
り
て
神

内
村
が
〈
神
人
合
体
〉
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
章
を
二
つ
引
用
し
　
　
　
　
に
近
づ
く
、
神
人
合
体
は
今
や
詩
人
の
夢
想
に
あ
ら
ず
、
人
は
キ
リ
ス

て

お
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
に
由
ら
ず
し
て
神
に
到
る
能
は
ず
、
神
は
キ
リ
ス
ト
に
於
て
の
み
自

「問
、
神
の
霊
は
如
何
に
し
て
意
志
即
ち
人
の
霊
を
感
化
す
る
や
。
　
　
　
　
　
己
を
顕
は
し
給
へ
り
、
キ
リ
ス
ト
は
天
と
地
と
の
接
触
点
な
り
、
神
と

答
、
直
に
人
の
霊
に
入
り
て
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
と
の
間
に
立
つ
中
保
者
な
り
、
キ
リ
ス
ト
は
途
な
り
、
罪
の
人
が
聖

問
、
霊
が
霊
に
入
る
と
は
如
何
な
る
事
ぞ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
神
に
到
る
の
途
な
り
、
彼
に
在
て
我
等
は
神
の
子
供
た
る
を
得
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た

答
、
霊
が
霊
に
入
る
と
は
二
つ
の
霊
が
融
合
し
て
一
つ
の
霊
と
な
る
　
　
　
り
、
天
に
在
す
我
等
の
父
の
完
全
き
が
如
く
、
我
等
も
完
全
く
な
る
を

　　
こ
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
得
る
な
り
。
」
（
「
神
人
合
体
の
事
実
」
一
九
〇
五
年
）
十
三
巻
　
二
六
四

間
、
如
斯
き
事
は
実
際
有
り
得
る
事
か
、
又
為
し
得
る
事
か
。
　
　
　
　
　
　
頁
～
二
六
五
頁

答
、
其
為
し
得
る
事
、
有
り
得
る
事
た
る
を
吾
等
は
吾
等
の
実
験
に
　
　
　
（
3
1
）
　
二
六
巻
　
二
八
一
頁

　
　
依
て
知
る
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
村
の
聖
霊
に
つ
い
て
の
信
仰
は
別
に
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
こ
で

問
、
其
時
の
実
験
は
如
何
な
る
も
の
ぞ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
次
の
文
章
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

答
、
其
時
吾
等
は
自
身
非
常
に
強
く
な
り
し
を
感
ず
、
前
に
慕
は
し
　
　
　
　
「
『
風
は
己
が
ま
ム
に
吹
く
、
汝
其
声
を
聞
け
ど
も
何
処
よ
り
来
り
何
処

　
　
か
り
し
者
は
今
は
憎
む
べ
き
者
と
な
り
、
憎
む
べ
き
者
は
愛
す
べ
　
　
　
　
へ
往
く
を
知
ら
ず
、
凡
て
霊
に
由
て
生
ま
る
エ
者
は
如
此
し
』
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
う
ち
モ
と
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
き
者
と
な
る
な
り
、
聖
書
に
謂
ふ
所
の
「
是
故
に
人
キ
リ
ス
ト
に
　
　
　
通
り
で
あ
る
（
ヨ
ハ
ネ
伝
三
章
入
節
）
。
物
に
は
内
外
の
別
が
あ
る
が
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
在
る
と
き
は
新
た
に
造
ら
れ
た
る
者
な
り
　
旧
は
去
て
皆
な
新
し
　
　
　
　
に
は
其
別
が
無
い
の
で
あ
る
。
」
（
コ
目
力
と
他
力
」
一
九
二
五
年
）
二
九

　
　
く
な
る
な
り
」
と
は
此
事
を
指
し
て
云
ふ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
　
二
五
三
頁
（
傍
点
引
用
者
）

　
　
更
に
云
は
ん
と
欲
す
、
神
人
合
体
と
は
斯
か
る
事
を
指
し
て
謂
　
　
　
（
3
2
）
　
十
四
巻
　
二
四
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
む
　
む

　
　
ふ
な
ら
ん
と
信
ず
、
神
と
人
と
の
場
合
に
於
て
は
合
体
は
合
霊
な
　
　
　
（
3
3
）
　
十
三
巻
　
二
九
頁
　
内
村
の
生
命
観
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
後
の

　
　
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
其
は
神
は
霊
な
れ
ば
彼
は
霊
に
於
て
の
み
人
　
　
　
　
課
題
で
あ
る
。

　
　
と
合
同
し
得
れ
ば
な
り
。
」
（
「
救
霊
問
答
」
一
九
〇
二
年
）
十
巻
　
　
　
　
（
3
4
）
　
「
完
全
な
る
救
極
」
一
九
二
〇
年
　
内
村
に
よ
れ
ば
、
　
「
徹
頭
徹

内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
内
と
外
」
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ゆ
み

尾
信仰
で
あ
る
。
信
仰
に
始
ま
り
て
信
仰
に
終
る
、
之
れ
神
の
基
督
者
　
　
　
　
に
ま
で
引
き
上
ぐ
る
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
識
は
吾
人
の
歩
程
を
地
上

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
よ
り
要
求
し
給
う
唯
一
の
態
度
唯
一
の
条
件
で
あ
る
。
此
点
に
於
て
基
　
　
　
　
に
確
か
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
、
信
仰
は
吾
人
を
し
て
卑
し
き
思
想

督教
の
福
音
に
法
然
親
欝
の
教
え
と
酷
似
す
る
所
が
あ
る
、
彼
等
が
我
　
　
　
　
を
懐
か
ざ
ら
し
め
、
常
識
は
吾
人
を
し
て
常
道
以
外
の
事
を
信
ぜ
ら
し

国
救
ひ
し
は
其
信
仰
本
位
の
単
純
な
る
福
音
に
由
て
父
あ
つ
た
、
基
督
　
　
　
　
む
、
熱
せ
し
む
る
は
信
仰
で
あ
つ
て
、
静
か
な
ら
し
む
る
は
常
識
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
こ
　
か
ん
が
え

教
の
救
極
も
亦
然
り
、
」
な
の
で
あ
る
。
二
五
巻
　
二
六
〇
頁
～
二
六
　
　
　
　
る
、
信
仰
は
善
き
心
を
生
じ
、
常
識
は
慧
き
思
考
を
起
す
、
信
仰
は
精

　
一
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
で
あ
つ
て
、
常
識
は
方
法
で
あ
る
、
爾
う
し
て
常
識
は
信
仰
を
実
行

（3
5
）
　
二
五
巻
　
四
九
一
頁
～
四
九
二
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
、
世
に
恐
る
べ
き
事
と
て
常
識
に
由

（3
6
）
　
二
五
巻
　
四
九
三
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ず
し
て
信
仰
を
実
行
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
な
い
。
L

（3
7
）
　
内
村
の
キ
リ
ス
ト
論
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
　
　
　
　
　
「
必
要
な
る
も
の
二
つ
（
信
仰
と
常
識
）
」
一
九
〇
四
年
　
十
二
巻
　
四

　
キ
リ
ス
ト
は
内
で
あ
り
外
で
あ
る
。
否
、
霊
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
　
　
　
三
六
頁

　
キ
リ
ス
ト
に
も
内
外
の
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
内
村
の
終
末
　
　
　
（
1
4
）
　
「
臨
済
は
仏
法
無
用
功
処
、
祇
是
平
常
無
事
、
濁
尿
送
尿
、
著
衣

思想
に
つ
い
て
は
、
別
の
論
文
で
詳
細
に
論
じ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喫
飯
、
困
来
却
臥
、
愚
人
笑
我
、
智
之
知
焉
と
云
ふ
。
併
し
か
玉
る
語

（3
8
）
　
十
六
巻
　
二
七
九
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
終
末
論
的
な
る
所
、
即
ち
平
常
底
で
あ
る

（3
9
）
　
内
村
の
宗
教
思
想
と
西
田
哲
学
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
、
問
題
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
」
西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
『
西
田

　
の
指
摘
に
と
ど
め
る
。
別
の
機
会
に
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
幾
多
郎
全
集
』
十
一
巻
　
四
四
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（0
4
）
　
「
（
必
要
な
る
も
の
）
其
第
一
は
信
仰
で
あ
る
、
信
仰
の
な
い
者
に
　
　
　
（
姐
）
　
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
内
村
が
キ
リ
ス
ト
教
、
西
田
哲
学
が
日
本

　
は
輩
固
な
る
所
が
な
い
、
信
仰
は
霊
魂
の
生
命
で
あ
る
、
是
あ
り
て
詩
　
　
　
　
文
化
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
の
親
近
性
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

　も
あ
れ
ば
熱
望
も
あ
る
の
で
あ
る
、
信
仰
な
く
し
て
人
世
は
一
つ
の
機
　
　
　
　
は
な
い
。
内
村
の
宗
教
思
想
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
と
、
西

械
に
過
ぎ
な
い
、
詰
ら
な
い
、
味
の
な
い
、
意
味
の
な
い
者
と
て
、
信
　
　
　
　
田
哲
学
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
を
、
同
じ
く
す
る
何
か
が
あ

仰
の
な
い
生
涯
の
如
き
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
こ
ろ
を
仮
に
鈴
木
大
拙
が
言
う
と
こ

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
必
要な
る
も
の
の
第
二
は
常
識
で
あ
る
、
常
識
な
く
し
て
は
折
角
の
　
　
　
　
ろ
の
「
日
本
的
霊
性
」
と
名
付
け
て
お
こ
う
。
筆
者
の
内
村
研
究
の
究

信仰
も
迷
信
と
成
り
易
く
あ
る
、
若
し
信
仰
は
吾
人
の
頭
脳
を
雲
の
上
　
　
　
　
極
目
的
は
、
こ
の
「
日
本
的
霊
性
」
を
明
ら
め
る
こ
と
で
あ
る
。


