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一　
は
じ
め
に

　あ
る
と
き
講
義
の
中
で
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
た
と
え
を
話
し
、
学
生
に
書
い
て
も
ら
っ
た
レ
ポ
ー
ト
を
読
ん
で
驚
い
た
こ
と
が
あ

る
。
数
名
の
学
生
が
、
助
け
た
サ
マ
リ
ア
人
と
共
に
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
祭
司
と
レ
ビ
人
も
同
じ
位
や
さ
し
い
と
書
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
学
生
に
よ
れ
ば
敢
え
て
助
け
な
い
「
や
さ
し
さ
」
が
あ
る
と
い
う
。
今
日
隣
人
愛
や
や
さ
し
さ
を
語
る
こ
と
は
と
て
も
困
難
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
敢
え
て
助
け
な
い
や
さ
し
さ
、
こ
れ
は
強
盗
に
襲
わ
れ
た
「
あ
る
人
」
に
と
っ
て
の

「恥
ず
かし
さ
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
確
か
に
学
生
達
の
想
像
力
も
乏
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
従
来
よ
り
日
本

社
会
に
は
被
害
を
恥
と
見
な
し
隠
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
う
し
た
傾
向
を
考
え
れ
ば
学
生
達
の
主
張
も
納
得
で
き
る
か
も
知
れ
な

い
。
こ
れ
以
上
は
本
論
と
か
か
わ
り
が
な
い
の
で
止
め
て
お
く
が
、
こ
う
し
た
や
さ
し
さ
や
愛
の
問
題
は
従
来
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
解

答
で
は
全
く
話
に
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
愛
」
と
い
う
主
題
は
そ
の
本
質
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
愛
の
宗
教
と
言
わ
れ
、
筆

者も
そ
の
点
に
異
議
を
挟
も
う
と
は
思
わ
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
関
し
て
事
情
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
思

生成
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在
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五
二

う
。
た
だ
そ
の
場
合
、
こ
の
「
愛
」
が
思
想
と
し
て
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
根
本
を
規
定
す
る
論
理
と
し
て
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
ま
だ
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
本
来
愛
と
は
気
持
ち
、
感
情
、
あ
る
い
は
心

の問
題
で
あ
り
、
言
葉
や
思
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
践
、
働
き
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
思
想
と
し
て
、
あ
る
い
は
思
想
を

規
定す
る
論
理
と
し
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
は
、
や
は
り
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
古
代
キ
リ
ス

ト
教
思
想
研
究
に
お
い
て
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
非
常
に
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
神
論
、
特
に
受
肉
論
に
関
し

て新
約
聖
書
か
ら
は
三
つ
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
か
ら
は
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
選
び
、
ま
だ
ま
だ
粗
削
り
の
試
作
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
リ

て

試
験的
に
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

ニ　
生
成
の
論
理
と
存
在
の
論
理

　
小論
で
は
、
ま
ず
最
初
に
愛
を
基
に
し
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
規
定
す
る
論
理
と
し
て
「
存
在
の
論
理
」
と
「
生
成
の
論
理
」
と
い
う

も
の
を
提
示
し
た
い
。
形
式
面
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
存
在
と
働
き
と
の
関
係
を
述
べ
る
二
つ
の
思
考
モ
デ
ル
で
あ
る
。
存
在
と
い
っ
て

も
こ
の
場
合
は
本
質
存
在
を
指
し
、
述
語
存
在
が
問
題
と
な
る
が
、
存
在
の
論
理
と
は
、
物
の
存
在
に
従
っ
て
そ
の
働
き
が
導
出
さ
れ
る

論
理を
言
う
。
も
の
が
何
か
で
あ
る
、
そ
れ
故
そ
の
も
の
が
あ
る
働
き
を
働
く
。
そ
の
場
合
も
の
の
存
在
は
そ
の
働
き
の
原
因
と
な
っ
て

いる
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
を
原
因
と
し
た
論
理
と
い
う
意
味
で
「
存
在
の
論
理
」
と
呼
び
た
い
。
反
対
に
生
成
の
論
理
と
は
次
の
よ
う

な
事
を
言
う
。
も
の
が
あ
る
働
き
を
働
く
、
そ
れ
故
に
そ
の
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
働
き
を
為
す
何
か
で
あ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
合

は
働
き
か
ら
そ
の
働
き
に
相
応
し
い
存
在
が
生
成
す
る
。
働
き
を
原
因
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
「
働
き
の
論
理
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
し



　
　
　
　
　
　
か
し
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
神
論
に
こ
れ
を
当
て
は
め
て
み
る
と
、
こ
の
働
き
は
「
生
成
」
と
し
て
捉

　
　
　
　
　
　
え
ら
れ
て
い
る
。
元
来
そ
う
で
は
な
い
も
の
が
、
そ
の
存
在
を
越
え
る
生
成
の
働
き
に
よ
っ
て
新
た
に
何
か
で
あ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
「
生
成
の
論
理
」
と
呼
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　

生成
の
論
理
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
元
来
も
の
の
存
在
と
働
き
と
は
相
関
関
係
に
あ
り
、
例
え
ば
人
間
で
あ

　
　
　
　
　
　
れ
ば

人間
と
し
て
の
働
き
を
な
し
、
馬
で
あ
れ
ば
馬
と
し
て
の
働
き
を
な
す
。
わ
れ
わ
れ
が
通
常
あ
る
も
の
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　姿
形
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
働
く
か
を
観
る
。
や
さ
し
い
行
為
を
す
る
人
に
つ
い
て
は
「
や
さ
し
い
人
」
と

　
　
　
　
　
　判
断
す
る
し
、
何
か
悪
い
こ
と
を
す
る
人
に
つ
い
て
は
「
悪
い
人
」
と
判
断
す
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
判
断
、
認
識
の
順
序
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　物
事
の
順
序
と
は
反
対
に
な
る
。
物
事
は
そ
の
存
在
に
し
た
が
っ
て
働
く
が
、
わ
れ
わ
れ
は
物
事
の
働
き
か
ら
そ
の
存
在
を
判
断
す
る
。

　
　
　
　
　
　こ
れ
は
「
そ
れ
自
体
」
（
も
Φ
同
ω
O
）
と
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
（
ρ
β
8
q
ロ
o
ω
）
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
知
ら
れ
て
い
る
順
序
の
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ
リ

　
　
　
　
　
　
違
であ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
言
う
「
生
成
の
論
理
」
と
は
、
判
断
、
認
識
の
順
序
の
事
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
物
事
の
存
在
自
体

　
　
　
　
　
　
がそ
の
働
き
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
言
う
。
分
か
り
易
い
例
を
挙
げ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
教
師
と
し
て
教
壇
に
立
ち
、
授
業
と
い
う
働
き
を

　
　
　
　
　
　
働く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
「
教
師
で
あ
る
」
こ
と
が
成
立
す
る
。
も
し
授
業
を
し
な
い
で
一
生
を
過
ご
そ
う
と
す
れ
ば
、
わ
れ

　
　
　
　
　
　
わ

れは
教
師
と
し
て
の
存
在
を
失
う
。
ま
た
文
章
を
一
枚
も
書
か
ず
し
て
「
作
家
で
あ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
働
き
か
ら
そ
の
存

p
　
　
　
　
　
在
が
判
断
、
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
働
き
か
ら
存
在
が
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
生
成
の
論
理
に
お
い
て
は
働
き
を
欠
い

　
　
　
　
　
　
て存
在
と
い
う
こ
と
は
成
立
し
な
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
順
序
で
は
な
く
、
も
の
の
存
在
と
生
成
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
但し
教
師
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
生
成
の
論
理
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
社
会
的
存
在
の
次
元
に
定
位
さ
れ
、
自
然
の
秩
序

　
　
　
　
　
　
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
社
会
的
機
能
性
、
個
人
の
才
能
の
開
花
な
ど
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
い
く
ら
わ
れ
わ
れ
が

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
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五
四

犬
の
真
似
を
し
て
、
犬
ら
し
く
ふ
る
．
ま
っ
て
も
犬
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
的
働
き
の
欠
如
、
あ
る
い
は

非
人
間
的
行
為
を
働
く
こ
と
に
よ
り
社
会
的
に
「
人
」
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
自
然
の
次
元
で
「
人
間
」

でな
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
自
然
の
秩
序
に
お
い
て
は
生
成
の
論
理
で
は
な
く
、
存
在
の
論
理
が
支
配
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
は
敢
え
て
こ
の
生
成
の
論
理
が
い
わ
ば
自
然
の
秩
序
に
ま
で
拡
大

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
場
合
に
は
最
初
そ
の
存
在
と
働
き
と
が
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
代
わ
っ
て
そ
の
働

き
か
ら
新
た
に
存
在
が
生
じ
る
。
そ
の
典
型
が
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
か
ら
九
節
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
論
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
神
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
よ
う
と
は
思
わ
ず
、
か
え
っ
て
自
分
を
無
に

し
て
、
僕
の
身
分
に
な
り
、
人
間
と
同
じ
も
の
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
人
間
の
姿
で
現
れ
、
へ
り
く
だ
っ
て
、
死
に
至
る
ま
で
、
そ
れ

も
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
神
は
キ
リ
ス
ト
を
高
く
上
げ
、
あ
ら
ゆ
る
名
に
ま
さ
る
名
を
お
与
え
に
な

　
　
　
　
　
ハ
る
ロ

り
ま
し
た
。

こ
の
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
か
ら
九
節
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
論
は
、
キ
リ
ス
ト
が
神
と
等
し
い
も
の
「
で
あ
る
」
（
d
O
o
o
↑
＜
ρ
ρ
）
こ

と
に
固
執
せ
ず
、
自
身
を
無
に
し
て
、
僕
の
姿
を
取
り
人
間
の
よ
う
に
「
な
っ
た
」
（
冨
ま
焉
く
。
の
）
の
で
、
神
が
キ
リ
ス
ト
を
高
め
、
至

高
の
名
を
与
え
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
存
在
と
生
成
が
自
覚
的
に
対
比
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
に
関
し
て
生
成
の
働
き
に
強
調

が
お

か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
ま
さ
に
自
己
を
無
と
し
て
奴
隷
と
な
る
と
い
う
そ
の
働
き
の
内
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
神
性
の
啓
示
を
認
識
し
た
。
従
っ
て
こ
の
働
き
の
故
に
キ
リ
ス
ト
は
神
と
な
る
。
神
的
存
在
で
は
な
く
、
い
わ
ば
愛
の
働
き
の
内
に



神
的
生
成
を
見
た
。
即
ち
こ
う
し
た
働
き
を
働
く
も
の
が
、
む
し
ろ
神
と
し
て
生
成
す
る
。
こ
こ
で
は
主
語
と
い
う
も
の
は
思
惟
の
眼
差

し
の
中
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
働
き
と
生
成
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
基
の
自
体
的
で
主
体
的
存
在
を
問
い
、
既
に
こ
こ
で
は
「
神
が
」

（主語
）
で
は
な
い
か
と
考
え
た
く
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
無
用
な
問
い
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
働
き
か
ら
の
存
在
の
帰
結
が
重
要

であ
る
。
こ
の
意
味
で
「
神
」
と
い
う
名
称
は
、
あ
る
働
き
を
働
く
も
の
の
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
働

き
と
結
び
付
け
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
救
済
行
為
を
働
か
な
い
神
と
い
う
も
の
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
働

き
に
先
立
つ
存
在
は
肯
定
的
に
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
否
定
的
に
、
克
服
す
べ
き
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
か

ら
九
節
で
は
、
神
で
あ
る
か
ら
そ
う
し
た
働
き
を
働
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
で
あ
る
が
そ
の
神
性
を
克
服
し
て
、
と
否
定
的
に
捉
え

ら
れ
る
。
「
神
で
あ
る
」
と
は
宇
宙
の
秩
序
、
存
在
の
秩
序
に
お
い
て
最
高
位
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
反
面
そ
れ
は
そ
の
位
置

に
固
定
さ
れ
、
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
神
で
あ
る
」
と
い
う
神
的
存
在
は
一
種
の
制
限
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
は
い
わ
ば
突
破

さ
れ
る
。
そ
の
突
破
に
よ
っ
て
神
は
神
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
で
あ
る
こ
と
を
中
断
し
、
人
間
と
な
る
。
今
度
は
そ
の
働
き
を
基

に
神
と
し
て
現
成
し
、
啓
示
に
基
づ
い
て
こ
の
働
き
の
内
に
神
性
の
生
成
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
愛
の
働
き
の
故
に
神
と
し
て
の
存

在
が
生
成
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　し
か
し
次
に
そ
こ
か
ら
思
想
が
発
展
し
、
反
転
す
る
。
神
と
い
う
も
の
が
予
め
救
済
の
働
き
を
基
に
捉
え
ら
れ
て
い
き
、
神
的
存
在
と

は
そ
も
そ
も
人
類
愛
の
神
、
救
済
を
働
く
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
今
度
は
神
的
存
在
か
ら
救
済
行
為
が
導
き

出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
存
在
の
論
理
」
が
適
用
さ
れ
て
く
る
。
例
え
ば
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
第
一
ヨ
ハ
ネ
書
四
章
七
節
か
ら
九
節

を
引
こ
う
。生成

の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



五
六

愛
す
る
者
た
ち
、
互
い
に
愛
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
愛
は
神
か
ら
出
る
も
の
で
、
愛
す
る
も
の
は
皆
、
神
か
ら
生
ま
れ
、
神
を
知
っ
て

いる
か
ら
で
す
。
愛
す
る
こ
と
の
な
い
者
は
神
を
知
り
ま
せ
ん
。
神
は
愛
だ
か
ら
で
す
（
ゆ
o
◎
◎
踊
P
く
）
。
神
は
独
り
子
を
世
に
お
遣
わ
し

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
方
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
す
。
こ
こ
に
神
の
愛
が
わ
た
し
た
ち
の
内
に
示

　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

さ
れ
ま
し
た
。

「
神
は
愛
で
あ
る
」
（
ひ
Φ
゜
。
α
の
ミ
9
蟄
怖
9
｛
く
）
、
そ
れ
故
に
救
済
の
働
き
を
為
す
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
派
遣
に
お
い
て
神
が
愛
で
あ
る
こ
と

が
示さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
派
遣
と
い
う
働
き
の
内
に
神
が
愛
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
働
き
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
神
が
愛
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
ま
た
神
は
愛
で
あ
る
か
ら
こ
の
働
き
を
な
し
た
。
但
し
存
在
の
論
理
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
合
「
神
」
の
観
念
が
変
化

し
て
い
る
。
神
は
至
高
の
存
在
者
と
し
て
秩
序
の
最
上
位
に
位
置
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
に
固
定
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ

自
身
が
愛
と
し
て
、
関
係
の
中
に
あ
り
、
「
神
で
あ
る
」
こ
と
に
留
ま
り
つ
つ
も
あ
る
種
変
化
す
る
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
神

が
至高
の
不
動
者
で
あ
る
な
ら
、
神
は
人
間
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
神
が
愛
で
あ
る
な
ら
、
神
は
神
で
あ
る
が
故
に
人
間
を
愛

す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
言
い
方
を
す
る
が
、
神
で
あ
る
が
故
に
人
類
を
救
お
う
と
し
て
人
間
と
な
っ
た
、
と
言

え
る
。
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
神
の
存
在
が
問
題
と
な
る
場
合
、
神
の
存
在
そ
れ
自
体
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
存
在
は
常
に
神
の
救
済
行
為
と
如
何
に
関
係
す
る
か
と
い
う
経
編
的
視
点
か
ら
、
叉
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
排
除
し
な
い
仕
方
で
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
神
は
愛
で
あ
る
」
、
だ
か
ら
「
神
は
独
り
子
を
世
に
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
」
。
神
の
存
在
は
そ
れ
自
体
で

は
な
く
、
神
の
救
済
行
為
と
の
関
係
で
経
編
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　従
っ
て
生
成
の
論
理
と
い
っ
て
も
、
ま
た
存
在
の
論
理
と
い
っ
て
も
、
双
方
に
お
い
て
神
の
存
在
は
救
済
行
為
を
申
心
に
捉
え
ら
れ
る
。



即
ち
、
神
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
働
き
を
働
い
て
神
と
し
て
生
成
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
本
来
救
済
行
為
を
働
く
神

であ
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
働
き
を
働
く
の
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
多
少
奇
妙
な
表
現
に
な
る
が
、
以
上
か
ら
二
つ
の
定
式
が
立
て
ら
れ
る
。

一
、
神
は
、
神
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
働
き
の
故
に
神
と
な
っ
た
。
（
生
成
の
論
理
）

二
、
神
は
、
神
で
あ
る
の
で
、
人
間
と
な
っ
た
。
（
存
在
の
論
理
）

　実
は
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
神
観
（
善
、
完
全
、
不
変
等
々
）
と
こ
の
二
つ
の
定
式
が
そ
れ
ぞ
れ
複

雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
複
雑
な
絡
み
合
い
を
如
何
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
の
か
、
こ
れ
が
古
代
キ

リ
ス
ト
教
思
想
研
究
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

三　
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
た
と
え
1
生
成
の
論
理
対
存
在
の
論
理

　ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
か
ら
九
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
と
働
き
の
対
比
、
あ
る
い
は
存
在
と
生
成
の
対
比
は
新
約
聖
書
の
他
の
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

も
認
め
ら
れ
る
。
第
一
コ
リ
ン
ト
書
九
章
一
九
節
以
下
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
ル
カ
伝
一
〇
章
三
〇
節
以
下
の
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」

の

テ
キ
ス
ト
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
た
と
え
で
は
ま
さ
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
存
在
の
論
理
と
生
成
の
論
理
と
の
対
比
が
語
ら
れ
、
そ
こ
で
は
生
成
の
論
理
が
勝
っ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
古
代

キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
た
と
え
話
に
登
場
す
る
サ
マ
リ
ア
人
を
キ
リ
ス
ト
と
解
釈
す
る
。
今
日
こ
れ
は
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
解
釈
と
評
価
さ
れ
る

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



五
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も
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
解
釈
の
基
礎
に
は
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
神
論
、
キ
リ
ス
ト
論
が
あ
る
。
こ
の
た
と
え
話
は
周
知

の話
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
内
容
は
繰
り
返
さ
ず
、
以
下
で
そ
の
解
釈
の
み
を
展
開
す
る
。

　ま
ず
こ
の
話
の
前
後
の
大
枠
は
律
法
の
専
門
家
と
イ
エ
ス
と
の
対
話
で
あ
る
が
、
そ
の
対
話
は
次
の
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
律

法
の
専
門
家
は
「
隣
人
と
は
誰
で
す
か
（
怖
q
識
く
）
」
と
問
い
、
イ
エ
ス
は
た
と
え
話
を
通
し
て
「
隣
人
に
な
っ
た
（
話
も
烹
養
↑
）
の
は
誰

か
」
と
問
い
返
し
、
律
法
の
専
門
家
の
答
え
を
待
っ
て
、
「
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
（
自
O
戸
●
自
↑
）
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
「
存
在
」
、
そ
し
て

「生成
」
と
「
働
き
」
と
い
っ
た
事
が
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　律
法
の
専
門
家
は
「
存
在
の
論
理
」
を
基
に
問
い
を
立
て
、
イ
エ
ス
は
「
生
成
の
論
理
」
を
基
に
答
え
を
与
え
る
。
こ
の
問
い
と
答
え

の間
に
あ
る
双
方
の
論
理
の
差
異
が
こ
の
記
事
の
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。
律
法
の
専
門
家
は
「
隣
人
と
は
誰
で
す
か
」
と
問
う
が
、
こ
の
問

い
の

動機
を
、
前
の
質
問
を
「
正
当
化
す
る
」
た
め
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
「
正
当
化
す
る
」
と
訳
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

い
る
こ
の
⑰
宍
§
働
q
§
は
宗
教
的
用
語
と
し
て
「
義
と
す
る
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
今
度
は
、
な
ぜ

「自
分
を
義
と
す
る
」
た
め
に
、
律
法
の
専
門
家
は
「
隣
人
と
は
誰
で
す
か
」
と
問
う
の
か
を
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は

予め
彼
が
そ
の
答
え
を
予
想
し
て
い
て
、
イ
エ
ス
と
の
議
論
の
流
れ
を
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
議
論
が
展

開
さ
れ
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

律
法
の
専
門
家
　
　
隣
人
と
は
誰
で
す
か
。
　
（
二
九
節
）

1
以
下
は
律
法
の
専
門
家
の
仮
想
し
た
対
話
I
I
　
　
　
　
、

　
　
　イ
エ
ス
　
　
そ
れ
は
同
胞
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
。

、



律
法
の
専
門
家
　
　
私
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
す
。
私
は
隣
人
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
て
い
ま
す
。

　
　
　イ
エ
ス
　
　
そ
れ
で
は
、
隣
人
愛
の
戒
め
を
守
っ
て
い
る
お
前
は
義
し
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
律
法
の
専
門
家
の
論
理
の
中
心
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
自
分
は
隣
人
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
自
分
の
よ
う
に

愛
す
る
、
即
ち
、
自
分
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
、
だ
か
ら
同
胞
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
愛
し
て
い
る
、
と
い
う
「
存
在
の
論
理
」
に
あ
る
と

解釈
で
き
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
イ
エ
ス
の
解
答
、
即
ち
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
た
と
え
は
、
こ
の
律
法
の
専
門
家
の
考
え
て
い
た
「
存
在
の
論
理
」

を
全
く
否
定
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
祭
司
と
レ
ビ
人
と
い
う
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
登
場
す
る
が
、
彼
ら
は
強
盗
に
襲
わ
れ
た
「
あ
る
人
」

（イ
ス
ラ
エ
ル
人
）
を
助
け
な
い
。
し
か
し
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
サ
マ
リ
ア
人
は
こ
の
人
を
助
け
た
。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
と
以
下

のよ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

一
、
祭
司
、
レ
ビ
人
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
の
に
、
同
胞
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
助
け
な
か
っ
た
。

二
、
サ
マ
リ
ア
人
は
サ
マ
リ
ア
人
で
あ
る
の
に
、
宿
敵
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
助
け
た
。

こ
の
両
方
に
お
い
て
働
き
は
存
在
か
ら
は
導
出
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
働
き
は
存
在
と
対
立
す
る
仕
方
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
存
在

の

論理
」
に
従
え
ば
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
助
け
る
」
、
ま
た
「
サ
マ
リ
ア
人
で
あ
る
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル

人を
助
け
な
い
」
と
い
う
事
が
予
想
さ
れ
る
が
、
イ
エ
ス
の
話
は
こ
れ
を
こ
と
ご
と
く
否
定
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
イ
エ
ス

　
　

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



六
〇

は
律
法
の
専
門
家
の
存
在
の
論
理
を
否
定
し
た
後
、
「
隣
人
に
な
っ
た
の
は
誰
か
」
と
問
う
。
律
法
の
専
門
家
が
「
サ
マ
リ
ア
人
」
と
答
え

ら
れ
ず
、
「
助
け
た
人
で
す
」
と
し
か
言
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
律
法
の
専
門
家
に
こ
の

サ

マリ
ア
人
と
「
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
述
べ
る
。
こ
の
た
と
え
話
の
意
図
は
、
「
存
在
の
論
理
」
に
基
づ
い
た
自
己
義
認
の
不
可
能

を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
イ
エ
ス
の
言
葉
を
聞
き
終
え
た
律
法
の
専
門
家
は
喜
ん
で
帰
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
う
ち
ひ
し
が

れ
て帰
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
エ
ス
は
「
助
け
る
」
と
い
う
働
き
か
ら
「
隣
人
に
な
る
」
よ
う
に
勧
め
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で

働
き
の
論
理
を
基
に
話
し
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
サ
マ
リ
ア
人
は
強
盗
に
襲
わ
れ
た
人
を
助
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れは
彼
が
「
憐
れ
に
思
っ
た
」
（
師
q
昌
ぎ
§
く
｛
q
①
昌
）
か
ら
で
あ
る
。
愛
に
基
づ
く
働
き
、
そ
し
て
自
己
存
在
の
限
定
を
破
り
、
こ
の
働
き

に
よ
っ
て
隣
人
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
た
と
え
の
中
心
に
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
こ
の
た
と
え
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
と
い
っ
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
に
よ
っ
て
こ
の
話
の
「
サ
マ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ロ

人
」
が
「
キ
リ
ス
ト
」
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
何
故
な
ら
こ
う
し
た
自
己
存
在
の
突
破
と
い
っ
た
事
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間

に
は
ま
ず
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
（
な
ぜ
な
ら
、
反
対
に
多
く
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
自
分
が
何
者
か
で
あ
る
時
、
そ
の
「
で
あ
る
」
に
固

執し
て
こ
れ
を
守
り
、
こ
れ
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
責
任
」
と
い
う
点
か
ら
も
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
）
。

従
っ
て
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
こ
こ
の
隣
人
愛
を
決
し
て
違
反
す
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
倫
理
的
戒
律
と
し
て
は
説
か
ず
、
「
サ
マ
リ
ア
人
」
を

「キ
リ
ス
ト
」
と
解
釈
し
た
後
に
、
「
主
に
倣
い
、
主
に
従
う
」
と
い
う
人
格
的
関
係
性
の
視
点
か
ら
こ
の
隣
人
愛
を
勧
め
て
い
た
。
従
っ

て
こ
の
「
サ
マ
リ
ア
人
」
を
キ
リ
ス
ト
と
解
釈
す
る
こ
と
は
単
な
る
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
解
釈
と
言
う
よ
り
も
、
神
論
、
キ
リ
ス
ト
論
に
基
づ

いた
神
学
思
想
的
解
釈
で
あ
る
。
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
か
ら
九
節
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
こ
そ
人
間
愛
の
た
め

に
神
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
人
間
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
生
成
の
働
き
の
故
に
神
に
よ
っ
て
「
至
高
の
名
」



を
与
え
ら
れ
た
、
つ
ま
り
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
存
在
の
枠
を
乗
り
越
え
、
愛
に
基
づ
い
て
他
者
を
救
済
す
る
働
き
、
こ
れ
こ
そ

古
代
キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の
内
に
認
め
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
に
そ
の
神
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

四
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
お
け
る
「
生
成
の
論
理
」
1
『
ヨ
ハ
ネ
伝
注
解
』
笙
巻
≡
三
節

　
今度
は
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
の
中
か
ら
オ
リ
ゲ
ネ
ス
を
選
ん
で
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
生
成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
と
が
ど
の

よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
選
ん
だ
。
ま
ず
生
成
の
論
理
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
生
成
の
論

理は
も
と
も
と
自
然
の
秩
序
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
神
論
と
し
て
展
開
す
る
に
は
多
少
の
無
理
が
生
じ
、
こ
れ
を
語
る
者

に
は
一
種
の
躊
躇
と
勇
気
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
救
済
の
働
き
に
こ
そ
神
性
（
の
啓
示
）
を
認
め
る
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の

基本
で
あ
れ
ば
、
こ
の
躊
躇
は
敢
え
て
経
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
『
ヨ
ハ
ネ
伝
注
解
』
第
一
巻
（
二
三
一
節
）
の
中
に
こ
の
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
か
ら
八
節
の
キ
リ
ス
ト
論
を
基
に
し
て
、

次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
あ
え
て
こ
う
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
こ
と
と
思
い
」
（
ピ
リ
ピ
書
二
章
六

節
）
、
世
の
救
い
の
た
め
に
奴
隷
と
な
る
こ
と
を
意
志
し
な
い
よ
り
も
、
か
え
っ
て
「
ご
自
分
を
低
く
し
、
死
に
至
る
ま
で
、
十
字

架
の
死
に
至
る
ま
で
従
う
者
と
な
ら
れ
た
」
（
ピ
リ
ピ
書
二
章
八
節
）
時
、
キ
リ
ス
ト
が
善
い
か
た
で
あ
る
こ
と
は
、
一
層
大
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
リ

る
も
の
、
一
層
神
的
な
も
の
、
真
に
御
父
の
像
と
し
て
現
れ
た
の
で
す
。

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



六
二

こ
の
言
葉
は
キ
リ
ス
ト
に
関
し
て
「
奴
隷
と
な
る
」
こ
と
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
文
脈
（
二
三
〇
ー
二
三
二
）
の
中
に
、
ま
た
更
に
大
き

な
文
脈
で
は
エ
ピ
ノ
イ
ア
論
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
奴
隷
」
も
キ
リ
ス
ト
の
エ
ピ
ノ
イ
ア
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

いる
。
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

一
、
と
い
う
の
も
、
あ
え
て
こ
う
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

二
、
「
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
こ
と
と
思
い
」
、
世
の
救
い
の
た
め
に
奴
隷
と
な
る
こ
と
を
意
志
し
な
い
よ
り
も
、

三
、
か
え
っ
て
「
ご
自
分
を
低
く
し
、
死
に
至
る
ま
で
、
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
う
者
と
な
ら
れ
た
」
時
、

四
、
キ
リ
ス
ト
が
善
い
か
た
で
あ
る
こ
と
は
、
一
層
大
い
な
る
も
の
、
一
層
神
的
な
も
の
、
真
に
御
父
の
像
と
し
て
現
れ
た
の
で
す
。

こ
の
文
章
を
解
読
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
三
「
ご
自
分
を
低
く
し
、
死

に
至
る
ま
で
、
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
う
者
と
な
ら
れ
た
」
こ
と
と
、
二
「
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
こ
と
」
と
思
い
、

世
の救
い
の
た
め
に
奴
隷
と
な
る
こ
と
の
拒
絶
と
の
比
較
で
あ
る
。
「
ご
自
分
を
低
く
し
」
の
「
自
分
」
（
飢
§
¢
↓
O
く
）
と
は
、
二
を
見
る
と
、

「
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
」
（
ら
゜
。
圃
く
§
吠
q
Ω
Φ
゜
。
a
）
で
あ
り
、
神
的
な
自
己
存
在
を
指
す
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
こ
の
神
的
な
自
己
存
在
の

肯定
と
否
定
と
の
比
較
が
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
。
三
で
は
こ
う
し
た
神
的
な
自
己
存
在
の
否
定
と
奴
隷
に
な
る
こ
と
が
、
ピ
リ
ピ
書
二

章
八
節
の
引
用
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
奴
隷
」
や
「
従
順
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
的
な
自
己
存
在
と

は

世界
の
王
で
あ
り
、
支
配
者
、
要
す
る
に
最
高
存
在
者
を
意
味
す
る
。

陰



　こ
う
し
た
神
的
な
自
己
存
在
の
肯
定
と
否
定
を
比
較
し
て
、
そ
の
否
定
の
方
が
コ
層
大
い
な
る
も
の
」
（
翻
ン
c
。
8
ぐ
9
）
、
コ
層
神
的
な

も
の
」
（
Φ
e
。
δ
d
普
9
く
）
、
「
真
に
御
父
の
像
に
従
っ
た
」
（
多
ゴ
㊤
身
嚢
d
．
°
。
詳
ひ
く
ρ
8
0
養
も
α
の
）
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
「
一
層

大
い
な
る
も
の
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
≡
二
〇
節
で
イ
ザ
ヤ
書
四
九
章
六
節
を
基
に
僕
と
な
る
こ
と
が
「
大
い
な
る
」
（
τ
o
o
k
9
）
と
言
わ

れ
て

い
る
の
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
真
に
御
父
の
像
に
従
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
は
、
コ
層
神
的
な
も
の
」
と
共
通
す
る
。
コ
層

神
的
な
も
の
」
は
、
先
に
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
に
「
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
基
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ

では
ま
さ
に
神
論
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
神
的
な
自
己
存
在
の
否
定
の
方
が
、
そ
の
肯
定
よ
り
も
コ
層
神
的
な
も
の
」

と
評
価
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
神
で
な
く
な
っ
た
者
が
、
一
層
神
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
「
神
」
と
い
う
言
葉
で
同
じ
こ
と
が
意
味

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
単
な
る
矛
盾
に
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
最
高
存
在
者
と
し
て
の
「
神
」
で
な
く
な
る
こ
と
の
方
が
、
真
の

意
味
で
神
的
存
在
、
神
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
神
」
と
は
最
早
最
高
存
在
で
は
な
く
、
善
な
る
者
と
し
て
人
間
の
た
め
に
働
く
者
で
あ
る
。

そ
し
て
「
ご
自
分
を
低
く
し
、
死
に
至
る
ま
で
、
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
う
者
と
な
ら
れ
た
」
時
（
O
d
o
噂
）
に
、
そ
う
し
た
キ
リ
ス
ト

の善
性
が
神
性
と
し
て
「
現
れ
る
」
（
言
｛
蕊
q
①
星
）
。
こ
の
↑
9
ぞ
q
q
Φ
§
は
外
見
上
そ
う
見
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
啓
示
を
表
し
、
そ

のよ
う
に
な
る
（
ぴ
Φ
8
目
Φ
）
、
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
（
8
日
o
幽
三
〇
げ
⑦
ぢ
σ
q
）
を
意
味
す
る
。
「
奴
隷
に
な
る
」
と
い
う
従
順

さ
の
生
成
を
働
く
と
き
に
、
そ
の
時
に
キ
リ
ス
ト
の
善
性
が
真
に
神
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
、
生
成
す
る
。
働
き
に
お
い
て
神
的
存
在
が

　
　
　
　
の
　
ロ

生成
す
る
。

　
生成
の
働
き
か
ら
存
在
が
帰
結
す
る
論
理
を
「
生
成
の
論
理
」
と
呼
ん
で
き
た
。
こ
こ
で
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の

「生成
の
論
理
」
を
基
に
し
て
い
る
。
こ
の
世
の
救
済
の
た
め
に
奴
隷
と
な
る
働
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
は
じ
め
て
、
そ
の
働
き
を
働
い

た
者
が
神
的
存
在
と
し
て
現
れ
る
。
愛
の
働
き
よ
っ
て
神
的
存
在
が
現
成
す
る
。
こ
れ
は
認
識
の
問
題
で
は
な
い
。
愛
の
働
き
を
す
る
の

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



六
四

で
、
そ
の
者
が
「
神
で
あ
る
」
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
神
で
あ
る
も
の
が
、
神
で
あ
る
が
故
に
愛
の
働

き
を
す
る
、
と
は
未
だ
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
至
高
の
存
在
者
と
し
て
世
界
の
頂
点
に
君
臨
す
る
神
で
あ
れ
ば
、
神
で
あ
る
が
故
に
奴
隷

に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
神
と
し
て
最
高
存
在
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
奴
隷
と
な
っ
た
と
き
に
、
こ
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
の

者
が真
の
意
味
で
神
で
あ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
一
種
の
逆
説
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
「
あ
え
て
こ
う
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ロ

う
べ
き
で
し
ょ
う
」
（
8
2
玉
紙
。
＜
°
。
ぎ
゜
・
↓
く
）
と
昌
一
面
い
、
こ
の
論
理
の
特
異
性
と
独
自
性
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

五
　
オリ
ゲ
ネ
ス
に
お
け
る
存
在
の
論
理
1
『
ケ
ル
ソ
ス
駁
論
』
第
四
巻
｝
四
節
か
ら
一
九
節

　私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
展
開
す
る
諸
論
の
基
盤
と
な
る
論
理
こ
そ
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
存
在
の
論
理
」
に
当

た
り
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
存
在
の
論
理
に
よ
っ
て
ケ
ル
ソ
ス
の
批
判
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
ケ
ル
ソ
ス
は
「
神
は
、

神
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
通
常
の
、
常
識
的
と
も
言
え
る
存
在
の
論
理
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
オ
リ
ゲ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ぬ
リ

ス
は
「
神
は
、
神
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
な
っ
た
」
と
い
う
同
じ
形
式
の
存
在
の
論
理
で
答
え
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け

れ
ば

説
得
性
に

欠け
る
か
ら
で
あ
る
。
前
節
の
よ
う
な
生
成
の
論
理
を
展
開
し
て
も
、
そ
れ
で
は
説
得
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
ケ
ル
ソ
ス

を
論
駁
す
る
た
め
に
は
、
同
じ
地
盤
、
同
じ
論
理
に
立
っ
て
議
論
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
こ
こ
に
こ
そ
教
父
達
の
思
索
の

苦
闘
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
「
神
は
、
神
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
論
理

に
対
す
る
「
神
は
、
神
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
な
っ
た
」
と
い
う
論
理
の
、
い
わ
ば
正
面
衝
突
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
リ

　ケ
ル
ソ
ス
の
批
判
は
、
彼
自
身
「
古
い
教
説
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
お
い
て
伝
統
的
な
神
観
に
基
づ
く
。
ギ
リ
シ
ャ



哲
学
は
擬
人
神
論
を
退
け
、
思
想
を
洗
練
し
て
哲
学
的
、
普
遍
的
、
理
性
的
神
の
観
念
に
至
っ
た
。
神
は
「
善
で
あ
り
、
美
し
く
、
幸
福

で
、
至
極
の
美
と
善
の
状
態
に
あ
る
」
。
従
っ
て
神
が
人
間
へ
と
下
降
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
変
化
」
（
鴛
o
⇔
d
Ω
↑
O
O
P
5
）
で
あ
っ
て
、
「
善

から
悪
へ
の
、
美
か
ら
醜
へ
の
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
の
、
そ
し
て
最
善
か
ら
最
悪
へ
の
変
化
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
変
化
」
を
誰
が
望

む
だ
ろ
う
か
。
不
死
な
る
者
は
同
一
状
態
に
留
ま
り
、
決
し
て
そ
う
し
た
変
化
を
受
け
入
れ
な
い
。
ケ
ル
ソ
ス
の
見
解
に
従
え
ば
、
最
高

の

状態
に
あ
る
神
が
変
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
神
は
、
神
で
あ
り
、
神
で
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
神
は
、
「
神
で
あ

る
」
の
で
、
決
し
て
人
間
に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ケ
ル
ソ
ス
の
見
解
に
対
し
て
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
一
四
節
か
ら
一
七
節
で
反
論
を
展

開
し
て
い
る
。
一
入
節
と
一
九
節
は
別
の
批
判
に
対
す
る
反
論
で
は
あ
る
が
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　
以
下
で
一
四
節
か
ら
一
七
節
を
必
要
に
応
じ
て
考
察
し
て
い
こ
う
。
こ
の
一
四
節
に
お
け
る
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
議
論
は
次
の
一
文
に
要
約

でき
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
定
理
」
と
見
な
し
て
、
以
下
の
論
述
を
進
め
て
い
こ
う
。

な
ぜ
な
ら
［
神
は
］
存
在
に
お
い
て
不
変
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
摂
理
と
経
編
に
お
い
て
人
間
の
諸
事
情
に
合
わ
せ
て
下

降
す
る
。
（
忌
く
e
＜
斎
で
島
o
ひ
q
昼
穿
O
目
d
o
g
q
G
誤
9
養
O
鼠
く
゜
。
ρ
島
も
o
く
o
β
訳
巳
且
o
詳
o
＜
o
云
タ
8
詩
9
．
く
㊥
℃
e
試
ぐ
9
の
岩
身
養
9
＜
）

ま
ず
翻
訳
上
、
こ
の
忌
く
e
＜
の
分
詞
構
文
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
問
題
と
な
る
。
翻
訳
の
可
能
性
は
三
つ
、
つ
ま
り
譲
歩
、
並
列
、
理

由
で
あ
る
。
即
ち
ω
「
存
在
（
o
ひ
q
貯
）
に
お
い
て
不
変
で
あ
り
続
け
る
の
に
、
…
…
」
、
②
「
存
在
に
お
い
て
不
変
で
あ
り
続
け
、
そ
し

て…
…
」
、
㈹
「
存
在
に
お
い
て
不
変
で
あ
り
続
け
る
の
で
、
…
…
」
と
訳
ず
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
②
は
問
題
回
避

であ
る
。
ω
で
あ
れ
ば
、
神
は
存
在
に
お
い
て
は
不
変
で
あ
る
が
、
し
か
し
摂
理
と
経
論
に
お
い
て
下
降
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

生
成
の論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



六
六

神
的
存
在
と
救
済
の
働
き
と
が
対
立
す
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
訳
が
分
か
ら
な
い
。
こ
の
矛
盾
、
対
立
を
「
神
秘
的
」
と
表
現
す
る
怠
惰

な
解
釈
も
見
出
せ
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
㈹
の
「
理
由
」
の
意
味
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
根
拠
は
も
う
少
し
後
で
論
じ
た
い
。

次
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
て
神
の
不
変
性
を
根
拠
づ
け
、
ま
た
反
対
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
お
い
て
神
の
不
変
性

等
々
を
否
定
す
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派
を
持
ち
出
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
内
部
に
お
い
て
こ
そ
神
の
可

変
性
の
主
張
を
見
出
す
と
反
論
す
る
。

　
一
五
節
で
は
受
肉
な
ど
の
下
降
が
変
化
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ケ
ル
ソ
ス
と
は
別
の
視
点
か
ら
反
論
す
る
。
ケ
ル
ソ
ス
は
、
神
的

存
在
と
い
う
最
高
存
在
か
ら
の
変
化
で
あ
る
か
ら
善
へ
の
変
化
で
は
な
く
、
悪
へ
の
変
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
反
対
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は

下降
し
た
状
態
が
悪
で
な
い
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
変
化
が
悪
へ
の
変
化
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。
善
と
美
か
ら
、
悪
と
醜
へ
の
変
化
で

は
な
い
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
が
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
基
に
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
幸
か
ら
不
幸
へ
で
は
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
で
は
、
特
に
理
由
は
挙
げ
ら
れ
ず
に
限
り
な
く
仮
現
論
的
な
言
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
「
自
ら
を
低
め
た
と
き
に
も
、
ま
さ
に
幸
せ
で

あ
っ
た
」
）
。
そ
し
て
最
善
か
ら
最
悪
へ
の
変
化
で
は
な
い
こ
と
は
、
下
降
し
た
状
態
が
「
有
益
な
こ
と
で
あ
り
、
人
間
愛
的
な
こ
と
」
（
呂

83q
8
く
需
巳
曾
P
奪
㊥
℃
§
。
く
）
で
あ
る
の
で
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
う
ち
で
善
と
悪
に
関
し
て
は
多
少
の
説
得

性
があ
ろ
う
が
、
幸
福
に
関
し
て
は
単
に
そ
う
で
は
な
い
と
否
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
最
悪
に
関
し
て
は
前
提
と
な
る
考
え
方

がケ
ル
ソ
ス
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ケ
ル
ソ
ス
に
と
っ
て
は
そ
の
も
の
の
存
在
自
体
が
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
他
と
の
関
係

の中
で
善
か
悪
か
は
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ル
ソ
ス
と
は
異
な
っ
て
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
8
ヨ
q
d
α
く
と
曾
2
9
ぐ
①
で
§
o
ぐ
と

いう
語
を
導
入
し
、
「
他
と
の
関
係
」
と
い
う
新
し
い
視
点
を
入
れ
て
い
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
視
点
が
入
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し

かし
、
確
か
に
「
最
悪
」
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。



　次
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
医
者
の
例
を
基
に
先
の
定
理
を
更
に
展
開
す
る
。
医
者
で
あ
れ
ば
治
療
に
際
し
て
、
病
人
の
傷
に
触
り
感
染
し
て

同
じ
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
ロ
ゴ
ス
は
人
間
の
魂
の
傷
を
い
や
す
と
き
に
感
染
し
た
り
、
同
じ
病
気
を
被
る
こ

と
は
な
い
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
が
そ
の
存
在
に
お
い
て
変
化
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
リ

ゲネ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
b
。
°
。
㎝
』
？
卜
。
b
。
）
。

ロ

ゴ
ス
は
存
在
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
故
に
、
一
方
で
は
肉
体
と
魂
が
被
る
も
の
を
被
る
こ
と
な
く
、

ま
た
他
方
で
は
、
彼
（
H
ロ
ゴ
ス
）
の
神
性
の
き
ら
め
き
と
輝
き
を
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
応
じ
て
そ
の
と
き
ど
き
下
降
し
、

いわ
ば
肉
と
な
り
、
身
体
的
に
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
方
を
受
け
入
れ
た
者
が
少
し
つ
つ
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
、
彼
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
り

ー
こ
う
言
い
ま
し
ょ
・
？
l
I
そ
の
以
前
の
姿
（
睦
神
と
し
て
の
姿
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

翻
訳
上
の問
題
は
特
に
は
な
い
。
こ
の
文
章
も
仮
現
論
的
な
色
調
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
先
の
定
理
の
言
い
替
え
で

あ
る
こ
と
は
明
自
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
ロ
ゴ
ス
は
存
在
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
と
最
初
の
「
（
ロ
ゴ
ス
は
）
肉
体
と
魂

が被
る
も
の
を
被
る
こ
と
が
な
い
」
と
の
論
理
的
関
係
が
原
因
i
結
果
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
「
ま
た
他
方

では
」
以
下
も
同
様
に
そ
の
結
果
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
先
の
定
理
の
問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
も
原
因
ー
結
果
と
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
即
ち
「
［
神
は
］
存
在
に
お
い
て
不
変
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
か
ら
」
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
思
想
は
受
肉
の
目
的
を
人
間
神
化
と
捉
え
た
後
の
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
有
名
な
定
式
を
想
起
さ
せ
る
。
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
は
次
の
よ

う
に
表
現
す
る
。
「
と
い
う
の
も
か
の
方
は
人
間
と
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
神
化
さ
せ
ら
れ
る
た
め
な
の
で
す
」
（
〉
ひ
↓
α
の

生
成
の

論
理と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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六

八

葺
℃
警
」
＜
①
で
ひ
ヨ
q
°
。
ぐ
穀
養
5
。
焉
の
の
Φ
ぎ
昌
。
三
Φ
ゆ
焉
≦
u
o
凶
ロ
゜
§
日
薮
o
器
く
o
旨
凶
逼
声
ω
）
。
従
っ
て
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
キ
リ
ス
ト
の
下
降
の
目

的
を
人
間
の
救
済
に
定
位
す
る
。
下
降
も
闇
雲
に
下
降
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
状
況
に
「
合
わ
せ
て

下降
す
る
」
（
q
¢
蒼
9
d
昌
ρ
｛
ぐ
ε
く
）
。
こ
の
q
G
ギ
と
い
う
接
頭
辞
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
こ
の
下
降
と
い
う
働
き
が
人
間
と

「共
に
」
な
さ
れ
、
人
間
の
た
め
に
、
人
間
に
応
じ
て
為
さ
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
こ
こ
で
は
「
ロ
ゴ
ス
が
ロ
ゴ
ス
で

あ
る
」
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
ロ
ゴ
ス
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
と
同
じ
病
を
被
ら
な
い
。

二
、
ロ
ゴ
ス
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
が
故
に
、
肉
と
な
る
。
た
だ
そ
れ
は
人
間
が
高
め
ら
れ
れ
る
ま
で
で
あ
る
。

こ
の
二
番
目
の
受
肉
に
関
す
る
記
述
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
存
在
の
論
理
」
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
「
ロ
ゴ
ス
で

あ
る
」
と
は
い
か
な
る
意
味
な
の
か
。
こ
れ
は
一
八
節
の
議
論
と
な
る
。
も
し
生
き
て
い
れ
ば
ケ
ル
ソ
ス
も
一
番
目
に
関
し
て
は
納
得
し

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
て
二
番
目
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　＝
ハ
節
は
以
上
の
議
論
を
基
に
、
人
間
の
た
め
に
下
降
す
る
ロ
ゴ
ス
の
形
姿
の
多
様
性
に
関
し
て
イ
エ
ス
の
山
上
の
変
容
を
説
明
し
、

見
え
る
者
、
見
え
な
い
者
の
力
に
応
じ
て
姿
が
様
々
に
あ
る
と
言
う
。
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
よ
る
と
、
ケ
ル
ソ
ス
は
福
音
書
に
あ
る
イ
エ
ス
の

様
々
な
姿
を
理
解
し
て
い
な
い
、
即
ち
そ
れ
ら
は
救
済
の
姿
で
あ
っ
て
本
質
の
変
化
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
の
可
死
性
と
同
時
に
不
可
死
性

を
理
解
し
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
一
七
節
で
は
解
釈
の
問
題
に
触
れ
、
ケ
ル
ソ
ス
が
聖
書
を
誤
解
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
。
こ
こ

では
受
肉
に
関
し
て
コ
つ
の
卓
越
し
た
、
大
い
な
る
人
類
愛
か
ら
の
下
降
」
（
云
Ω
く
舞
9
℃
°
。
d
。
く
9
．
ま
目
o
ン
ン
詩
倉
ぎ
く
Φ
で
e
獣
9
の



門
9
d
g
O
ρ
9
く
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　と
こ
ろ
で
一
八
節
と
一
九
節
で
は
ケ
ル
ソ
ス
の
別
の
言
葉
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
る
が
、
内
容
は
彼
自
身
が
言
う
よ
う
に
先
の
議

論
の
焼
き
直
し
で
あ
る
。
た
だ
し
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
先
の
議
論
で
は
、
下
降
は
存
在
の
変
化
で
は
な
く
、
下
降
に
お
い
て
も
、
ロ
ゴ

ス

は

「神
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
議
論
の
焦
点
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
節
で
は
下
降
の
理
由
、
神
で
あ
る
か
ら
の
「
か
ら
」
に

議論
の
焦
点
が
移
り
、
ま
た
下
降
し
た
状
態
が
議
論
中
心
と
な
る
。
こ
れ
ら
両
節
で
論
駁
さ
れ
る
ケ
ル
ソ
ス
の
批
判
は
次
の
二
点
に
ま
と

める
こ
と
が
で
き
る
。

神
の
下
降
は
、

一
、
可
視
的
身
体
へ
と
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、

二
、
神
自
身
は
変
化
せ
ず
に
、
見
る
人
々
に
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
、
欺
い
て
嘘
を
つ
い
た
の
か
、

い

ず
れ

か
であ
る
。
そ
し
て
欺
き
と
嘘
は
病
気
、
狂
気
の
友
人
か
ら
の
治
療
、
あ
る
い
は
敵
か
ら
の
逃
避
の
場
合
は
よ
い
。
し
か
し
神
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

病
人
狂
気
の
人
の
友
で
は
な
く
、
ま
た
敵
か
ら
逃
避
す
る
必
要
も
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
批
判
に
対
す
る
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
反
論
は
受
肉
と

いう
事
柄
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
反
論
は
次
の
五
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
ロ
ゴ
ス
の
本
性
は
人
間
の
た
め
適
切
に
そ
の
姿
形
を
変
え
て
養
う
こ
と
で
あ
り
、
下
降
に
よ
っ
て
ロ
ゴ
ス
は
そ
の
本
性
を
欺
い
て
い

　
　な
い
。

二
、
イ
エ
ス
の
魂
の
身
体
へ
の
到
来
は
真
実
で
あ
っ
て
も
、
「
変
化
」
で
は
な
い
。

三
、
受
肉
は
仮
現
で
は
な
い
。

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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七
〇

四
、
ケ
ル
ソ
ス
は
病
人
を
癒
す
た
め
で
あ
れ
ば
虚
偽
は
悪
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
下
降
は
こ
の
癒
し
の
た
め
で
あ
る
。

，
五
、
確
か
に
病
人
と
狂
気
の
人
は
神
の
友
で
は
な
い
。
し
か
し
神
は
彼
ら
を
神
の
友
と
す
る
た
め
に
下
降
し
た
。

こ
の
う
ち
一
九
節
に
書
か
れ
て
い
る
三
か
ら
五
は
一
筋
の
流
れ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
受
肉
が
仮
現
で
は
な
い
と
は
、
ド
ケ
テ
ィ
ズ
ム
の

否定
も
視
野
に
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
は
特
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
次
に
ケ
ル
ソ
ス
は
病
人
の
治
療
の
た
め
で
あ
れ
ば
虚
偽

も
善
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
の
で
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
受
肉
が
病
人
の
治
療
行
為
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
裏
を
返
せ
ば
こ
れ
は
仮
現
性
を
前

提と
し
て
い
る
。
た
だ
特
徴
的
な
こ
と
は
五
で
、
病
人
は
神
の
友
で
は
な
い
が
、
病
人
が
神
の
友
と
な
る
た
め
に
神
の
下
降
は
生
じ
た
と

す
る
点
で
あ
る
。
結
局
は
人
間
の
救
済
を
目
的
と
し
て
、
神
は
真
実
に
下
降
し
た
と
い
う
事
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
下
降
が
欺
き
で
は

な
い
が
、
た
と
え
欺
き
で
あ
っ
て
も
治
療
を
目
的
と
す
る
限
り
善
で
あ
る
と
反
論
す
る
。

　こ
れ
ま
で
何
度
か
指
摘
し
た
よ
う
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
議
論
は
限
り
な
く
仮
現
論
に
近
い
内
容
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
受
肉

の

事実
が
多
少
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
が
、
キ
リ
ス
ト
は
「
神
で
あ
る
」
と
い
う
点
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ

と
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
の
神
性
を
強
調
す
れ
ば
仮
現
論
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
更
に
彼
は
、
神
で
あ
る
か
ら
と
い
う
そ
の
原
因
性

を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
困
難
な
の
は
、
実
は
「
神
で
あ
る
か
ら
」
を
こ
こ
で
主
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
神
」
の
観
念
が
ケ
ル
ソ
ス

のも
の
と
は
違
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ケ
ル
ソ
ス
が
こ
こ
で
述
べ
る
神
は
自
己
完
結
的
（
魯
q
Ω
ひ
d
e
の
辞
゜
。
↑
く
）
で
あ
り
、
神

は
本
質
的
に
は
他
者
に
対
し
て
働
く
存
在
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
で
ケ
ル
ソ
ス
と
の
相
違
が
生
じ
る
と
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
反
論
は
成

立し
な
い
な
く
な
る
。
何
故
な
ら
、
（
少
な
く
と
も
形
式
的
に
）
同
じ
論
理
を
基
盤
に
し
て
議
論
を
展
開
し
な
い
と
、
議
論
に
な
ら
な
い

から
で
あ
る
。
こ
こ
に
ケ
ル
ソ
ス
へ
の
批
判
と
し
て
「
生
成
の
論
理
」
が
展
開
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
。
そ
こ
で
オ
リ
ゲ
ネ
ス
も
一
五
節



に
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
の
善
、
美
、
幸
な
ど
を
論
じ
よ
う
と
し
て
こ
の
論
述
に
関
し
て
苦
労
し
て
い
た
。
し
か
し
一
五
節
以
降
は
は
た
だ

「
神
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
議
論
し
て
い
る
の
で
、
曖
昧
と
な
り
、
彼
自
身
意
識
し
て
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
「
神
」

の観
念
に
新
し
い
要
素
が
入
り
込
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
神
的
ロ
ゴ
ス
の
本
質
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
の
本
性
に
関

し
て
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
根
本
的
洞
察
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
目
下
考
察
中
の
議
論
は

す
べ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。

神
で
あ
る
神
的
ロ
ゴ
ス
の
本
性
に
つ
い
て
、
…
…
神
は
、
人
間
の
魂
を
く
養
う
こ
と
を
V
本
性
と
す
る
ロ
ゴ
ス
の
力
を
人
間
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

そ
れに
合
わ
せ
て
変
化
さ
せ
る
。

こ
こ
で
は
「
神
で
あ
る
」
こ
と
と
「
人
間
の
魂
を
養
う
こ
と
」
と
が
ロ
ゴ
ス
の
同
じ
本
性
（
言
9
の
）
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
そ
の
神
性
が
救

済
行
為
を
基
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ケ
ル
ソ
ス
が
認
め
に
く
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ロ
ゴ
ス
を
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
下
降
が
ロ
ゴ
ス
の
本
性
を
欺
い
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
ロ
ゴ
ス
は
神
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
性
に

則
し
て
下
降
す
る
。
神
は
超
然
と
し
た
最
高
存
在
者
で
は
な
い
。
神
は
人
間
を
救
う
神
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
下
降
は
神
の
本
質
的
行
為
で

あ
り
、
神
は
、
「
神
で
あ
る
」
ま
ま
で
、
更
に
は
神
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

　更
に
イ
エ
ス
の
魂
に
関
し
て
は
、
身
体
へ
の
下
降
は
真
実
で
あ
る
が
、
「
変
化
」
（
焉
d
Ω
O
。
蛍
）
で
は
な
い
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
オ
リ

ゲネ
ス
に
よ
る
と
「
変
化
」
は
存
在
（
ウ
ー
シ
ア
）
に
お
け
る
変
化
で
は
な
い
し
、
ま
た
確
か
に
身
体
的
な
何
か
を
被
っ
た
が

（
轟
q
8
°
・
↑
）
、
こ
の
下
降
は
人
類
愛
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
働
き
を
通
し
て
イ
エ
ス
は
こ
れ
ま
で
の
誰
よ
り
も
多
く
の
人
を
癒
し
た
。

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



七
二

し
か
し
こ
の
議
論
は
少
々
論
理
の
飛
躍
で
あ
ろ
う
。
存
在
（
ウ
ー
シ
ア
）
に
お
け
る
変
化
で
は
な
い
と
い
う
主
張
は
認
め
る
と
し
て
も
、

そ
の
後
の
所
は
議
論
と
し
て
は
い
さ
さ
か
苦
し
い
。
受
肉
が
真
実
で
あ
っ
た
の
で
、
イ
エ
ス
は
肉
体
的
な
も
の
を
被
っ
た
。
し
か
し
こ
れ

と
神
性
と
の
関
連
性
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
否
、
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
こ
の
下
降
に
よ
っ
て

イ
エ
ス
が
誰
よ
り
も
多
く
の
人
を
「
癒
し
た
」
と
い
う
そ
の
力
の
事
実
を
強
調
す
る
に
留
ま
る
。
こ
こ
で
は
イ
エ
ス
の
魂
に
関
し
て
救
済

の働
き
基
に
し
た
や
や
直
感
的
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
が

『ケ
ル
ソ
ス
駁
論
』
第
四
巻
一
四
節
か
ら
一
九
節
の
議
論
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
ケ
ル
ソ
ス
に
対
し
て
「
神

は
、
神
で
あ
る
か
ら
、
下
降
、
即
ち
受
肉
し
た
」
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
「
存
在
の
論
理
」
に
対
し
て
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
存
在
の
論
理
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
突
き
詰
め
る
と
、
「
救
済
す
る
神
」
と
い
う
神
観
に
基
づ
い
た

論
理
であ
る
。
神
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
、
受
肉
を
神
の
変
化
、
即
ち
神
で
な
く
な
る
こ
と
と
批
判
す
る

ケ
ル
ソ
ス
に
対
し
て
、
神
は
神
で
あ
る
か
ら
受
肉
し
た
、
と
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

六
　
む
　
す
び

　
生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
と
い
う
主
題
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
小
さ
な
テ
キ
ス
ト
を
基
に
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
。
両
者
は
そ
れ

ぞ
れ

「神
は
、
神
で
あ
る
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
人
間
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
働
き
の
故
に
神
と
な
っ
た
」
と
「
神
は
、
神
で
あ
る
の
で
、

人間
と
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
基
本
的
に
は
生
成
の
論
理
が
は
じ
め
に
あ
り
、
こ
れ
か
ら
一
転
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
存
在
の

論
理
が導
出
さ
れ
る
。
従
っ
て
形
式
的
に
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
「
神
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
に
関
し
て
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
的
な
存
在
の
論



理と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
は
差
異
、
段
差
が
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
断
層
を
断
層
と
し
て
捉
え
、
一
直
線
に
で
は
な
く
、
一
種
独
特
の

段
差と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
十
字
架
と
並
ん
で
、
神
が
人
間
に
な
っ
た
と
い
う
受
肉
の
事
実
に
神

の愛
を
認
め
る
。
こ
の
経
論
の
働
き
を
欠
い
て
キ
リ
ス
ト
教
は
成
立
し
な
い
。
古
代
の
教
父
の
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
影
響

を
受
け
て
い
て
も
、
こ
の
点
で
は
決
定
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
告
白
録
』
第
七
巻
九
章
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
述
べ

た
よ
う
に
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
名
は
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
や
そ
の
教
養
文
化
に
は
な
い
。
こ
の
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
と
い

う
受
肉
、
お
よ
び
ロ
ゴ
ス
の
諸
顕
現
の
事
実
を
教
父
達
が
思
想
と
し
て
展
開
し
た
そ
の
一
端
を
、
若
干
の
新
約
聖
書
と
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
テ

キ
ス
ト
に
限
っ
て
こ
こ
に
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
考
察
し
て
み
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
聖
書
に
よ
っ
て
、
お
よ

び

聖
書を
基
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
よ
っ
て
「
神
は
、
神
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
な
っ
た
」
と
い
う
仕
方
で
神
の
存
在
と
経
論
と
の
総
合
が
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
至
高
存
在
の
限
定
性
を
否
定
し
、
救
済
の
働
き
の
内
に
こ
そ
神
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
神
は
、
神
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
神
と
な
る
」
と
い
う
定
式
も
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
に
お
い
て
テ
オ
ロ
ギ
ア
と
オ

イ
コ
ノ
ミ
ア
と
の
一
致
が
あ
る
。
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
を
中
心
と
し
た
一
致
で
あ
る
（
こ
の
点
か
ら
両
性
論
、
単
性
論
の
問
題
も
考
察
し
な
け

れ

ばな
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）
。
も
ち
ろ
ん
テ
オ
ロ
ギ
ア
と
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
の
区
別
は
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
思
索
し
考
え
て
い
る
の
は

わ
れ
わ
れ
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
神
を
考
え
る
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
人
間
の
立
場
を
離
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。

既に
『
伝
道
の
書
講
話
』
第
七
講
話
の
中
で
三
一
論
の
闘
士
の
一
人
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
書
い
て
い
た
（
O
Z
O
凹
自
b
。
”
甲
H
O
）
。

そ
の
よ
う
に
ま
た
す
べ
て
の
被
造
物
は
、
把
握
的
テ
オ
リ
ア
を
通
し
て
自
己
の
外
に
出
る
こ
と
は
出
来
ず
、
常
に
自
己
の
内
に
と
ど

ま
り
、
被
造
物
が
見
る
も
の
は
何
で
あ
れ
自
己
自
身
を
見
る
。
た
と
え
自
己
を
超
え
た
何
か
を
見
て
い
る
と
思
う
と
し
て
も
、
自
己

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゆ
ロ

の外
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
論
理
、
定
式
の
根
底
に
は
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
理
は
神
の
愛
を
基
に
し

た
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
あ
る
程
度
貫
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
論
証
と
展
開
は
、
新
し
い
世
紀
に
向
か
っ
た
筆
者
の
今

後
の
仕
事
と
し
て
残
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　専
ら
社
会
的
次
元
に
議
論
を
定
め
、
日
本
社
会
の
特
質
や
問
題
点
な

　
　
　
　
　
　

注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ど
を
論
じ
て
い
る
。

（1
）
本
論
文
は
あ
る
意
味
で
は
試
作
品
で
あ
る
の
で
、
受
肉
論
な
ど
に
　
　
（
3
）
例
え
ば
『
自
然
学
』
第
一
巻
一
章
（
H
°
。
盆
一
？
N
一
）
を
参
照
。

　
　関
す
る
先
行
研
究
へ
の
言
及
は
せ
ず
に
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
　
　
（
4
）
α
の
珍
葛
℃
含
Φ
8
0
雪
書
8
8
く
o
ψ
8
曾
費
養
α
く
⇒
ゴ
q
9
8
d
α

　
　多
少
の
文
献
を
読
ん
で
は
あ
る
が
、
未
だ
筆
者
の
読
書
量
は
十
分
で
　
　
　
　
。
・
祠
養
二
q
Ω
①
。
・
夢
多
銀
費
9
α
＜
鋒
摯
8
9
く
7
0
0
曾
く
㎝
。
ひ
ぎ
G

　
　は
な
い
し
、
問
題
が
問
題
だ
け
に
中
途
半
端
な
言
及
は
避
け
た
い
。
　
　
　
　
ぎ
O
ひ
く
駕
く
曾
9
曾
9
自
P
く
Φ
℃
曾
8
く
吠
。
。
く
ひ
罵
く
o
の
．
訳
9
q
8
5
萎
ゴ

　
　先
行
研
究
を
批
判
的
に
吟
味
、
批
判
し
、
ま
た
こ
こ
で
扱
わ
な
か
っ
　
　
　
　
。
。
ひ
℃
。
。
Φ
肋
討
身
警
Φ
つ
ε
ぎ
の
腎
Ω
翻
。
。
ぞ
e
q
。
。
＜
貯
G
d
α
＜
着
く
ひ
冨
く
o
の

　
　た
テ
キ
ス
ト
を
基
に
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
一
定
の
範
囲
に
　
　
　
　
ひ
葺
需
。
。
の
忌
8
9
①
9
く
曾
。
9
①
ρ
く
9
8
G
留
q
餐
c
℃
0
9
α
δ
困
9
ぴ

　
　渡
っ
て
、
こ
こ
で
議
論
す
る
「
生
成
の
論
理
」
と
「
存
在
の
論
理
」
　
　
　
　
①
。
・
α
の
9
ひ
d
α
く
ひ
蕾
℃
ひ
く
8
q
宰
奏
一
爵
p
℃
｛
q
Ω
H
o
g
曾
⑧
＆
α
く
o
萎
↓
α

　
　を
展
開
す
る
こ
と
は
他
日
に
期
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雪
書
昌
く
α
く
o
萎
螂
…
　
訳
文
は
新
共
同
訳
を
使
用
し
た
。

（2
）
以
下
で
展
開
す
る
二
つ
の
論
理
は
、
丸
山
藁
男
氏
の
「
で
あ
る
」
　
　
（
5
）
専
雪
暑
o
評
8
§
ゆ
焉
く
脅
P
憲
ざ
G
9
α
d
3
旦
9
望
舞
↓
o
O
Φ
8
0

　
　論
理
と
「
す
る
」
論
理
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
（
「
『
で
あ
る
』
こ
と
　
　
　
零
d
ぎ
討
巳
誌
の
ひ
8
§
a
く
伽
需
8
0
0
。
。
o
O
誘
嵐
く
く
5
d
星
内
巳

　
　と
『
す
る
』
こ
と
」
『
日
本
の
思
想
』
岩
波
新
書
C
三
九
所
収
　
岩
波
　
　
　
　
≦
く
ひ
9
§
d
α
く
Φ
。
。
ひ
く
・
ひ
互
貸
曵
貫
帥
く
9
訳
軌
芝
8
8
く
①
。
。
ひ
く
・
窪
戸
ひ

　
　書
店
　
一
九
六
一
年
　
一
五
三
－
一
八
〇
頁
）
。
そ
こ
で
丸
山
氏
は
　
　
　
　
Φ
。
。
α
の
8
貯
昌
価
q
d
ぎ
雪
↓
o
ひ
↓
’
9
零
§
。
。
息
Φ
5
渉
8
雪
5
8
0
Φ
。
。
o
O

●



　
　㍗

3
属
く
脚
ぴ
日
↓
α
く
三
α
く
Ω
雪
o
O
8
く
㌃
o
く
o
誘
く
」
貸
誌
q
藁
詳
。
。
く
ひ
　
　
が
稜
れ
て
し
ま
う
の
で
（
レ
ビ
ニ
一
、
一
、
民
数
一
九
、
＝
）
、
助

　　
㊤
゜
・
α
の
肋
詳
8
く
ま
q
若
≦
養
9
q
e
焉
く
鋳
．
巳
8
9
　
訳
文
は
新
共
同
　
　
　
　
け
な
か
っ
た
と
イ
エ
ス
（
ル
カ
）
は
言
お
う
と
し
た
ら
し
い
。
そ
う

　
　
訳を
使
用
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
れ
ば
イ
エ
ス
（
ル
カ
）
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
律
法
を
守
る
た
め

（6
）
　
第
一
コ
リ
ン
ト
書
九
章
一
九
節
以
下
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
の
節
に
　
　
　
　
に
、
即
ち
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
こ
と
を
守
る
た
め
に
イ
ス
ラ
エ
ル

　
　
お

い
ては
、
パ
ウ
ロ
が
自
身
は
自
由
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
々
の
　
　
　
　
人
を
助
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
律

　
　
奴隷
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
自
由
で
あ
る
こ
　
　
　
　
法
の
遵
守
と
、
そ
の
律
法
の
最
大
の
戒
め
で
あ
る
隣
人
愛
と
が
両
立

　
　と
と
奴
隷
と
な
る
こ
と
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
　
　
　
　
し
な
い
こ
と
、
律
法
は
そ
れ
自
体
が
矛
盾
し
、
破
綻
し
て
い
る
こ
と

　
　に
つ
い
て
参
照
し
た
翻
訳
は
す
べ
て
「
譲
歩
」
と
解
釈
し
て
い
た
。
　
　
　
を
こ
の
た
と
え
は
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
パ
ウ
ロ
神
学
と
の

　
　
つま
り
「
自
由
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
奴
隷
と
な
っ
た
」
と
い
う
よ
　
　
　
　
関
連
性
も
で
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
、
律
法

　
　う
に
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
は
理
由
で
読
む
可
能
性
も
あ
る
だ
　
　
　
　
の
違
反
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
律
法
の
遵
守
自
体
が
罪
と
な
る

　
　ろ
う
。
つ
ま
り
「
存
在
の
論
理
」
に
従
っ
て
「
自
由
で
あ
る
の
で
、
　
　
　
可
能
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
安
息

　
　
奴
隷と
な
っ
た
」
と
読
む
可
能
性
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
反
対
　
　
　
　
日
、
食
物
規
定
、
特
に
割
礼
）
。

　
　に
、
「
生
成
の
論
理
」
と
し
て
ピ
リ
ピ
書
二
章
六
節
以
下
の
キ
リ
ス
　
　
（
9
）
　
こ
の
た
と
え
に
対
す
る
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
解
釈
に
つ
い
て
は
拙
論
、

　
　ト
論
と
の
関
連
性
を
考
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
　
　
　
　
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
に
対
す
る
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
解
釈
の
再

　
　ら
れ
な
い
が
、
特
に
8
。
の
に
は
注
意
が
必
要
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
の
　
　
　
　
検
討
l
l
倫
理
的
義
務
、
そ
れ
と
も
「
キ
リ
ス
ト
の
模
倣
」
と
し
て

　　
「
人
間
の
よ
う
に
」
（
身
卿
く
①
℃
§
o
の
）
と
パ
ウ
ロ
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
　
　
　
　
の
隣
人
愛
？
」
キ
リ
ス
ト
教
論
藻
第
二
九
号
　
平
成
九
年
三
月
　
三

　
　よ
う
に
」
等
々
は
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
の
禽
は
仮
　
　
　
　
五
～
五
一
頁
を
参
照
。

　
　
現論
で
は
な
く
愛
の
姿
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
こ
れ
に
　
　
（
1
0
）
　
テ
キ
ス
ト
は
、
次
の
『
ケ
ル
ソ
ス
駁
論
』
と
と
も
に
O
O
ω
に
収

　
　
つ
い
て稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
。

（7
）
次
の
邦
訳
で
も
「
自
ら
を
義
と
し
た
い
と
望
ん
だ
の
で
」
と
訳
さ
　
　
（
1
1
）
O
o
a
o
巨
ど
b
。
°
。
b
。
（
0
8
艀
も
゜
榔
ど
旨
l
H
①
）
”
8
書
5
鼠
。
く
藁
O

　
　れ
て
い
る
。
佐
藤
研
訳
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
『
新
約
聖
書
H
　
　
　
　
　
。
。
一
鵠
ぞ
多
。
。
ざ
養
穴
9
Φ
。
。
“
。
d
魯
ρ
く
訳
巳
P
ざ
Φ
曾
奏
d
．
。
。
牙
ひ
養
8
0

　
　
ルカ
文
書
』
所
収
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
五
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
d
℃
α
の
3
く
8
ρ
①
ひ
d
暑
Ω
曾
｛
話
q
Φ
§
6
0
8
只
q
8
P
窪
。
。
貯
G
d
α
＜

（8
）
　
祭
司
も
下
級
祭
司
の
レ
ビ
人
も
、
死
人
に
触
れ
れ
ば
一
定
期
間
身
　
　
　
　
警
§
。
。
ぞ
e
q
。
。
誘
ま
焉
く
o
q
ひ
爲
昔
o
o
の
忌
8
℃
↑
①
ρ
く
曾
o
G
℃
Φ
ρ
く
曾
o
c

生成
の
論
理
と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



七
六

　
　紹

9
§
℃
。
。
ヨ
鑑
書
葦
す
叢
q
ρ
・
。
・
曾
ぎ
・
ぎ
Φ
。
・
ρ
鳶
　
　
ゴ
琶
国
霧
の
・
ω
穿
Φ
§
ω
゜
・
剛
8
Φ
ω
゜
）

　
　3
0
0
G
ざ
Φ
。
。
一
の
晋
一
昌
8
0
内
ひ
q
7
0
G
q
§
5
0
昼
蕊
蒜
q
①
§
α
o
O
ざ
の
・
　
　
（
1
4
）
　
こ
の
「
存
在
の
論
理
」
を
パ
ト
ス
と
ア
パ
テ
イ
ア
と
い
う
テ
ー
マ

　
　
　翻
訳
は
小
高
毅
訳
（
オ
リ
ゲ
ネ
ス
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
注
　
　
　
に
適
応
し
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
テ
キ
ス
ト
（
前
注
の
『
エ
ゼ
キ
エ
ル
書

　
　解
』
キ
リ
ス
ト
教
古
典
叢
書
1
1
　
創
文
社
　
一
九
八
四
年
）
を
基
に
　
　
　
　
講
話
』
等
）
か
ら
「
神
は
、
ア
パ
テ
ー
ス
で
あ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ

　　
一
部
変
更
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
間
の
た
め
に
パ
ト
ス
を
被
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
論
証
し
た
拙
論

（1
2
）
　
こ
の
意
味
で
次
の
よ
う
な
翻
訳
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
も
参
照
（
巨
0
9
二
〇
置
o
諺
。
匿
壁
。
鴇
壽
き
題
§
α
奪
◎
§
旨
び
o
剛

　
　と
い
う
の
も
、
あ
え
て
こ
う
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
の
善
　
　
　
　
O
臥
㈹
雪
Φ
。
・
り
↓
ず
N
課
（
H
㊤
O
o
o
）
℃
ω
゜
b
o
b
の
Q
Q
I
b
o
膳
O
）
。
こ
の
論
文
で
は
オ
リ
ゲ

　
　性
は
、
「
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
こ
と
と
思
い
」
、
世
　
　
　
　
ネ
ス
解
釈
と
し
て
、
神
は
自
己
と
の
関
係
で
不
動
で
、
ア
パ
テ
イ
ア

　
　
の救
い
の
た
め
に
奴
隷
と
な
る
こ
と
を
意
志
し
な
い
よ
り
も
、
む
し
　
　
　
　
で
あ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
パ
ト
ス
を
も
つ
と
論

　
　ろ
「
ご
自
分
を
低
く
し
、
死
に
至
る
ま
で
、
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
　
　
　
　
じ
、
神
的
存
在
を
「
自
己
に
お
い
て
」
と
「
他
者
（
人
間
）
の
た
め

　
　
で
従う
者
と
な
ら
れ
た
」
時
に
こ
そ
、
大
い
な
る
も
の
と
し
て
、
神
　
　
　
　
に
」
と
い
う
自
他
関
係
に
お
け
る
関
係
態
と
し
て
捉
え
た
。
尚
、
以

　
　的
な
も
の
と
し
て
、
即
ち
真
に
御
父
の
像
と
し
て
現
れ
た
の
で
す
。
　
　
　
　
下
『
ケ
ル
ソ
ス
駁
論
』
に
関
し
て
は
私
訳
を
用
い
る
が
、
下
記
の
邦

（1
3
）
　
こ
の
よ
う
な
「
神
で
あ
る
の
に
」
と
い
う
視
点
を
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
　
　
　
訳
も
大
い
に
参
照
し
た
。
出
村
み
や
子
訳
『
オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
ケ
ル
ソ

　
　自
覚
し
て
い
た
箇
所
と
し
て
は
、
他
に
次
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
。
　
　
　
ス
駁
論
H
』
（
キ
リ
ス
ト
教
教
父
著
作
集
9
）
教
文
館
　
一
九
九
七

　　
『
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
講
話
』
第
六
講
話
六
節
（
O
O
ω
゜
。
”
°
。
°
。
♪
ω
H
I
ω
゜
。
伊
年

　　
ω
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
二
巻
ω
゜
。
H
b
ゴ
占
を
参
照
。

　
　
　
父御
自
身
、
不
受
苦
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
乞
わ
れ
れ
ば
、
　
　
（
1
6
）
　
ひ
P
♀
o
の
島
o
ひ
q
昼
忌
く
e
く
ま
吋
o
の
o
ひ
留
く
蕊
く
碁
q
8
°
。
“
8
。
＜

　
　憐
れ
み
、
共
に
苦
し
み
、
何
が
し
か
の
愛
を
痛
み
、
そ
う
し
て
御
自
　
　
　
　
忌
q
8
。
。
ρ
a
q
曾
Ω
3
評
く
G
蚤
・
q
G
芸
9
d
g
O
ρ
ぞ
e
く
㎝
．
軌
q
Φ
．
ぴ
d
。
。
る

　
　身
の
本
性
の
偉
大
さ
と
並
び
立
ち
得
な
い
状
態
に
い
た
り
、
そ
う
し
　
　
　
3
α
G
ぐ
ρ
忌
苔
9
d
o
O
藁
の
奏
℃
養
℃
G
斎
の
困
巳
3
く
ぎ
看
℃
守

　
　
てわ
れ
わ
れ
の
た
め
に
人
間
の
苦
し
み
を
耐
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
忌
d
9
且
の
㊤
。
。
δ
d
暑
o
の
O
試
詞
。
。
芝
o
ご
蕊
一
q
ρ
募
云
話
d
§
・
q
e
騙
ρ
d
天
辞

　　
（
甘
。
。
o
冒
8
『
昌
8
①
ω
＝
ヨ
冨
ω
ω
罰
σ
ま
ω
゜
ω
凶
3
α
q
卑
霞
”
ヨ
凶
゜
・
o
話
け
霞
卑
　
　
　
ぎ
ぎ
ひ
焉
く
0
9
軌
禽
ひ
8
6
0
8
く
ρ
ひ
d
α
く
養
O
＆
。
，
容
焉
く
o
の
囚
霧
ρ

　
　8
コ
α
巳
Φ
什
も
国
陣
葭
聾
ρ
巳
O
o
ゴ
巴
鼻
同
即
卑
津
貯
o
貯
ぎ
ρ
二
一
σ
口
゜
・
U
受
冨
　
　
　
O
℃
p
8
0
ひ
目
α
d
o
O
2
♀
o
G
焉
d
m
e
℃
盈
ひ
焉
く
o
の
α
c
く
5
Φ
帥
Ω
ひ
d
o
O
胃
巳

　
　
爵
讐
ぎ
α
貯
。
ヨ
爵
梓
§
。
ω
口
器
昌
8
唱
9
Φ
。
・
9
。
・
器
－
。
ε
8
讐
Φ
3
。
吻
　
　
3
く
㍉
く
．
。
ぴ
§
の
ひ
く
。
昏
8
ヨ
℃
。
ぢ
ξ
侮
≦
く
蓉
o
歯
く
Φ
゜
。
9
q
g
q
①
8
°



（1
7
）
　
「
身
体
的
に
語
ら
れ
る
」
は
で
き
れ
ば
中
動
態
と
解
し
、
能
動
的
に
　
　
　
　
あ
っ
て
、
存
在
の
観
念
よ
り
も
こ
の
神
の
善
性
こ
そ
は
両
者
の
第
一

　
　解
釈
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
の
調
べ
た
範
囲
で
は
そ
　
　
　
　
の
接
点
で
あ
ろ
う
。
前
節
に
見
た
『
ヨ
ハ
ネ
伝
注
解
』
第
一
巻
（
卜
。
曽

　
　
のよ
う
な
例
は
字
引
に
は
な
い
。
能
動
的
に
読
む
と
ぎ
ざ
ひ
焉
く
o
の
　
　
　
　
節
）
で
も
ど
ち
ら
が
善
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し

　
　は
ロ
ゴ
ス
の
働
き
で
あ
り
、
肉
と
な
っ
て
ロ
ゴ
ス
は
「
身
体
的
な
仕
　
　
　
　
「
神
は
善
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
で
も
、
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
主

　
　方
で
（
人
々
に
）
語
り
か
け
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
　
　
　
　
．
　
　
　
義
で
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
の
の
存
在
自
体
の

（1
8
）
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
二
巻
゜
。
°
。
b
。
O
I
国
”
三
巻
ω
゜
。
㊤
b
d
“
五
巻
島
⑩
O
I
　
　
　
完
全
性
が
意
味
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
で
は

　　
U
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
愛
」
に
基
づ
い
て
他
者
に
対
す
る
善
と
し
て
関
係
性
を
基
本
に
ご

（1
9
）
蕊
つ
一
d
詩
8
0
①
゜
。
δ
O
ン
♀
°
c
含
q
°
。
s
9
α
≦
。
の
Φ
8
9
…
↓
ぞ
8
0
　
　
　
　
れ
が
捉
え
ら
れ
、
そ
の
点
に
相
違
が
あ
る
と
思
う
。
同
音
異
義
と
い

　
　鵠
曾
ま
8
の
く
も
魯
。
。
芝
v
倖
ぐ
Φ
℃
8
三
く
5
く
く
G
蚤
く
2
♀
o
G
ま
く
ρ
三
く
ひ
　
　
　
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
概
念
を
使
い
つ
つ
も
、
そ
の
意
味
に
関
し

　　
O
°
。
α
の
8
搾
9
，
く
Φ
℃
ひ
爲
9
の
舞
9
q
苔
民
Ω
d
．
9
禽
ρ
＜
焉
養
0
9
ζ
押
　
　
　
　
　
　
て
両
者
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
て
い
る
か
を
今
後
更
に
発
展
的

（2
0
）
　
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
神
的
ロ
ゴ
ス
と
イ
エ
ス
の
魂
を
区
別
す
る
が
、
こ
　
　
　
　
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
こ
の
点
オ

　
　
れ
に
関
し
て
は
『
原
理
論
』
四
、
四
、
四
を
参
照
。
ま
た
こ
こ
で
は
　
　
　
　
リ
ゲ
ネ
ス
以
前
の
教
父
に
限
っ
た
研
究
で
は
あ
る
が
、
バ
ネ
ン
ベ
ル

　
　三
一
論
的
相
違
、
ま
た
神
、
ロ
ゴ
ス
等
の
区
別
に
言
及
す
る
こ
と
な
　
　
　
　
ク
の
次
の
論
文
は
先
駆
的
研
究
で
あ
ろ
う
。
守
嘗
窪
げ
興
α
q
”
≦
°
”
U
δ

　
　〈
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
限
り
そ
れ
も
適
切
　
　
　
　
〉
ロ
旨
昌
ヨ
Φ
ユ
Φ
ω
9
ぎ
ω
o
唱
甑
ω
o
げ
Φ
ロ
O
o
け
8
ω
げ
Φ
α
q
ユ
静
巴
ω
山
o
o
q
ヨ
甲

　
　
であ
る
と
判
断
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肝
島
窃
℃
3
三
〇
ヨ
ユ
興
蹄
欝
o
鼠
。
・
二
凶
o
冨
昌
↓
ず
0
9
0
α
q
圃
ρ
N
閑
O
刈
O

（2
1
）
　
一
般
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
神
観
に
関
　
　
　
　
（
H
O
α
O
∀
，
同
1
a
°

　
　し
て
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
で
は
多
く
の
共
通
要
素
を
持
っ
　
　
（
2
2
）
o
驚
8
累
9
葺
q
只
5
義
｛
9
の
舞
e
費
¢
且
の
誘
舐
q
①
§
α
昏
d
詩

　
　
て

いる
。
前
節
で
ケ
ル
ソ
ス
が
述
べ
た
よ
う
な
神
の
特
徴
（
善
、
真
、
　
　
　
奏
↓
ρ
望
§
芸
詩
Φ
。
。
e
R
ρ
の
。
ひ
c
。
ひ
く
雲
§
・
貸
罫
．
伽
く
費
雪
5
1
忌
く
。
。
【
曾
一

　
　美
、
幸
福
、
同
一
性
等
々
）
は
多
く
の
教
父
が
認
め
、
事
実
彼
ら
の
　
　
　
　
秦
一
ぴ
常
℃
9
く
♂
亭
伽
§
昌
く
β
晋
。
。
“
．
内
卿
く
。
3
8
ゴ
ひ
為
℃
費
G
且
く

　
　著
作
に
散
見
さ
れ
る
。
両
者
の
対
話
が
な
さ
れ
る
場
合
は
互
い
の
共
　
　
　
　
O
試
蕊
ρ
く
℃
8
伽
§
α
の
貯
G
d
5
1
の
一
㎝
爲
く
曾
9
く
。
昇
驚
。
。
ゴ

　
　
通点
か
ら
議
論
が
起
こ
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
の
共
通
の
観
念
は
、

　
　と
り
わ
け
神
の
善
性
の
観
念
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
神
が
善
で
あ
る

　
　こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
も
キ
リ
ス
ト
教
も
等
し
く
認
め
る
こ
と
で

生
成
の

論
理と
存
在
の
論
理
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七


