
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　実
際
の
こ
の
世
に
お
い
て
現
れ
、
ま
た
我
々
は
そ
れ
を
ど
う
確
認
す
る
の

　
　
　
パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
　
　
　
か
、
と
い
っ
た
事
柄
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
「
生
に
お
け
る

　
　
　
　
　

1
霊
の
普
遍
性
・
創
造
性
に
つ
い
て
1
　
　
　
　
　
　
断
片
的
で
は
あ
る
憐
綱
義
的
で
な
い
も
の
」
で
あ
る
「
霊
的
現
臨
」
（
↓
ゴ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
Q
o
旨
陣
ロ
巴
勺
お
ω
魯
o
Φ
）
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
、
霊
の
も
た
ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　鬼

頭

葉

子　
す
魏
溺
湖
耀
解
生
に
対
す
る
霊
的
現
臨
゜
霊
の
は
た

序
論
　
　
　
　
　
　
　
郵
瀧
顎
鵜
塑
煕
聴
鞍
鎌
騨
晦
（
舘

　
パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
索
は
、
『
組
織
神
学
』
第
三
巻
に
お
い
て
、
　
　
わ
ち
「
霊
的
共
同
体
」
を
形
成
す
る
）
・
霊
の
は
た
ら
き
が
も
た
ら
す
集
団

歴史
と
生
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
同
書
に
お
い
て
、
彼
が
そ
　
　
　
の
「
宗
教
」
の
事
態
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

の

著
述
の多
く
を
費
や
し
た
の
は
、
事
象
の
「
両
義
性
」
（
鋤
日
ぼ
α
q
鼠
蔓
）
　
　
　
聖
霊
理
解
の
特
質
を
掘
り
下
げ
る
一
助
と
し
た
い
。

の問
題
で
あ
る
。
個
人
や
集
団
に
お
け
る
生
の
「
両
義
性
」
ー
ひ
と
つ
の

懸
羅
鞭
簿
雛
鐸
麓
倒
郵
撰
畿
　
第
；
早
「
霊
的
現
臨
」

第
三
巻
に
お
け
る
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
付
随
す
る
　
　
　
（
一
）
　
「
霊
的
現
臨
」
の
意
味
す
る
も
の

肯
定的
側
面
と
否
定
的
側
面
は
、
道
徳
・
文
化
・
宗
教
に
代
表
さ
れ
る
人
　
　
　
「
霊
的
現
臨
」
（
↓
げ
①
ω
豆
蜂
ロ
巴
勺
お
ω
窪
。
Φ
）
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

間
の
文
化
的
創
造
を
分
裂
さ
せ
、
そ
の
破
れ
を
統
合
す
る
方
向
性
を
見
出
　
　
　
ユ
ニ
ー
ク
な
用
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
的
な
霊
と
、
神
的
な
霊
が
人

す
こ
と
を
至
難
の
業
と
し
て
し
ま
う
。
こ
の
分
裂
を
統
合
し
解
決
す
る
も
　
　
問
に
対
し
て
は
た
ら
く
仕
方
の
両
方
が
含
意
さ
鉱
祝
。
そ
こ
で
、
本
論
で

の
、
す
な
わ
ち
両
義
性
を
克
服
し
う
る
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
も
「
霊
」
と
そ
の
人
間
に
対
す
る
は
た
ら
き
の
両
者
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

「生
に

おけ
る
断
片
的
で
は
あ
る
が
両
義
的
で
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
　
　
主
張
に
沿
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

て
こ
れ
こ
そ
が
、
両
義
性
の
下
に
あ
る
生
も
ま
た
、
有
意
味
た
り
う
る
こ
　
　
　
ま
ず
、
「
霊
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
霊
」
（
ω
域
葺
（
英
γ

と
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
「
生
に
お
け
る
断
片
　
　
O
魚
曾
（
独
）
も
蕊
§
§
騎
（
ギ
）
噂
§
ざ
ミ
（
へ
）
）
の
語
が
小
文
字
で
表
現
さ

的

では
あ
る
が
両
義
的
で
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
　
　
れ
る
と
き
、
そ
の
「
霊
」
は
、
人
間
の
精
神
に
お
い
て
は
た
ら
く
「
力
」

パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
（
鬼
頭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



一
四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ

「生命
の
力
」
で
あ
り
、
「
力
と
意
味
に
お
け
る
生
の
統
合
」
を
成
す
も
の
　
　
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
の
霊
は
、
神
の
霊
に
包
括
さ
れ

と
さ
れ
娩
。
ω
且
葺
の
語
源
が
、
げ
お
鋤
昏
（
息
）
で
あ
る
よ
洗
混
、
「
生
命
　
　
る
。
ま
た
人
の
霊
に
と
っ
て
は
、
神
の
霊
の
側
か
ら
支
配
さ
れ
る
と
い
う

のカ
」
と
い
っ
て
も
、
生
気
を
吹
き
込
む
力
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
「
力
」
　
　
　
関
係
に
あ
る
。
神
の
霊
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
精
神
に

は
、
「
有
機
体
（
筆
者
付
記
　
人
間
で
言
え
ば
、
身
体
組
成
が
有
機
体
に
当
　
　
　
お
い
て
「
脱
自
」
の
状
態
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
脱
自
」
は
、

た
る
だ
ろ
う
）
に
付
加
さ
れ
る
一
部
分
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
意
味
に
お
　
　
人
間
の
精
神
が
持
つ
合
理
的
構
造
を
破
壊
は
し
な
い
。
パ
ウ
ロ
が
書
簡
に

け
る
生
」
と
は
、
英
語
の
．
．
慧
民
、
．
の
語
に
含
意
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
の
　
　
お
い
て
戒
め
た
よ
う
に
、
「
異
言
を
語
る
」
こ
と
が
、
混
乱
を
生
み
、
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

意
識
や

知性
、
ま
た
意
志
的
な
も
の
が
優
勢
と
な
る
生
の
側
面
を
指
す
と
　
　
体
を
分
裂
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
来
の
「
脱
自
」
で
は
な
い
。
テ
ィ

思
わ

れる
。
す
な
わ
ち
、
有
機
的
な
生
と
、
知
的
活
動
を
な
す
生
と
は
、
　
　
　
リ
ッ
ヒ
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
脱
自
」
は
、
人
間
の
合
理
的
・
理
性

精
神
に
お
い
て
は
た
ら
く
カ
ー
「
霊
」
1
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
お
　
　
的
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
が
結
び
つ
い
た
統
合
（
目
巳
け
団
）
の

り
、
心
身
二
元
論
的
構
造
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
形
態
で
あ
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
、
大
文
字
S
で
始
ま
る
ω
且
『
ド
島
く
貯
①
ω
且
ユ
け
な
ど
の
　
　
　
さ
ら
に
こ
の
「
脱
自
」
の
特
性
に
つ
い
て
付
記
す
る
と
、
脱
自
の
状
態

語
で
示
さ
れ
る
の
は
、
神
の
霊
あ
る
い
は
聖
霊
を
意
味
し
、
神
の
霊
と
人
　
　
に
お
い
て
は
、
主
体
／
客
体
の
区
別
が
消
失
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ

の

霊と
は
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
神
の
霊
が
、
人
間
の
精
神
の
内
に
（
貯
）
宿
　
　
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
主
体
／
客
体
の
統
合
」
状
態
は
、
ま
さ
に
テ
ィ
リ
ッ

り
、
は
た
ら
く
。
人
間
の
側
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
自
身
の
精
神
　
　
　
ヒ
の
想
定
す
る
信
仰
の
形
態
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
究
極
的
関
心
」
（
巳
亭

（人
の霊
）
が
、
外
へ
（
o
再
）
と
「
追
い
出
さ
れ
る
」
と
で
も
言
い
表
さ
　
　
日
讐
Φ
0
8
0
Φ
ヨ
）
と
し
て
の
信
仰
に
あ
っ
て
は
、
人
が
信
じ
よ
う
と
す
る

叛
説
。
こ
の
よ
う
な
、
人
間
の
精
神
に
お
い
て
起
こ
る
「
内
か
ら
外
へ
」
　
　
　
信
仰
の
行
為
と
し
て
の
主
観
的
側
面
と
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
信
仰
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

と
い
う
事
態
は
、
人
間
の
霊
が
「
霊
的
現
臨
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
状
態
」
　
　
と
し
て
の
客
観
的
側
面
と
は
、
同
じ
で
あ
り
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
脱
自
」
（
8
ω
富
ω
矯
）
と
呼
　
　
　
　
こ
の
「
主
体
／
客
体
の
統
合
」
の
例
の
一
つ
は
、
「
祈
り
」
で
あ
る
。
祈

ぶ
。
こ
の
脱
自
が
、
「
霊
的
現
臨
」
が
顕
示
さ
れ
た
人
間
の
実
態
で
あ
る
。
　
　
り
に
お
い
て
は
、
神
は
祈
る
「
対
象
」
で
は
な
く
、
「
我
々
は
、
我
々
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
け

ま
た
「
現
臨
」
（
℃
話
器
口
o
①
）
と
は
、
「
霊
が
伴
う
」
「
霊
が
現
前
す
る
」
と
　
　
し
て
、
自
ら
に
祈
り
た
も
う
神
に
向
か
っ
て
祈
る
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ

解釈
で
き
る
語
で
あ
る
が
、
人
間
の
霊
に
と
っ
て
は
、
「
霊
に
捉
え
ら
れ
た
」
　
　
ち
、
子
な
る
神
キ
リ
ス
ト
が
父
な
る
神
に
対
し
て
と
り
な
し
祈
る
と
い
う

（びΦ
鴨
曽
ω
唱
Φ
α
）
状
態
で
あ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
理
解
す
る
。
「
誰
も
、
　
　
　
構
造
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
人
が
ど
う
祈
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な

そ
の
人
自
身
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
i
霊
的
現
臨
1
を
捉
え
る
　
　
く
て
も
、
神
の
霊
が
人
間
を
通
し
て
祈
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
。

・



つま
り
＾
人
が
祈
る
主
体
で
あ
っ
て
、
神
が
そ
れ
を
聞
く
客
体
と
い
う
構
　
　
（
二
）
「
霊
的
現
臨
」
の
顕
示
に
つ
い
て

造
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
祈
り
」
は
、
い
わ
ば
自
ら
に
祈
る
神
　
　
　
先
に
、
霊
的
現
臨
の
実
態
、
つ
ま
り
「
脱
自
」
と
は
霊
に
捉
え
ら
れ
た

の

恵
み
に

脱自
的
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能
と
な
る
の
で
　
　
状
態
、
と
述
べ
た
。
で
は
、
我
々
が
霊
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
。
「
霊
的
現
臨
」
は
、
だ
れ
に
対
し
て
、
ど
こ
で

　
「
脱
自
」
の
は
た
ら
き
は
、
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
に
お
け
る
「
理
性
に
　
　
ど
の
よ
う
に
顕
さ
れ
、
感
得
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

対し
て
啓
示
が
顕
れ
る
仕
方
」
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
に
あ
る
。
す
な
　
　
　
ま
ず
霊
的
現
臨
は
、
必
ず
霊
を
媒
介
す
る
媒
体
が
あ
る
こ
と
に
よ
り

わ
ち
理
性
は
、
「
理
性
で
は
な
い
が
理
性
に
先
行
し
、
理
性
を
通
し
て
顕
現
　
　
我
々
に
経
験
さ
れ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
媒
体
と
し

する
あ
る
も
の
の
表
現
」
と
よ
ば
れ
る
「
理
性
の
深
層
」
を
托
つ
屯
。
理
性
　
　
て
、
「
言
」
（
毛
o
同
α
）
と
秘
跡
（
器
o
冨
ヨ
0
9
）
が
挙
げ
ら
叛
翻
。
こ
こ
で

は
、
「
存
在
自
体
」
の
顕
現
、
つ
ま
り
「
啓
示
」
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
深
　
　
　
い
う
「
言
」
（
≦
o
a
）
は
、
霊
の
現
臨
の
も
と
で
、
人
の
「
言
葉
」
（
≦
o
民
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

層
を
知
り
、
本
質
的
性
格
を
獲
得
し
う
る
。
そ
し
て
「
客
観
的
な
ら
び
に
　
　
が
、
神
の
「
言
」
（
白
o
a
）
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
葉
は
、
必
ず

主
観
的

構
造
の

理性
」
は
、
理
性
の
構
造
の
中
に
顕
現
す
る
が
、
両
構
造
　
　
　
し
も
聖
書
の
言
葉
で
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
霊
的
現

を
超
越
す
る
あ
る
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
と
さ
れ
漉
。
す
な
わ
ち
、
理
　
　
臨
の
力
の
下
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
神
的
啓
示
の
媒
介
と
な
り
う
る
か

性
の
主
観
客
観
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
し
か
し
そ
の
構
造
を
　
　
ら
で
あ
る
。
人
間
が
書
い
た
文
書
や
会
話
も
、
媒
体
と
な
る
可
能
性
を
持

超え
た
神
の
啓
示
を
、
人
間
の
理
性
は
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
　
　
つ
。
こ
こ
に
は
、
「
言
葉
」
（
≦
o
巳
）
な
く
し
て
霊
の
現
臨
な
く
、
霊
の
現

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨
な
く
し
て
「
言
」
（
零
o
巳
）
な
し
、
と
い
う
相
互
関
係
が
成
り
立
っ
て

　さ
ら
に
、
神
の
霊
／
人
の
霊
と
の
関
係
性
は
、
内
包
さ
れ
、
支
配
さ
れ
　
　
　
い
る
。
で
は
、
媒
体
は
、
必
ず
、
文
書
・
話
し
言
葉
も
含
め
た
「
言
葉
」

る
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
神
／
人
間
は
二
元
論
的
な
一
方
向
的
関
係
で
は
　
　
　
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
秘
跡
に
つ
い
て
は
ど
う
解
釈
さ
れ

な
く
、
神
の
霊
は
、
人
の
霊
に
お
け
る
、
人
間
ー
主
観
、
神
－
客
観
と
い
っ
　
　
　
る
の
だ
ろ
う
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
答
え
は
、
「
音
声
」
（
＜
0
8
0
）
は
必
ず
し

た

構
造を
統
合
す
る
。
「
統
合
」
と
は
、
す
で
に
分
離
が
存
在
す
る
こ
と
を
　
　
も
必
要
で
は
な
い
が
、
媒
体
と
し
て
の
「
言
葉
」
（
薯
o
a
）
（
特
定
の
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

示す
語
で
あ
る
が
、
両
者
が
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
と
い
う
二
元
的
な
分
離
　
　
や
象
徴
に
縛
ら
れ
な
い
が
）
は
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例

状態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
統
合
」
の
概
念
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
　
　
え
ば
、
聖
礼
典
に
お
け
る
事
物
（
パ
ン
・
葡
萄
酒
）
や
行
為
（
礼
典
の
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

の

聖
霊
理解
を
明
示
す
る
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
）
は
、
必
ず
し
も
「
音
声
」
を
伴
わ
な
い
が
、
「
言
葉
」
は
あ
る
、
と
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　リ
ッ
ヒ
は
主
張
す
る
。
逆
に
、
人
間
の
精
神
が
自
己
意
識
・
知
性
・
意
志

パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
（
鬼
頭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



一四
六

の
み
に

還
元さ
れ
る
な
ら
ば
、
言
葉
や
教
義
、
道
徳
の
み
が
霊
の
媒
体
と
　
　
　
を
持
ち
、
営
ω
覧
鑓
け
δ
ロ
の
語
は
、
い
わ
ゆ
る
「
霊
感
を
受
け
た
」
と
の
意

な
っ

てし
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
提
言
す
る
「
多
次
　
　
　
が
あ
り
、
神
に
つ
い
て
の
事
柄
を
情
報
と
し
て
認
識
で
き
た
り
、
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

元
的
統合
と
し
て
の
人
間
」
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
霊
を
担
う
媒
体
と
な
　
　
　
れ
た
り
す
る
よ
う
な
状
態
を
含
意
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
プ
ロ
テ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

る
行
為
や
素
材
は
、
人
間
の
自
己
意
識
の
み
な
ら
ず
無
意
識
の
領
域
に
も
　
　
　
タ
ン
ト
教
会
の
多
く
は
、
訂
＄
昏
（
息
）
、
o
ロ
ε
o
霞
ぎ
α
q
（
そ
そ
ぎ
）
（
殊

は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
礼
典
を
　
　
に
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
お
い
て
）
と
い
っ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
る
が
、
あ

受け
る
側
で
あ
る
人
間
の
主
体
的
な
意
志
の
同
意
が
な
く
と
も
、
礼
典
の
　
　
く
ま
で
こ
れ
ら
は
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
実
体
的
な
含
意
が
前
面
に
現
れ

行
為
に

直
接的
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
「
な
さ
れ
　
　
　
て
し
ま
う
こ
と
を
理
由
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
れ
ら
の
用
語
も
積
極
的
に

た業
か
ら
」
（
Φ
×
O
娼
Φ
「
Φ
O
b
①
同
鋤
け
O
）
の
教
義
の
み
に
依
拠
す
る
こ
と
は
な
　
　
　
は
良
し
と
し
な
い
。
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
伝
統
的
な
聖
霊
論
で
取
り
上

い
。
秘
跡
は
、
客
観
的
・
直
接
的
な
神
の
「
し
る
し
」
と
し
て
は
捉
え
ら
　
　
げ
ら
れ
る
、
霊
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
古
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

れな
い
、
と
も
言
う
。
秘
跡
（
礼
典
）
の
執
行
者
が
、
そ
の
秘
跡
の
表
現
　
　
教
会
で
議
論
が
沸
騰
し
た
、
「
発
出
」
（
嘆
0
8
ω
臨
o
）
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

す
る
も
の
を
意
識
し
、
ま
た
受
け
る
側
の
人
間
も
、
そ
の
内
容
を
汲
み
取
　
　
「
霊
」
の
生
起
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
「
予
測
で
き
な
い
」
と
す
る
。

ろ
う
と
す
る
「
は
た
ら
き
手
の
業
か
ら
」
（
①
×
o
b
①
お
8
①
轟
暮
凶
ω
）
の
態
　
　
　
　
な
ぜ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
実
体
的
な
意
味
合
い
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
か
。

度
が
、
同
時
に
求
め
ら
れ
麺
。
こ
の
よ
う
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
は
、
信
　
　
　
そ
れ
は
、
霊
は
単
な
る
実
体
と
し
て
表
現
し
尽
く
さ
れ
、
把
握
さ
れ
る
も

仰
の

行為
と
し
て
の
主
観
的
側
面
と
、
信
仰
の
内
容
と
し
て
の
客
観
的
側
　
　
　
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
霊
に
対
し
て
現
臨
す
る
神
の
霊
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

面を
統
合
す
る
「
究
極
的
関
心
」
と
し
て
の
信
仰
の
概
念
に
お
い
て
も
、
　
　
　
「
神
秘
的
な
実
体
」
で
は
な
く
、
「
神
の
一
部
」
で
も
な
い
。
こ
れ
を
テ
ィ

明確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ッ
ヒ
は
「
霊
の
自
由
」
と
い
う
。
人
間
は
、
神
の
霊
に
対
し
て
、
受
動

　
霊は
、
人
間
の
精
神
に
、
媒
体
－
言
葉
ー
を
用
い
て
「
入
り
込
む
」
。
　
　
的
立
場
に
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
脱
自
」
は
、
人
間
の
側
か
ら
意
志

人間
の
側
か
ら
言
え
ば
、
人
間
の
精
神
は
霊
の
「
衝
迫
」
（
巨
冒
9
）
を
得
　
　
的
に
行
う
も
の
で
は
な
く
、
霊
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
た
状
態
を
指
す
。
霊

て

脱自
へ
と
至
る
。
こ
の
よ
う
な
事
象
に
対
し
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
　
　
　
的
現
臨
は
表
現
し
尽
く
せ
な
い
し
、
把
握
し
き
れ
な
い
。
霊
的
現
臨
は
、

の

伝統
で
ぎ
ω
嘗
鑓
寓
8
（
霊
感
）
、
冒
費
ω
凶
8
（
注
入
）
等
の
語
が
用
い
ら
　
　
神
の
霊
か
ら
の
全
く
自
由
な
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。

れ
てき
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
霊
な
い
し
霊
的
現
臨
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
り

対
す
る
誤
解
を
招
く
と
し
、
こ
れ
ら
を
用
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ぎ
h
亭
　
　
（
三
）
1
①
　
霊
的
現
臨
の
特
性
－
普
遍
性
1

ωδ
口
の
語
は
、
霊
を
物
質
の
よ
う
に
受
け
手
に
与
え
る
よ
う
な
意
味
合
い
　
　
　
霊
は
自
由
で
あ
る
。
霊
は
、
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
、
自
由
に
現
臨
す
る
。



霊は
自
由
に
対
象
を
捉
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
誰
に
で
も
、
キ
リ
ス
ト
者
　
　
演
習
な
ど
に
お
い
て
他
宗
教
へ
の
視
点
を
得
て
、
「
具
体
的
霊
の
出
霧
」
を

以
外
の

人
であ
っ
た
と
し
て
も
、
霊
的
現
臨
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
　
　
　
目
指
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
筆
者
の
見
解
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

　
　
　
　
バ
お
り

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
我
々
が
は
っ
き
り
と
、
直
接
的
に
見
分
け
る
こ
と
　
　
が
想
定
す
る
霊
的
現
臨
を
申
心
と
す
る
宗
教
が
、
自
由
な
霊
性
と
各
「
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

が
でき
な
く
と
も
霊
は
現
臨
す
る
。
霊
は
教
会
と
い
う
共
同
体
を
形
成
す
　
　
教
」
の
具
体
性
（
特
殊
性
）
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
自
己
だ
け
の

る
基
盤
で
は
あ
る
が
、
自
由
で
あ
り
普
遍
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
　
　
体
験
に
留
ま
ら
ず
、
他
者
に
開
か
れ
て
お
り
、
普
遍
性
が
確
立
で
き
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
リ

ト
教
会
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
後
述
す
る
が
（
第
二
章
ニ
ー
①
）
、
　
　
と
、
と
定
義
さ
れ
る
点
は
傾
聴
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
研
究
者
の
間
で

宗
教
的
共同
体
と
世
俗
の
社
会
集
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
顕
在
的
霊
的
共
同
　
　
　
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
霊
的
現
臨
の
思
想
が
宗
教
間
対
話
を
有
効
に
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　

体
」
と
「
潜
在
的
霊
的
共
同
体
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
「
潜
在
的
」
（
一
緯
Φ
韓
）
　
　
　
の
議
論
も
あ
る
。
筆
者
の
見
解
を
述
べ
て
お
こ
う
。
こ
の
よ
う
な
霊
を
中

と
は
「
半
ば
現
実
的
（
曽
o
言
巴
）
、
半
ば
可
能
的
な
（
b
9
Φ
鼠
巴
）
存
在
の
　
　
心
的
観
点
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
他
宗
教
と
有
意
義
な
対
話
を
な
し
う

状態
」
で
あ
る
か
ら
、
「
潜
在
的
」
”
「
見
え
ざ
る
教
会
」
、
「
顕
在
的
」
1
1
「
見
　
　
る
と
い
っ
た
主
張
は
慎
重
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

え
る
教
会
」
と
み
な
す
ル
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
　
　
リ
ッ
ヒ
は
、
『
組
織
神
学
』
第
三
巻
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
と
愛
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
り

と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
見
解
と
は
異
な
る
。
「
聖
な
る
霊
が
は
た
ら
く
と
こ
ろ
　
　
　
宗
教
的
な
究
極
的
基
準
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
『
組

では
、
あ
る
教
会
が
、
他
の
全
て
の
教
会
を
排
し
て
、
自
分
た
ち
が
神
を
　
　
織
神
学
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
お
け
る
「
基
準
」
は
、
「
終
極
的
啓
示
」
1

表
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
主
張
は
退
け
ら
れ
る
。
聖
な
る
霊
の
自
由
が
、
　
　
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
1
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

そ
の
よ
う
な
主
張
を
退
け
る
の
で
あ
る
」
。
「
霊
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
　
　
を
中
心
に
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
よ
り
も
、
「
霊
的
現
臨
を
最
も
明
確
に
表

から
隔
た
っ
て
い
て
も
は
た
ら
く
。
と
い
う
の
も
、
霊
は
普
遍
的
に
は
た
　
　
明
す
る
キ
リ
ス
ト
」
や
「
信
仰
と
愛
を
体
現
す
る
キ
リ
ス
ト
」
を
基
盤
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

ら
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
潜
在
的
教
会
」
と
は
、
キ
　
　
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
側
面
は
、
他
宗
教
に
対
し
開
か
れ
て
い
る
、
と

リ
ス
ト
教
会
に
と
ど
ま
ら
ず
、
外
部
共
同
体
に
も
適
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
　
　
　
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
点
で
、
霊
的
現
臨
や
信
仰

る
。
で
は
、
霊
が
「
普
遍
性
」
を
持
つ
、
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
普
遍
」
　
　
　
は
、
「
普
遍
的
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
宗
教
問
対
話
」

の

及
ぶ
範囲
は
ど
こ
ま
で
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
体
　
　
と
は
そ
も
そ
も
何
か
と
考
え
合
わ
せ
る
時
、
互
い
の
教
義
・
信
条
に
共
通

を
超
え
た
他
宗
教
や
、
神
的
な
も
の
の
内
的
経
験
に
お
い
て
も
通
底
す
る
　
　
す
る
点
を
見
出
す
、
と
い
う
課
題
を
挙
げ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、

も
の
を
持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
『
組
織
神
学
』
　
　
相
手
を
自
分
が
信
奉
す
る
宗
教
に
引
き
込
む
、
同
化
す
る
、
と
い
う
こ
と

執
筆
後
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
仏
教
者
と
の
対
話
、
エ
リ
ア
ー
デ
と
の
共
同
　
　
で
は
な
く
、
共
通
点
を
見
出
し
た
上
で
相
手
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
言
葉

パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
（
鬼
頭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



一
四

八

で語
る
、
と
い
う
弁
証
論
的
方
法
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一
方
、
「
実
質
的
概
念
」
と
は
、
「
霊
的
現
臨
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義的
で
な
い
生
の
統
合
へ
と
開
か
れ
た
存
在
の
状
態
」
を
意
味
し
、
特
殊

（三
）
1
②
　
霊
的
現
臨
の
特
性
－
創
造
性
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
・
個
別
的
な
概
念
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
う
な
ら
ば
、
「
霊
的
現

　そ
れ
で
は
、
自
由
の
霊
に
捉
え
ら
れ
、
霊
的
現
臨
の
衝
迫
を
受
け
た
人
　
　
臨
に
よ
っ
て
、
両
義
的
で
な
い
生
の
超
越
的
統
合
へ
と
開
か
れ
た
存
在
の

間
は
、
い
か
に
新
し
く
変
え
ら
れ
る
の
か
。
霊
的
現
臨
に
捉
え
ら
れ
た
人
　
　
状
態
」
と
し
て
の
信
仰
で
あ
り
、
こ
の
記
述
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
背
景
（
あ

間
は
、
実
存
の
条
件
下
に
あ
り
な
が
ら
自
由
な
生
1
1
両
義
的
で
な
い
生
を
、
　
　
　
る
い
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
的
背
景
）
と
い
う
特
殊
性
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

断
片
的
で
は
あ
る
が
生
き
は
じ
め
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
霊
の
特
性
を
、
　
　
「
普
遍
的
に
妥
当
す
る
記
述
」
で
あ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
明
言
し
て
い
る
。

霊
の

「創
造性
」
（
。
同
Φ
簿
菖
く
凶
範
と
い
う
。
神
の
霊
は
、
人
の
霊
を
捉
え
、
　
　
　
さ
て
、
「
実
質
的
概
念
」
と
し
て
の
信
仰
に
は
、
三
つ
の
要
素
が
あ
る
、

両
義
的

でな
い
生
を
創
造
す
る
。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
、
別
の
言
い
方
を
　
　
　
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
定
義
す
る
。
第
一
に
、
「
信
仰
の
受
動
性
」
（
霊
的
現
臨

す
れ
ば
、
霊
は
人
間
の
霊
の
内
に
、
超
越
的
統
合
（
訂
碧
ω
o
⑦
巳
Φ
暮
　
　
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
）
と
い
う
要
素
、
第
二
に
、
神
の
霊
と
人
の
霊
と
の

　
ハ
む
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

昼
艮
蔓
）
、
す
な
わ
ち
「
両
義
的
で
な
い
生
の
資
質
」
を
創
造
し
、
そ
の
資
質
　
　
　
無
限
の
隔
た
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
霊
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
信
仰
（
h
9
。
幽
密
）
と
愛
（
§
恥
〔
ギ
〕
）
で
あ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
　
　
と
を
受
け
容
れ
る
「
逆
説
的
要
素
」
、
第
三
は
、
両
義
的
で
な
い
生
の
超
越

は
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
義
性
の
断
片
的
な
克
服
と
は
、
人
間
の
生
　
　
的
統
合
に
完
全
に
あ
ず
か
り
得
る
と
い
う
「
期
待
の
要
素
」
で
あ
る
。
こ

に

お

いて
、
信
仰
と
愛
の
要
素
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
「
信
　
　
　
の
三
つ
の
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
再
生
」
・
「
義
認
」
・
「
聖
化
」
の
概
念
に

仰
と
愛
」
と
は
い
か
な
る
内
容
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
応
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
「
信
仰
」
の
形
態
と
は
、
「
形
式
的
定
義
」
と
「
実
　
　
　
次
に
「
愛
」
に
関
し
て
見
て
お
こ
う
。
信
仰
と
は
「
霊
的
現
臨
に
よ
っ

質的
概
念
」
（
日
緯
Φ
ユ
巴
8
湾
⑦
U
け
）
と
に
分
類
さ
れ
る
。
「
形
式
的
定
義
」
　
　
て
捉
え
ら
れ
た
存
在
の
状
態
」
と
、
実
質
的
に
は
定
義
さ
れ
た
が
、
愛
に

と
は
、
「
究
極
的
な
も
の
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
状
態
」
（
究
極
的
関
心
）
を
　
　
つ
い
て
は
、
「
霊
的
現
臨
に
よ
っ
て
超
越
的
統
合
の
内
へ
取
り
入
れ
ら
れ
た

言
い
表
し
て
お
り
、
主
体
は
自
ら
が
究
極
的
と
感
じ
る
も
の
を
追
求
し
、
　
　
　
存
在
の
状
態
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
位
置
づ
け
る
。
霊
的
現
臨
に
よ
っ
て
捉

　
　
　
　
　
ハ
お
り

「究
極
的な
も
の
」
は
主
体
を
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
相
互
の
状
態
で
あ
る
。
　
　
え
ら
れ
（
ー
1
信
仰
）
、
そ
の
結
果
、
超
越
的
統
合
へ
と
向
か
わ
せ
ら
れ
る
（
1
1

主体
は
自
ら
が
「
主
体
的
に
」
追
求
す
る
も
の
に
結
局
は
捉
え
ら
れ
て
い
　
　
愛
）
。
つ
ま
り
「
信
仰
」
は
、
あ
く
ま
で
「
愛
」
に
先
行
す
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ

る
。
い
わ
ば
宗
教
の
広
義
・
普
遍
的
定
義
で
あ
り
、
こ
の
定
義
に
従
う
な
　
　
　
ヒ
は
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
「
信
仰
」
を
持
ち
う
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
い
う
「
愛
」
と
は
、
霊
の
創
造
に
よ
る
ア
ガ
ペ
ー
で
あ
る
。
ア



灘
鰯
織
撰
櫻
雛
酷
講
難
第
二
章
雄
叢
㎏
共
同
体

素
と
全
く
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
、
①
無
条
件
で
愛
の
対
象
を
受
け
容
れ
る
「
受
　
　
（
一
）
霊
的
共
同
体
の
は
じ
め

動的
」
性
質
、
②
そ
の
対
象
が
疎
外
さ
れ
歪
曲
さ
れ
、
罪
の
状
態
に
あ
っ
　
　
　
霊
的
現
臨
は
、
信
仰
と
愛
を
創
造
す
る
。
霊
の
衝
迫
が
創
造
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
と
し
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
容
す
る
「
逆
説
的
」
性
質
、
③
相
手
　
　
は
、
個
人
の
内
的
経
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
仰
と
愛
の
場
と
し
て
の
他
者

の

変
革を
待
望
す
る
「
期
待
」
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
　
　
と
の
共
同
体
へ
と
開
か
れ
る
。
で
は
、
霊
的
現
臨
を
共
に
受
け
る
他
者
と

三
要素
は
、
信
仰
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
「
再
生
」
・
「
義
認
」
・
「
聖
化
」
の
概
　
　
　
の
「
霊
的
共
同
体
」
と
は
、
い
か
に
し
て
は
じ
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

念を
表
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
他
の
多
様
な
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る
、
聖
書
記
述
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
「
霊
的
共

愛
に
対
し
て
ア
ガ
ペ
ー
の
み
が
特
権
的
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
　
　
同
体
」
の
姿
を
み
て
み
よ
う
。

は
、
こ
の
性
質
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
物
語
を
挙
げ
、
霊
的
共
同
体
の
典

　
信仰
、
愛
の
性
質
と
共
に
特
徴
的
な
の
は
、
「
聖
化
」
の
概
念
で
あ
る
。
　
　
型
と
し
て
い
る
。
簡
略
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
聖
霊
降
臨
に
よ
っ
て
引
き

「
再生
」
「
義
認
」
は
『
組
織
神
学
』
第
二
巻
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
　
　
起
こ
さ
れ
た
出
来
事
の
特
徴
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

が
、
「
聖
化
」
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
で
も
、
テ
ィ
　
　
　
ー
．
脱
自
的

リ
ッ
ヒ
が
聖
霊
論
を
記
述
す
る
上
で
、
特
に
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
「
聖
　
　
　
　
2
．
壊
滅
状
態
に
あ
っ
た
（
弟
子
ら
は
ガ
リ
ラ
ヤ
に
逃
亡
離
散
し
た
）

化
」
の
部
分
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推
察
す
る
。
「
聖
化
」
は
、
受
容
さ
れ
　
　
　
　
　
　
信
仰
の
創
造

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
・
創
造
性
を
体
現
し
て
　
　
　
3
．
愛
の
創
造
（
異
邦
人
、
困
窮
に
あ
る
者
の
受
容
）

おり
、
霊
の
創
造
性
を
強
調
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
論
理
に
合
致
す
る
か
ら
　
　
　
4
．
一
致
（
異
な
っ
た
個
人
・
民
族
・
伝
統
を
統
合
す
る
）

であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
．
普
遍
性
（
彼
ら
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
全
て
の
人
類
・
宇
宙
が
含
ま
れ
、
対
象
と
な
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
サ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
「
霊
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
言
語
に
お
け
る
疎
外
は
克
服
さ
れ
る
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
脱
自
の
状
態
に
あ
っ
て
多
く
の
国
の
言
葉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　語
る
弟
子
達
を
、
バ
ベ
ル
の
塔
に
象
徴
さ
れ
た
人
類
の
分
裂
が
克
服
さ
れ

パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
（
鬼
頭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



一
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

た

状態
と
み
な
し
、
霊
的
共
同
体
の
は
じ
ま
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
約
言
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
の
記
述
は
、
一
見
、
護
教
論
的
な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
徳
の
高
い
優

（二
）
1
①
　
霊
的
共
同
体
の
特
性
i
普
遍
性
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
宗
教
者
を
「
無
名
の
キ
リ
ス
ト
者
」
と
位
置
づ
け
る
ラ
ー
ナ
ー
の
見

　
次に
、
「
霊
的
共
同
体
」
の
特
徴
を
、
実
際
の
共
同
体
の
状
況
か
ら
捉
え
　
　
解
な
ど
を
想
起
さ
せ
も
す
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
徳
の
高
さ
や
、

て

みよ
う
。
「
霊
的
共
同
体
は
、
決
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
会
」
や
「
宗
教
的
　
　
宗
教
的
で
あ
る
か
否
か
を
霊
的
共
同
体
の
要
件
と
は
し
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

共同
体
」
の
み
を
指
す
語
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
「
霊
的
共
同
体
」
は
、
あ
　
　
　
ヒ
は
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
が
、
無
条
件
に
「
霊
的
共
同
体
」
た
り
う
る
可

る
特
定
の
グ
ル
ー
プ
で
も
な
く
、
共
同
体
の
一
部
分
で
も
な
い
。
霊
的
共
　
　
　
能
性
を
示
唆
し
、
全
て
の
共
同
体
が
霊
的
共
同
体
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ

同
体
と
は
、
「
宗
教
的
共
同
体
の
う
ち
に
内
在
し
、
ま
た
は
た
ら
い
て
い
る
　
　
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
「
世
俗
的
な
も
の

力
で
あ
り
構
造
」
、
ま
た
集
団
が
究
極
的
関
心
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
　
　
は
、
教
会
の
媒
介
が
な
く
と
も
霊
の
衝
迫
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
」
「
神

る
限
り
、
そ
の
集
団
に
「
隠
さ
れ
た
力
で
あ
り
構
造
」
で
あ
る
と
定
義
さ
　
　
　
の
霊
は
、
自
ら
が
創
造
し
た
媒
体
、
す
な
わ
ち
諸
教
会
（
そ
し
て
諸
教
会

叛
麗
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
媒
体
、
つ
ま
り
言
葉
と
秘
跡
）
に
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
の
引
用
か
ら
も

　さ
ら
に
、
霊
的
共
同
体
は
、
宗
教
的
共
同
体
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
　
　
明
白
で
あ
る
が
、
「
聖
と
俗
は
依
存
し
合
っ
て
」
お
り
、
切
り
離
さ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
け

「
世俗
」
の
共
同
体
も
「
霊
的
共
同
体
」
た
り
う
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
い
　
　
　
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

う
。
論
拠
と
な
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
諸
教
会
は
、
顕
在
的
・
宗
　
　
　
で
は
、
「
霊
的
共
同
体
」
が
聖
俗
関
係
な
く
、
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
な
ら

教的
・
自
己
表
現
に
お
い
て
、
霊
的
共
同
体
を
代
表
し
て
い
る
。
一
方
、
　
　
　
ば
、
宗
教
的
共
同
体
（
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
想
定
さ
れ
る
）
と
、
他

他
の
グ
ル
ー
施
は
、
世
俗
的
潜
在
性
に
お
け
る
霊
的
共
同
体
を
代
表
し
て
　
　
の
共
同
体
と
を
区
別
す
る
も
の
は
何
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
テ
ィ

　
ハ
む
りいる

」
。
「
共
産
主
義
で
あ
っ
て
も
、
も
し
霊
的
共
同
体
の
全
て
の
要
素
を
　
　
リ
ッ
ヒ
は
、
重
要
な
論
拠
を
提
出
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
に
お
い
て

欠
い
て
い
る
な
ら
ば
、
生
き
続
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
世
界
共
産
主
義
で
さ
　
　
は
完
全
な
自
己
否
定
・
自
己
犠
牲
の
キ
リ
ス
ト
（
ケ
ノ
ー
シ
ス
）
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

え
も
、
目
的
論
的
に
は
、
霊
的
共
同
体
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
。
　
　
　
　
て
現
れ
た
信
仰
と
愛
が
「
霊
的
共
同
体
」
の
基
準
と
な
る
、
と
い
う
点
で

　
つま
り
、
た
と
え
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ
る
共
同
体
に
お
い
て
も
、
霊
　
　
　
あ
る
。
「
潜
在
的
霊
的
共
同
体
」
、
す
な
わ
ち
世
俗
の
社
会
集
団
に
お
い
て

的
共
同
体
の
い
く
つ
か
の
要
素
は
満
た
し
て
お
り
、
究
極
の
目
標
と
し
て
　
　
は
、
信
仰
と
愛
に
お
け
る
霊
的
現
臨
の
衝
迫
は
、
訪
れ
る
。
し
か
し
、
信

は
「
信
仰
と
愛
」
の
共
同
体
と
い
う
理
念
を
目
指
し
て
い
る
、
と
解
釈
す
　
　
仰
と
愛
の
究
極
的
基
準
（
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
と
愛
）
に
現
れ
た
、
両
義
的

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
潜
在
的
な
霊
的
共
同
体
は
「
無
意
識
的
に
は
、
　
　
で
な
い
生
の
超
越
的
統
合
に
は
欠
け
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
「
霊
的
共
同
体
」
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
両
義
性
を
克
服
し
た
完
全
　
　
　
い
う
弁
証
を
行
う
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
ま
た
、
教
会
内
部
の
者
に
対
し

なも
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
霊
的
共
同
体
」
は
、
「
共
同
体
の
力
・
構
造
」
　
　
て
は
、
基
準
に
常
に
忠
実
で
あ
れ
、
と
自
戒
を
促
す
こ
と
が
、
テ
ィ
リ
ッ

であ
り
、
「
共
同
体
」
そ
の
も
の
は
完
全
で
は
な
い
。
宗
教
的
共
同
体
に
お
　
　
ヒ
の
意
図
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
従
来
の
宗
教
的
象

い
て
も
、
完
全
な
宗
教
的
共
同
体
や
教
会
な
ど
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
　
　
徴
を
、
人
間
の
実
際
の
状
況
が
提
示
す
る
諸
問
題
と
結
び
つ
け
て
新
た
に

う
。
と
は
い
え
、
「
教
会
」
は
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
と
よ
ば
れ
、
キ
リ
ス
ト
　
　
解
釈
す
る
、
『
組
織
神
学
』
前
後
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
根
本
姿
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

の自
己
否
定
と
い
う
基
準
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　こ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
見
解
を
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
擁
護
と
み
な
す
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
「
教
会
」
は
、
世
俗
集
団
に
　
　
　
（
＝
）
1
②
　
霊
的
共
同
体
の
特
性
ー
創
造
性
ー

比し
て
も
、
よ
り
厳
し
い
基
準
・
自
己
批
判
を
内
包
し
て
い
る
、
と
考
え
　
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
る
「
霊
」
（
ω
営
腎
）
の
人
間
の
精
神
へ
の
突
入
は
、

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
の
　
　
孤
立
し
た
個
人
に
お
い
て
で
は
な
く
、
社
会
的
集
団
に
お
い
て
起
こ
る
。

外
部

（た
と
え
ば
国
家
な
ど
）
に
対
し
て
は
、
信
仰
と
愛
の
基
準
に
照
ら
　
　
　
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
精
神
の
全
て
の
機
鰯
は
、
「
我
と
汝
の
出
会
い
と
い
う

し
、
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
内
部
に
　
　
社
会
的
文
脈
」
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
＾
欄
、
個
人
は
他
者
と
共
に

対し
て
は
、
そ
の
基
準
を
も
と
に
自
ら
の
共
同
体
を
常
に
吟
味
し
、
刷
新
　
　
　
あ
っ
て
こ
そ
個
人
の
人
格
を
確
立
さ
せ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
霊
は

し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
言
と
秘
跡
」
を
媒
体
と
し
て
現
れ
る
。
コ
言
と
秘
跡
」
は
、
我
と
他
者
の

　そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
を
自
ら
の
う
ち
に
持
つ
集
団
は
、
他
の
　
　
問
で
、
す
な
わ
ち
共
同
体
に
お
い
て
こ
そ
有
効
と
な
る
。

集団
と
比
べ
て
い
か
な
る
位
置
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
論
理
的
に
は
、
「
優
　
　
　
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
コ
言
」
は
、
「
音
声
」
を
伴
わ
な
い
場
合
が
あ

れた
基
準
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
基
準
を
持
つ
集
団
そ
の
も
の
が
優
れ
　
　
る
し
、
秘
跡
も
ま
た
、
人
間
の
自
己
意
識
を
超
え
た
領
域
に
は
た
ら
き
か

て

いる
」
と
は
、
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
そ
の
基
準
は
、
　
　
　
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
本
章
前
節
（
二
）
ー
①
で
述
べ
た
「
霊
的

実
際
の

教
会
の

歴
史
に

お

い
て
、
何
の
抵
抗
原
理
に
も
な
り
え
な
か
っ
た
　
　
共
同
体
の
普
遍
性
」
に
従
え
ば
、
霊
的
共
同
体
が
、
従
来
の
制
度
・
教
義
・

こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
教
会
が
自
ら
を
「
霊
的
共
同
体
」
と
同
一
視
し
て
　
　
儀
式
・
礼
典
を
伴
っ
た
宗
教
的
共
同
体
を
組
織
す
る
必
然
性
は
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ

ふる
ま
っ
た
こ
と
や
、
時
の
権
力
に
迎
合
し
た
こ
と
な
ど
、
枚
挙
に
暇
は
　
　
に
な
る
。

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
会
に
は
立
ち
返
る
べ
き
場
所
が
あ
り
、
そ
　
　
　
既
に
ル
ッ
ク
マ
ン
が
、
『
見
え
な
い
宗
教
』
（
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
、

れは
教
会
の
外
の
霊
的
共
同
体
に
開
か
れ
た
有
効
な
基
準
た
り
う
る
、
と
　
　
制
度
化
さ
れ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
な
宗
教
に
つ
い
て
問
う
「
実
体
的
定
義
」

パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
（
鬼
頭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



一
五
二

に

対し
、
宗
教
の
「
機
能
的
定
義
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
「
宗
教
的
な
　
　
　
な
本
質
論
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
も
そ
も
誰
が
ど
こ
に
神

も
の
」
を
、
個
人
の
心
理
的
機
能
や
、
集
団
の
関
心
と
し
て
存
在
す
る
社
　
　
秘
的
な
体
験
や
自
己
変
革
を
見
い
だ
し
て
も
餐
め
ら
れ
る
こ
と
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

会的
機
能
と
捉
え
る
、
「
機
能
と
し
て
の
宗
教
」
の
視
点
を
論
じ
た
ル
ッ
ク
　
　
な
い
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
る
霊
の
現
臨
は
、
あ
く
ま
で
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

マ
ン

の議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
現
在
、
既
存
の
実
定
宗
教
や
世
界
三
　
　
体
に
属
す
る
個
々
人
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
社
会
的
集
団
の
内
に
お
い
て

大
宗
教
の

み

が

「宗教
」
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
　
　
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
霊
的
共
同
体
」
は
、
不
可
避
に
成
立
し
て
し
ま

こ
れ
ら
を
簡
単
に
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、
実
体
的
定
義
に
よ
る
「
宗
教
」
　
　
　
う
の
で
あ
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
個
の
制
度
・
教
義
・
儀
式
・
礼
典
・
組
織
な
ど
公
的
領
　
　
　
　
一
方
、
以
下
の
よ
う
な
反
論
も
出
来
よ
う
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
グ
ル
ー

域
の

性格
が
明
確
で
あ
る
。
一
方
、
機
能
的
定
義
に
よ
る
「
宗
教
」
は
、
　
　
　
プ
内
で
、
独
自
の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
に
よ
っ
て
、
自
己
の
物
語
が
語
ら
れ
、
共

個
人
の
私
的
領
域
に
お
け
る
自
己
の
世
界
観
の
変
化
等
も
含
め
、
人
間
の
　
　
同
体
が
形
成
さ
れ
る
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
同
様
に
「
物
語
」

精神
に
お
け
る
普
遍
的
な
現
象
と
し
て
、
広
く
概
念
規
定
さ
赦
麗
。
た
と
　
　
が
語
ら
れ
、
共
同
体
を
維
持
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
見
る
こ
と
も
で

え
ば
、
近
年
、
耳
に
親
し
い
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
な
ど
は
、
後
者
　
　
　
き
よ
う
。
こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
論
理
を
敷
衛
す
る
と
し
た
ら
、
霊
の
衝

の

機
能
的
定
義
に

基
づけ
ば
、
広
く
規
定
さ
れ
た
意
味
で
の
「
宗
教
」
と
　
　
迫
は
、
自
己
の
幸
福
や
自
己
実
現
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
の
み
を
生
み
出
す

考え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
は
な
い
。
自
己
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
究
極
的
な
も
の
へ
と
捉
え
ら
れ
、

　
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
、
社
会
学
的
・
現
象
学
的
な
定
見
　
　
　
「
信
仰
と
愛
」
を
実
践
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
霊
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
考
え

では
、
「
主
に
個
々
人
の
体
験
に
重
点
を
置
き
、
当
事
者
が
何
ら
か
の
手
の
　
　
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
霊
的
共
同
体
は
、
個
々
人
を
構
成
員
と

届
かな
い
不
可
知
、
不
可
視
の
存
在
と
神
秘
的
な
つ
な
が
り
を
得
て
、
非
　
　
　
し
て
、
「
信
仰
と
愛
」
が
創
造
さ
れ
る
実
際
の
場
と
な
る
。

日
常
的
な
体
験
を
し
た
り
、
自
己
が
高
め
ら
れ
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
た
　
　
　
霊
は
、
人
間
が
創
造
す
る
文
化
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
は
た
ら
く
。
例

り
す
る
こ
と
」
と
定
義
さ
鉱
翻
。
要
約
す
れ
ば
、
「
超
自
然
的
な
力
や
存
在
」
　
　
え
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
人
道
主
義
」
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
）
を
例
に
挙
げ
、

から
、
「
自
己
」
「
個
々
人
」
が
「
神
秘
的
・
非
日
常
的
な
」
経
験
を
す
る
　
　
　
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
原
点
が
「
人
間
の
可
能
性
の
発
展
」
で
あ
る
と
し
て

こ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
見
い
だ
せ
る
の
は
、
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
」
　
　
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
、
そ
の
可
能
性
を
「
ど
こ
へ
」
と
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
り

体
験
に

つ
い

て

の

規定
は
、
あ
く
ま
で
自
己
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
と
、
　
　
　
展
さ
せ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
人
間
が

自
己
と
の
関
わ
り
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
勿
　
定
め
た
方
向
性
は
一
つ
の
選
択
に
過
ぎ
ず
、
状
況
と
偶
然
の
産
物
に
と
ど

論
、
現
象
学
的
な
方
法
論
を
も
っ
て
記
述
す
る
仕
方
に
対
し
て
、
規
範
的
　
　
ま
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
文
化
的
営
み
は
、
霊
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
霊



に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
向
性
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
＊
本
研
究
は
、
平
成
十
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
員
奨
励費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註

　
「
霊
」
は
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
霊
は
、
人
間
の
文
化
・
社
会
の
内
へ
　
　
　
（
1
）
　
「
霊
共
に
い
ま
す
」
「
霊
の
現
臨
」
な
ど
の
訳
語
が
あ
る
。
「
霊
的
現

と
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
の
「
脱
自
」
的
性
質
－
人
　
　
　
　
臨
」
に
つ
い
て
の
探
求
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
組
織
神
学
に
お
い
て
「
聖

間
の
精
神
の
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
精
神
の
内
に
入
り
込
む
こ
と
　
　
　
　
霊
論
」
の
位
置
を
占
め
る
。

1
の
ゆ
え
に
、
精
神
の
内
の
動
的
な
力
と
な
り
、
さ
ら
に
文
化
・
社
会
に
　
　
　
（
2
）
　
留
§
§
誉
§
S
毒
ミ
ト
魯
H
㊤
①
ω
”
日
冨
q
巳
く
Φ
邑
蔓
9

お

い
ては
た
ら
く
力
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
由
　
　
　
　
O
霞
8
ひ
q
o
勺
お
ω
9
P
b
。
H
°
以
降
、
↓
凶
霞
o
げ
ロ
㊤
①
゜
。
］
で
略
記
す
る
。

な
霊
性
（
普
遍
性
）
と
「
宗
教
」
の
具
体
性
（
特
殊
性
）
が
確
保
さ
れ
る
　
　
　
　
ま
た
著
者
名
の
表
記
が
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
作

こ
と
、
さ
ら
に
自
己
だ
け
の
体
験
に
留
ま
ら
ず
、
他
者
と
の
共
同
体
に
開
　
　
　
　
あ
る
い
は
論
文
。

か
れ
て

おり
、
共
に
生
き
る
こ
と
を
実
践
す
る
創
造
性
を
、
「
霊
」
に
お
い
　
　
（
3
）
　
目
葭
。
げ
ロ
リ
①
。
。
］
も
゜
H
H
H
°

て

見出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
霊
（
聖
霊
）
観
　
　
　
（
4
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
セ
ム
語
、
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
言
語
で
も
、
ω
豆
昏

は
、
天
に
あ
る
神
と
地
に
あ
る
人
と
の
隔
た
り
を
強
調
す
る
神
学
的
立
場
　
　
　
　
　
の
語
源
は
訂
＄
夢
「
息
」
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
日
同
匪
鼻
ロ
㊤
①
ω
］
”

と
は
、
視
点
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
考
え
る
「
霊
」
は
、
　
　
　
　
や
b
。
H
°

人間
の
精
神
が
神
的
な
も
の
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
（
内
的
経
験
）
と
、
啓
　
　
　
（
5
）
　
「
追
い
出
さ
れ
る
」
と
い
っ
て
も
、
人
の
霊
は
自
己
を
超
越
し
て
い

示
神
学
の

「
超
越と
し
て
の
神
」
（
外
的
な
神
の
言
）
と
の
葛
藤
を
克
服
す
　
　
　
　
く
と
い
う
意
味
の
．
げ
9
、
、
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
人
間
の
精
神
で
あ

る
可
能
性
を
持
つ
と
筆
者
は
考
え
る
。
霊
は
、
世
界
全
体
や
人
間
の
文
化
　
　
　
　
る
が
、
神
の
霊
が
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
越
え
出
て
行
く
こ

の内
へ
と
は
た
ら
き
か
け
、
そ
し
て
人
間
は
、
そ
の
は
た
ら
き
を
感
得
し
、
　
　
　
　
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
目
罠
o
げ
［
H
り
0
ω
］
も
陰
犀
で
H
H
b
。
°

日
々
新
た
な
創
造
を
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
は
、
　
　
（
6
）
　
日
日
8
げ
口
㊤
①
ω
H
戸
H
H
b
。
．

「日
々
新
た
な
創
造
」
1
信
仰
と
愛
の
行
為
の
挑
戦
1
を
常
に
為
し
　
　
（
7
）
目
目
昏
ロ
㊤
①
ω
］
も
゜
b
。
蔭
㎝
゜

てゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
義
性
の
断
片
的
な
克
服
を
、
垣
間
見
る
の
で
　
　
（
8
）
　
目
葭
鼻
ロ
㊤
①
゜
。
］
も
゜
H
H
鴫
゜
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の

は

な

い

だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
紙
一
、
一
二
章
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。

パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
（
鬼
頭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



一
五
四

（9
）
　
勿
論
、
「
究
極
的
関
心
」
が
、
無
限
に
究
極
的
な
も
の
に
で
は
な
く
、
　
　
　
　
人
々
に
対
し
て
、
存
在
論
、
実
存
主
義
な
ど
、
当
時
理
解
さ
れ
や
す

　
　
有
限
な
対
象
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
有
限
な
対
　
　
　
　
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
言
葉
で
、
自
身
の
神
学
を
展
開
し
、
キ
リ
ス
ト

　
　
象
（
富
、
成
功
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
等
）
に
、
ひ
た
す
ら
に
関
わ
り
を
　
　
　
　
教
の
弁
証
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
テ
ィ

　
　
持
っ
た
と
し
て
も
、
主
観
客
観
構
造
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
リ
ッ
ヒ
の
思
想
が
「
聖
書
的
」
で
な
い
、
「
存
在
論
的
」
で
あ
る
と
い
っ

　
　
有
限
な
対
象
は
、
客
観
的
に
取
り
扱
い
、
認
識
し
、
分
析
す
る
こ
と
　
　
　
　
た
批
判
は
一
概
に
是
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
冒
ρ
O
o
o
需
お

　　
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
身
ミ
§
§
9
隷
§
H
㊤
㎝
8
貯
”
］
≦
9
。
貯
　
　
　
　
§
鴨
．
9
ミ
ミ
ミ
壽
§
題
、
、
§
ミ
恥
§
S
毒
ミ
建
ミ
§
N
ミ
斜

　零
o
爵
ω
伊
α
Φ
O
毎
旨
Φ
が
H
り
゜
。
°
。
”
b
や
さ
。
ω
①
l
N
ω
刈
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
§
馬
ミ
討
、
的
雰
鳴
ミ
蟄
隷
ミ
噌
H
8
8
】
≦
Φ
目
①
村
d
巳
く
Φ
同
玖
蔓
℃
お
ω
ω
゜

（1
0
）
　
↓
自
o
げ
ロ
㊤
①
ω
］
”
や
ド
b
。
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
目
霞
9
ロ
8
巳
も
O
°
H
b
。
㌣
H
b
。
9
目
日
幽
9
口
㊤
①
。
。
］
も
P
H
N
O
h

（1
1
）
　
留
譜
ミ
§
欝
§
S
喧
§
ト
ト
H
8
斜
6
げ
Φ
d
巳
く
2
ω
謬
団
o
h
　
　
（
1
5
）
　
6
団
霞
9
［
H
り
O
ω
］
℃
や
H
塾
。
H
°
「
一
言
葉
は
、
秘
跡
の
素
材
の
完
全
な
沈
黙

　
　
0
匡
8
0
q
o
℃
お
ω
ρ
弓
P
痒
1
°
。
ど
↓
罠
画
o
げ
［
H
㊤
①
ω
］
讐
や
刈
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
る
」
。

（1
2
）
　
目
回
霞
9
ロ
O
①
ω
］
”
P
刈
¢
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
例
え
ば
、
人
間
は
、
無
機
的
次
元
（
物
理
学
的
法
則
・
因
果
関
係
）
．

（1
3
）
J
・
ク
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
が
考
え
る
「
霊
的
現
臨
と
し
　
　
　
　
有
機
的
次
元
（
生
物
と
し
て
の
ヒ
ト
）
・
心
理
学
的
次
元
（
潜
在
意

　　
て
の
霊
」
の
概
念
に
お
い
て
は
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
に
重
要
性
が
お
　
　
　
　
識
・
自
分
自
身
を
内
的
に
知
覚
す
る
）
・
精
神
の
次
元
（
人
格
的
中
心

　　
か
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
、
「
神
は
霊
で
あ
る
」
と
い
っ
た
パ
ウ
ロ
書
　
　
　
　
を
持
っ
た
自
己
）
・
歴
史
的
次
元
（
社
会
的
・
共
同
体
的
な
人
格
、
過

　
　
簡
の
記
述
と
、
「
神
の
経
給
に
お
い
て
は
、
霊
は
子
に
従
う
が
、
本
質
　
　
　
　
去
か
ら
未
来
に
向
か
う
時
間
的
な
経
過
を
意
識
す
る
人
格
）
、
そ
れ
ら

　　
に
お
い
て
子
は
霊
で
あ
る
」
な
ど
、
パ
ウ
ロ
の
影
響
を
う
け
た
テ
ィ
　
　
　
　
各
次
元
が
互
い
に
衝
突
す
る
こ
と
な
く
統
合
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ

　　
リ
ッ
ヒ
の
記
述
（
↓
凶
霞
o
げ
ロ
リ
①
゜
。
］
も
゜
に
゜
。
°
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
る
、
と
い
っ
た
様
態
を
表
す
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
表
現
で
あ
る
。

　　
ま
た
ク
ー
パ
ー
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
」
を
、
　
　
　
（
1
7
）
　
例
と
し
て
は
、
「
贋
宥
状
」
な
ど
は
退
け
ら
れ
る
。
郎
§
き
遣
旦

　　
「
イ
エ
ス
は
人
で
あ
っ
て
、
霊
に
よ
っ
て
完
全
に
満
た
さ
れ
て
い
た
、
　
　
　
　
Q
ド
募
帖
§
蕊
§
o
慧
ひ
N
笥
爵
貯
”
毎
募
♂
藁
9
0
隷
蓬
．
§
§

　
　新
し
い
存
在
の
担
い
手
」
と
し
て
「
存
在
論
化
」
（
o
馨
〇
一
〇
〇
q
冒
①
試
8
）
　
　
　
　
§
。
愚
殊
（
ω
ユ
゜
び
団
O
餌
二
b
d
冨
讐
雪
）
》
ω
凶
ヨ
o
口
9
。
巳
ω
。
げ
ω
冨
お
H
㊤
刈
b
。
”

　　
し
て
い
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
な
　
　
　
　
O
P
器
甲
N
課
゜

　
　ら
ば
、
パ
ウ
ロ
が
書
簡
を
読
む
人
々
に
向
け
て
語
っ
た
よ
う
に
、
テ
ィ
　
　
（
1
8
）
　
執
行
者
と
受
け
手
と
の
間
に
は
、
人
格
的
出
会
い
が
生
じ
る
。
す

　
　リ
ッ
ヒ
も
ま
た
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
在
り
方
に
懐
疑
を
抱
く
　
　
　
　
な
わ
ち
霊
的
現
臨
の
顕
示
は
、
共
同
体
を
要
求
す
る
と
も
言
え
よ
う
。



　
　そ
も
そ
も
言
葉
と
い
う
も
の
が
他
者
と
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
　
　
　
　
て
い
た
。
§
恥
寒
ミ
鳶
旦
肉
恥
蓉
蕊
”
H
㊤
①
9
Φ
α
‘
冨
鑓
匡

　
　し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
霊
的
現
臨
が
共
同
体
に
対
し
て
起
こ
る
こ
　
　
　
　
b
d
冨
琶
①
」
乞
o
妻
肖
自
ぎ
国
四
弓
Φ
「
帥
幻
o
蚕

　
　と
へ
の
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
目
配
せ
を
感
じ
さ
せ
る
。
日
凶
匡
o
げ
ロ
O
①
ω
H
　
　
（
2
3
）
　
い
p
。
凶
口
㊤
逡
H
戸
目
。
。
°

　　
O
P
H
b
。
b
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
い
繊
口
O
O
出
蝸
ロ
゜
H
H
°
。
°

（
1
9
）
　
目
良
9
口
O
①
。
。
］
”
勺
娼
。
H
H
①
山
嵩
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
目
霞
o
げ
口
O
①
ω
］
矯
b
°
H
α
P

（2
0
）
　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
用
い
る
語
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
　
　
（
2
6
）
　
日
臼
8
げ
［
H
り
①
ω
］
も
．
b
。
醤
．
こ
こ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
会
」
と
は
明

　
　
教
会
の

伝統
の
語
を
忌
避
す
る
も
の
の
、
ど
の
語
を
用
い
る
か
に
つ
　
　
　
　
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
．
、
9
葺
o
げ
、
．
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、

　　
い
て
は
｝
貫
し
て
い
な
い
と
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
会
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
霊
の
自
由

（2
1
）
　
「
霊
は
神
の
一
部
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
　
　
　
　
さ
」
に
つ
い
て
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
が
判
断
し
た
た
め
、

　
　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
三
一
論
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
引
用
し
た
。

（
2
2
）
　
O
訂
δ
菖
9
0
巳
蔓
餌
5
α
夢
Φ
国
昌
o
o
二
暮
R
o
h
臣
Φ
妻
〇
二
住
幻
o
目
α
q
瞬
o
ロ
ρ
　
　
　
（
2
7
）
　
日
幽
霞
o
げ
口
り
①
昌
噂
P
b
。
§
蝸
O
捗
い
巴
口
O
㊤
出
℃
O
°
お
N

　
　お

0
。
。
り
圃
ロ
”
寓
p
ぎ
妻
o
時
ω
μ
O
b
．
。
。
O
叩
。
。
O
禽
娼
国
昌
6
寓
β
い
p
ユ
団
噂
　
　
（
2
8
）
　
目
匿
o
げ
［
H
㊤
①
O
］
各
個
別
の
宗
教
に
お
い
て
、
同
じ
テ
ロ
ス
が
目

　
　§
ミ
黛
§
黛
罫
§
§
§
§
8
§
ミ
肉
恥
蓉
蕊
、
ト
の
ミ
魯
　
　
　
　
指
さ
れ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
述
べ
て
い
る
が
、
「
テ
ロ
ス
を
目
指
す
」

　
　ミ
寄
ミ
§
ミ
ミ
げ
§
o
慧
き
H
O
㊤
倉
国
o
犀
勺
ぽ
費
o
ρ
b
°
嵩
メ
　
　
　
　
こ
と
自
体
が
キ
リ
ス
ト
教
の
特
殊
性
と
も
考
え
ら
れ
る
現
在
、
こ
の

　
勺
ロ
げ
一
岡
ω
ぼ
昌
o
Q
国
o
島
Φ
も
P
H
刈
O
h
以
降
、
い
9
。
幽
ロ
O
㊤
出
と
略
記
す
る
。
　
　
　
　
主
張
の
説
得
性
に
は
疑
問
が
残
る
。

　　
ラ
イ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
霊
の
経
給
を
賃
巳
く
禽
ω
巴
　
　
　
（
2
9
）
　
い
巴
［
H
O
り
出
も
，
嵩
O
－
H
謡
゜

　　
（
普
遍
的
）
、
ぼ
＆
Φ
ロ
（
隠
さ
れ
て
い
る
）
、
ω
Φ
零
器
α
q
9
け
δ
ロ
（
自
ら
を
　
　
　
（
3
0
）
　
目
葭
o
げ
ロ
O
O
ω
］
も
゜
目
b
。
°

　

隠す
）
、
話
く
9
9
同
8
p
。
蔓
（
新
し
く
変
え
る
）
、
巨
買
①
a
o
富
ぼ
o
（
予
　
　
　
（
3
1
）
　
目
葭
筈
［
H
㊤
O
°
。
］
も
゜
H
ω
ド
こ
こ
で
「
超
越
的
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、

　

測
でき
な
い
）
も
の
と
特
徴
づ
け
る
。
霊
は
教
会
の
基
盤
で
あ
る
が
、
　
　
　
　
霊
の
側
か
ら
一
方
的
に
な
さ
れ
、
人
が
自
ら
統
合
で
き
る
も
の
で
は

　
自
由
で
あ
り
普
遍
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
限
定
さ
　
　
　
　
な
い
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

　
　
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
『
組
織
神
学
』
執
筆
後
よ
り
、
　
　
　
　
る
。

　

聖
霊
概
念を
中
心
に
据
え
た
神
学
を
構
想
し
、
宗
教
的
多
元
世
界
に
　
　
（
3
2
）
　
「
究
極
的
な
も
の
」
が
本
当
に
究
極
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
問
題

　

対し
て
、
よ
り
自
ら
の
神
学
に
普
遍
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
目
指
し
　
　
　
　
と
な
ら
な
い
。
拝
金
主
義
で
あ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
れ
、
主

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
理
解
（
鬼
頭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
五
五



一
五
六

　
　
体
が
ひ
た
す
ら
に
求
め
、
そ
れ
に
捉
え
ら
れ
た
「
状
態
」
が
重
要
な
　
　
　
（
4
0
）
　
日
凶
霞
o
ゴ
ロ
O
①
゜
。
］
も
゜
H
㎝
ω
゜

　
　
点
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
↓
旨
8
げ
ロ
O
①
ω
］
も
’
H
㎝
9

（3
3
）
　
目
短
魯
口
㊤
①
ω
］
》
，
H
ω
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
目
霞
9
口
8
°
。
］
℃
や
H
課
゜

（
3
4
）
　
↓
葭
。
ゴ
［
H
霧
゜
。
］
も
゜
H
°
。
H
°
た
だ
、
両
義
的
で
な
い
生
を
求
め
る
人
　
　
　
（
4
3
）
　
日
一
罠
9
［
H
8
ω
］
も
b
b
ま
－
卜
。
心
゜
。
6

　
　
間
と
い
う
定
式
は
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
は
本
質
的
　
　
　
（
4
4
）
　
例
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
」
の

　
　
要
素
を
可
能
的
に
は
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
存
的
疎
外
状
況
に
　
　
　
　
例
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　　
あ
る
、
と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
的
前
提
が
あ
る
。
こ
の
前
提
に
　
　
　
（
4
5
）
　
↓
凶
匿
o
げ
ロ
⑩
㎝
巳
も
b
°
ω
－
°
。
”
O
p
匹
Φ
切
9
5
α
餌
q
貯
§
軸
冒
紺
壌

　　
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
霊
に
よ
っ
て
」
両
義
的
で
な
い
　
　
　
　
特
§
ミ
織
§
駄
曇
な
§
』
O
°
。
9
0
訂
鋤
『
δ
ω
ω
臼
旨
器
㌦
ω
ω
o
昌
ρ
累
Φ
妻

　　
も
の
へ
と
導
か
れ
る
、
と
い
う
霊
の
は
た
ら
き
に
普
遍
性
を
見
出
し
　
　
　
　
団
o
降
゜
「
教
会
と
社
会
と
の
境
界
に
立
っ
て
」
の
章
参
照
。

　　
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
人
間
の
精
神
の
機
能
1
1
道
徳
的
自
己
創
造
・
文
化
的
自
己
創
造
・

（3
5
）
　
フ
ィ
リ
ア
、
エ
ロ
ー
ス
、
エ
ピ
ス
ー
ミ
ア
、
リ
ビ
ド
ー
と
し
て
表
　
　
　
　
宗
教
的
自
己
創
造
の
三
機
能
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

　　
さ
れ
る
「
愛
」
に
つ
い
て
も
、
ア
ガ
ペ
ー
同
様
「
分
離
さ
れ
た
も
の
　
　
　
（
4
7
）
　
目
罠
o
げ
ロ
8
ω
］
も
゜
H
ω
㊤
畳
「
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
」
の

　　
を
再
結
合
に
向
か
わ
し
め
る
も
の
」
と
し
て
愛
の
範
曜
に
組
み
入
れ
　
　
　
　
原
文
は
、
．
、
げ
①
o
o
民
罠
o
コ
Φ
α
σ
風
、
。

　　
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
ア
ガ
ペ
ー
と
し
　
　
　
（
4
8
）
　
芦
名
定
道
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
現
代
宗
教
論
』
北
樹
出
版
、
一
九
九

　　
て
の
「
愛
」
で
あ
る
。
他
に
「
愛
」
の
概
念
に
関
し
て
は
、
卜
o
墨
ぎ
ミ
§
　
　
　
　
四
年
、
七
三
－
八
六
頁
。

　
　§
駄
誉
誉
斜
6
置
な
ど
、
他
の
文
献
に
詳
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
伊
藤
雅
之
・
樫
尾
直
樹
・
弓
山
達
也
編
、
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

（3
6
）
目
霞
o
げ
ロ
㊤
①
ω
］
も
゜
H
ω
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
四
頁
。

（3
7
）
　
目
罠
9
［
H
8
ω
］
も
．
H
g
O
齢
N
呂
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
と
は
い
え
、
各
種
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
が
、
当
該

（3
8
）
目
霞
o
げ
［
お
①
ω
］
も
゜
H
O
N
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
の
み
で
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
い
、
外
部
グ
ル
ー
プ
と
の
協
調

（3
9
）
　
同
盟
・
政
治
的
運
動
、
文
化
的
運
動
、
教
育
的
活
動
な
ど
を
指
し
　
　
　
　
を
失
う
こ
と
や
、
社
会
に
対
し
て
攻
撃
性
を
発
揮
す
る
可
能
性
が
生

　　
て
い
る
。
宗
教
史
的
に
い
え
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
集
ま
り
、
シ
　
　
　
　
じ
る
と
い
う
問
題
は
残
る
。

　
　
ナ
ゴー
グ
、
モ
ス
ク
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
諸
派
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
　
　
　
（
5
1
）
　
囲
田
o
げ
ロ
⑩
O
ω
］
も
b
腿
り
゜

　
　ら
れ
て
い
る
。


