
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
神
」
が
実
在
論
的
に
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
リ

　　　ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
神
義
論
　
　
鷺
灘
騨
C
離
解
鷺
翫
昌
ゼ
講
鐸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課
題な
の
で
あ
る
。

．

　
　
　
　
方
　
俊
植
　
他
難
「
蘇
韓
鐸
難
講
畿
汁
胤
壁
碧

一

問
題
⊥
7
日
に
お
け
る
悪
の
問
題
の
考
察
－
　
驚
誇
肋
羨
簸
麗
郵
鞍
露
聚
鐘
駅

　
近年
、
科
学
の
発
展
や
世
俗
化
の
中
、
既
存
の
価
値
観
や
観
念
の
変
貌
　
　
　
の
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
既
存
の
宗
教
を
巡
る
環
境
は
、
ま
す
　
　
　
以
上
の
よ
う
な
問
題
状
況
の
も
と
、
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い

ま
す
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
悪
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
　
　
て
は
、
「
悪
」
は
有
神
論
に
対
す
る
挑
戦
、
避
け
ら
れ
な
い
問
題
と
し
て
多

勿
論
、
有
神
論
を
土
台
に
す
る
宗
教
に
と
っ
て
、
重
要
な
知
的
な
難
問
で
　
　
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
多
元

あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
今
日
、
二
十
世
紀
ナ
チ
ス
　
　
主
義
仮
説
で
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク

に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
殺
鐵
ー
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
ー
を
契
機
に
、
キ
　
　
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
・
「
世
界
に
お
け
る
悪
の
実
在
は
、
究
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
く
け

リ
ス
ト
教
思
想
は
、
悪
の
問
題
を
根
底
か
ら
考
え
直
す
よ
う
に
迫
ら
れ
て
　
　
　
の
善
で
あ
り
究
極
の
力
を
持
つ
神
の
存
在
と
両
立
で
き
る
の
か
」
と
い
う

いる
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
知
全
能
で
あ
る
創
造
主
が
、
な
ぜ
「
善
」
　
　
問
題
意
識
か
ら
独
自
の
神
義
論
を
展
開
し
て
い
る
。

と
は
相
容
れ
な
い
「
悪
」
の
存
在
を
容
認
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
　
　
　
注
目
す
べ
き
は
、
ピ
ッ
ク
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
に
お
い
て
こ
れ
ま

問
い
、
つ
ま
り
「
悪
」
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
1
古
代
か
　
　
で
、
い
わ
ば
主
流
に
な
っ
て
き
た
神
義
論
ー
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
依

ら
今
日
に
至
る
ま
で
1
常
に
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
　
　
拠
し
て
展
開
さ
れ
、
悪
の
問
題
か
ら
自
由
意
志
論
に
ま
で
関
連
す
る
ー

　
ハ
　
　

き
た
。
「
悪
」
の
問
題
は
「
神
の
存
在
」
論
争
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
、
　
　
が
、
今
日
に
お
い
て
受
け
入
れ
な
い
と
主
張
す
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
ヒ
ッ

「悪
」
の
実
体
を
認
め
る
こ
と
は
、
全
知
全
能
で
善
な
る
神
が
存
在
し
な
い
、
　
　
ク
は
、
今
日
神
学
お
よ
び
宗
教
哲
学
の
主
流
に
な
っ
て
い
る
神
義
論
が
十

あ
る
い
は
「
神
の
存
在
」
証
明
の
失
敗
と
し
て
繰
り
返
し
解
釈
さ
れ
て
き
　
　
全
で
は
な
い
と
考
え
る
の
か
。

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
ま
た
こ
の
関
連
で
、
宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
　
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
、
自
ら
展
開
す
る
神
義
論
と
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
議
論
と

ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
神
義
論
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



一
〇

六

の

類
似性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
　
　
な
ぜ
な
ら
、
近
年
「
神
義
論
」
が
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

す
な
わち
、
悪
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
の
神
義
論
　
　
　
て
い
る
の
は
、
前
述
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
お
け
る
よ
う
な
、
今
日
、
わ
れ

と
は
別
の
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
的
あ
る
い
は
終
末
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
　
　
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
現
実
の
問
題
の
中
で
、
神
の
義
と
正
し
さ
を
如
何

可
能
であ
っ
て
、
こ
の
も
う
一
つ
の
神
義
論
の
可
能
性
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
　
　
に
弁
証
す
べ
き
で
あ
る
の
か
を
、
議
論
の
核
心
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

マ

ハー
の
議
論
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
、
神
の
義
と
正
し
さ
を
弁
証
す
る
に
は
、
「
宇
宙
の
性
質
や
プ
ロ

　
本稿
で
は
、
ピ
ッ
ク
の
議
論
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
　
　
セ
ス
に
関
す
る
大
き
な
仮
説
を
立
て
た
り
、
そ
の
仮
説
を
批
判
す
る
こ
と
」

ス

型
の

神義
論
の
問
題
点
を
検
討
し
、
次
に
ピ
ッ
ク
が
主
張
す
る
も
う
一
　
　
　
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
「
形
而
上
学
的
な
思
考
」
を
働
か
せ
な
け
れ

つ
の

神
義
論を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
、
ピ
ッ
ク
と
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
　
　
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
ピ
ッ
ク
は
神
義
論
が
必
要
と
す
る
仮
説
は
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

と
の
連
関
に
留
意
し
つ
つ
、
議
論
を
進
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
　
内
的
に
論
理
的
で
あ
る
こ
と
。

二

「悪
」
・
は
な
髪
神
義
論
の
前
提
　
　
　
二
や
灘
鰐
馴
罎
雛
甥
ザ
軽
舗
群
勧
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
セ
　

　
「
神
義
論
」
を
論
じ
る
際
に
、
「
形
而
上
学
的
な
悪
」
も
問
題
に
は
な
る
　
　
　
　
　
性
質
に
関
す
る
デ
ー
タ
と
両
方
が
一
致
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

が
、
と
く
に
重
要
な
の
は
、
道
徳
悪
と
自
然
悪
の
区
分
で
あ
る
。
ま
ず
、
　
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
、
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
の
議
論
と
同
様
に
「
神
義
論
」
に

道
徳
悪は
人
間
の
存
在
に
起
源
す
る
「
悪
」
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
残
酷
、
　
　
つ
い
て
も
仮
説
形
式
で
議
論
を
進
め
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
今
日
の
思
想

不当
、
悪
意
の
あ
る
意
固
地
な
考
え
や
行
為
な
ど
が
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
　
　
的
状
況
に
お
い
て
、
最
も
相
応
し
い
議
論
ー
そ
れ
は
、
ピ
ッ
ク
に
と
っ

こ
れ
に
対
し
て
自
然
悪
と
は
、
人
間
の
行
為
と
は
別
の
外
的
原
因
か
ら
の
　
　
　
て
は
、
最
も
合
理
的
な
議
論
で
あ
る
と
も
言
え
る
ー
を
仮
説
と
し
て
提

病気
、
地
震
、
暴
風
、
渇
水
な
ど
を
指
し
て
い
る
。
ピ
ッ
ク
に
よ
る
と
自
　
　
示
し
、
終
末
論
に
よ
っ
て
そ
の
検
証
を
行
う
と
い
う
、
ピ
ッ
ク
独
特
の
や

然
界
に

見ら
れ
る
動
物
相
互
の
弱
肉
強
食
関
係
や
植
物
の
腐
敗
な
ど
に
関
　
　
　
り
方
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
が
用
い
る
仮
説
と
い
う
の
は
、
科
学
的
な
仮
説
の

し
て
は
ー
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
神
」
の
摂
理
が
善
で
あ
る
こ
と
を
　
　
　
よ
う
に
、
「
も
し
真
な
ら
ば
決
定
的
に
は
検
証
可
能
で
は
な
い
が
、
偽
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

示
す

必
要
があ
る
と
論
じ
て
い
る
も
の
の
ー
、
苦
痛
を
伴
う
場
合
に
は
　
　
反
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
カ
ー
ル
・

議論
の
余
地
は
あ
る
と
し
て
も
、
今
日
の
「
神
義
論
」
の
議
論
で
は
周
辺
　
　
　
ポ
パ
ー
の
理
論
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
偽
な
ら
反
証
で
き

的な
問
題
に
と
ど
ま
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
同
一
の
領
域
に
あ
る
理
論
の
中
で
、
そ
れ
に
代
わ



る
ど
の
理
論
よ
り
、
よ
り
包
括
的
に
、
ま
た
よ
り
単
純
に
諸
事
実
と
一
致
　
　
存
在
形
態
と
適
切
な
位
置
を
有
す
る
と
い
う
点
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
と
っ
て
は
「
す
べ
て
の
被
造
物
は
善
で
あ
る
」
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
理
由

　
た
と
え
ば
、
今
日
「
神
義
論
」
の
主
流
に
な
っ
て
い
る
「
自
由
意
志
論
」
　
　
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
マ
ニ
教
の
反
物
質
的
思
想
を
拒
否
す
る
よ

は
自
然
悪
に
対
す
る
明
確
な
説
明
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
念
頭
に
、
　
　
　
う
に
な
っ
た
。

ピ
ッ
ク
は
自
分
が
主
張
す
る
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
「
神
義
論
」
の
ほ
う
　
　
　
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
最
高
の
真
の
存
在
で
あ
る
「
神
」

が
、
よ
り
可
能
性
と
信
慧
性
を
も
つ
と
見
な
す
の
は
、
そ
れ
が
よ
り
優
れ
　
　
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
（
す
べ
て
善
で
あ
る
被
造
物
の
世
界
）
に
お

た

仮
説
であ
る
と
の
主
張
に
他
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
る
、
「
悪
」
の
存
在
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
「
神
」
の
主
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
のも
と
で
独
自
の
力
を
持
つ
「
悪
」
、
つ
ま
り
「
善
」
に
対
抗
す
る
力
が
あ

三

「悪
」
の
問
題
と
ア
ウ
グ
ス
テ
・
ヌ
ス
型
の
神
義
論
　
、
．
、
難
鷲
ガ
れ
る
の
鐙
落
し
た
本
性
で
箋
も
k
そ

　ピ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
神
義
論
が
論
じ
ら
れ
　
　
　
　
れ
が
堕
落
し
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
善
な
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

る
際
、
そ
の
中
心
的
な
人
物
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
　
　
　
　
し
か
し
、
堕
落
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
本
性
に
留
ま
る
限
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
リ

テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
も
「
悪
」
の
問
題
と
い
う
の
は
非
常
に
難
問
で
あ
っ
　
　
　
　
れ
は
善
で
あ
る
。
そ
れ
は
堕
落
し
た
限
り
に
お
い
て
の
み
悪
で
あ
る
。

た
。
「
悪
」
を
人
間
の
自
由
意
志
に
よ
る
堕
落
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
位
置
　
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
悪
」
を

づけ
た
彼
が
、
「
神
」
の
神
性
と
被
造
物
の
善
性
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
に
　
　
　
定
義
す
る
た
め
よ
く
使
用
さ
れ
る
の
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
受
け
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
り

つ
い
て
、
ピ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
「
善
の
欠
如
（
辱
篭
§
§
ぽ
ミ
）
」
の
教
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ

　
　新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
神
　
　
　
て
の
被
造
物
は
、
充
満
の
原
理
（
b
昌
ロ
o
凶
覧
Φ
o
h
覧
①
巳
ε
α
Φ
）
に
よ
っ
て

　
　
は

究
極
的な
存
在
で
あ
っ
て
、
究
極
的
な
善
で
あ
る
。
神
は
完
全
な
　
　
肯
定
的
な
価
値
を
持
っ
て
お
り
、
悪
は
こ
れ
が
欠
如
し
た
状
態
に
他
な
ら

　
　
善
であ
っ
て
、
そ
し
て
、
無
限
な
る
美
、
永
遠
な
る
普
遍
的
な
存
在
、
　
　
な
い
。
つ
ま
り
、
「
悪
」
は
宇
宙
に
お
け
る
被
造
物
に
実
体
的
に
内
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　そ
し
て
、
最
高
の
真
の
存
在
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
員
（
天
使
・
人
間
）
が
神
の
計
画
に
相
応
し

　こ
の
よ
う
に
「
神
」
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
宇
宙
は
無
限
な
る
広
大
な
　
　
　
い
役
割
を
自
由
意
志
に
お
い
て
拒
否
し
、
自
分
の
居
場
所
を
離
れ
る
と
き

領
域を
持
ち
、
各
々
の
存
在
は
、
そ
の
宇
宙
の
申
で
、
そ
れ
に
相
応
し
い
　
　
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

存
在
形態
と
、
階
層
的
に
適
切
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
相
応
し
い
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
が
悪
と
し
て
命
名
す
る
の
は
、
善
の
欠
如
以
外
に
何
で
あ

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
の
神
義
論
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



一
〇

八

　
　る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
動
物
の
体
で
病
気
と
怪
我
は
健
康
の
欠
　
　
偉
大
な
伝
統
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
バ

　
　如
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
病
気
や
怪
我
が
治
療
さ
れ
た
結
果
、
悪
は
退
　
　
　
ル
ト
な
ど
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
統
的
な
神

　
　く
の
で
あ
っ
て
、
他
の
と
こ
ろ
に
移
動
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
　
　
学
の
中
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
西
方
教
会
の
伝
統
は
、

　
　単
に
悪
は
こ
れ
以
上
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
は
実
　
　
今
日
の
「
自
由
意
志
論
」
に
至
る
ま
で
、
幅
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

　
　体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
「
悪
」
は
実
在
し
て
い
る
カ
ー
善
に
対
抗
す
る
実
体
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て

ー
で
は
な
く
、
「
神
」
に
対
す
る
被
造
物
の
反
逆
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
　
　
展
開
さ
れ
る
神
義
論
を
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
の
神
義
論
」
と
名
付
け

な

の

であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
議
論
か
ら
、
神
は

叡
鷺
難
醜
齢
鐸
諏
饗
鍵
恨
ガ
韓
誌
　
四
・
・
ク
の
問
題
意
識
と
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
神
義
論

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
恩
恵
か
ら
堕
落
し
た
と
い
う
事
実
を
導
く
こ
と
が
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
、
な
ぜ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
の
神
義
論
が
今
日
の
状
況
に

でき
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
悪
」
の
問
題
に
対
し
て
神
に
は
責
　
　
お
い
て
十
全
で
は
な
い
と
考
え
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
点
が

任
が
な
く
、
そ
の
す
べ
て
の
責
任
は
神
の
恩
恵
か
ら
堕
落
し
た
被
造
物
に
　
　
挙
げ
ら
れ
る
。
「
悪
」
の
問
題
を
、
自
由
意
志
に
よ
る
堕
落
、
も
し
く
は
ア

帰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ム
と
エ
バ
の
神
話
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
乏
が
、
歴
史
的
な
事
実
を

　
ピ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
議
論
に
関
し
て
、
「
こ
の
　
　
反
映
す
る
と
現
代
人
に
は
受
け
入
れ
に
く
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
悪
は
非

偉
大な
伝
統
に
描
か
れ
た
描
写
は
、
そ
の
伝
統
に
内
在
す
る
神
義
論
と
と
　
　
存
在
で
あ
る
」
と
の
理
論
は
、
歴
史
の
出
来
事
の
な
か
で
経
験
さ
れ
る
「
悪
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

も
に
、
す
べ
て
の
時
代
に
継
続
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
」
こ
と
を
指
摘
す
　
　
の
実
体
的
な
力
を
説
得
的
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の

る
。
た
と
え
ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
人
間
の
堕
落
　
　
点
で
ヒ
ッ
ク
は
二
元
論
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、
「
悪
は
や

と
予
定
論
に
お
け
る
人
間
の
堕
落
に
関
す
る
逆
説
的
な
教
義
を
忠
実
に
継
　
　
　
は
り
、
ど
う
み
て
も
悪
で
あ
る
。
善
と
は
相
容
れ
ず
、
ま
た
こ
の
世
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

承し
た
。
あ
る
い
は
、
充
満
の
原
理
（
O
口
口
O
闘
噂
一
Φ
O
鴎
〇
一
〇
口
闘
け
口
α
①
）
と
悪
　
　
け
る
神
の
目
的
と
も
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、

に関
す
る
「
善
の
欠
如
」
に
対
す
る
分
析
は
、
十
八
世
紀
の
楽
観
主
義
の
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
の
「
神
義
論
」
は
自
然
的
な
悪
（
自
然
災
害
な
ど
）

も
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
　
　
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。



　
以
上
から
、
歴
史
の
中
の
悲
惨
な
出
来
事
を
「
善
の
欠
如
」
、
あ
る
い
は
、
　
　
　
　
明
確
に
創
造
主
と
交
際
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
的
被
造
物
と
し
て
の

キ
リ
ス
ト
教
の
堕
罪
神
話
に
基
づ
く
原
罪
に
対
す
る
罰
と
し
て
説
明
す
る
　
　
　
　
人
間
の
本
性
を
意
味
し
、
神
の
似
姿
は
聖
霊
の
導
き
に
よ
る
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
リ

こ
と
は
、
今
日
受
け
入
れ
難
い
と
ピ
ッ
ク
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
最
後
の
完
成
を
意
味
す
る
。

　
　
わ

れわ
れ
は
こ
れ
以
上
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
神
義
論
が
立
て
　
　
　
こ
の
神
の
像
と
似
姿
と
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
、

　
　る
創
造
と
堕
落
を
、
実
際
に
歴
史
化
さ
れ
た
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
　
　
成
長
途
上
の
人
間
を
神
の
最
も
大
き
い
贈
り
物
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な

　
　る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
（
伝
統
的
な
）
神
義
論
に
対
し
　
　
い
未
熟
な
存
在
と
し
て
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
像
に
し
た
が
っ
て
創

　
　
て

批
判的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
（
悪
の
問
題
に
対
す
る
）
　
　
　
造
さ
れ
た
人
間
に
は
、
聖
霊
に
よ
っ
て
霊
的
な
完
全
体
（
神
の
似
姿
）
と

　
　
伝
統
的な
解
決
ー
そ
れ
は
神
義
論
の
問
題
に
対
す
る
ア
ウ
グ
ス
　
　
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
は
そ
の
基

　
　テ
ィ
ヌ
ス
の
哲
学
的
な
側
面
で
は
な
く
、
神
学
的
な
側
面
で
あ
る
が
　
　
本
的
な
本
性
に
お
い
て
道
徳
的
な
自
由
と
責
任
を
有
す
る
存
在
者
で
あ
る

　
　
ー
は
、
悪
の
根
源
を
、
わ
れ
わ
れ
が
検
討
し
た
よ
う
に
、
罪
と
こ
れ
　
　
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
生
は
漸
進
的
に
霊
的
な
成

　
　
に

対す
る
罰
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
悲
し
み
と
苦
痛
の
始
ま
り
で
あ
　
　
長
を
成
し
遂
げ
つ
つ
完
成
に
向
か
う
中
間
段
階
（
創
造
と
完
成
1
1
終
末
と

　
　る
堕
落
に
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
あ
ま
り
に
も
単
純
で
神
　
　
　
の
）
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
話
的
であ
り
、
そ
の
た
め
、
科
学
的
、
道
徳
的
、
そ
し
て
論
理
的
な
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
外
的
な
誘
惑
と
の
戦
い
を
通
し
て
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ね

　
，
論
駁
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
課
せ
ら
れ
た
務
め
と
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
終
末
に
お
け
る
完
成

　ま
ず
、
確
認
す
べ
き
点
は
、
ピ
ッ
ク
は
、
「
悪
」
は
「
悪
」
と
し
て
存
在
　
　
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
人
間
の
成
長
の
プ
ロ

し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
「
善
」
と
「
悪
」
の
二
元
論
の
立
場
　
　
セ
ス
の
中
に
、
「
悪
」
は
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、

は
取
っ
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ピ
ッ
ク
は
、
一
元
論
の
立
　
　
人
間
は
善
と
悪
と
を
対
照
し
つ
つ
、
悪
で
は
な
く
善
を
選
択
す
る
と
い
う

場を
固
持
し
つ
つ
、
伝
統
的
な
神
義
論
に
対
す
る
批
判
的
な
問
題
意
識
を
　
　
　
こ
と
、
善
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
経
験
を
通
し
て
学
ぶ
の
で
あ

抱え
な
が
ら
、
東
方
教
会
の
立
場
を
明
確
に
確
立
さ
せ
た
リ
ヨ
ン
の
主
教
　
　
　
る
。
こ
れ
が
人
間
の
道
徳
的
で
人
格
的
な
霊
的
成
長
な
の
で
あ
る
。

エイ
レ
ナ
イ
オ
ス
（
H
お
ロ
o
Φ
ロ
ω
＄
」
ω
〒
b
。
b
。
O
）
の
思
想
を
参
照
す
る
こ
と
　
　
　
　
も
し
、
わ
れ
わ
れ
に
対
照
の
知
識
が
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
如
何
に

に
よ
っ
て
、
自
ら
の
神
義
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
わ
れ
わ
れ
は
善
の
道
に
導
か
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
わ
れ
わ

　　
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
神
の
像
（
同
日
9
α
q
Φ
）
と
人
間
内
部
の
神
の
似
姿
　
　
　
　
れ
の
心
は
、
善
と
悪
の
経
験
を
通
し
て
、
善
に
対
す
る
知
識
を
得
ら

　　
（
一
貯
Φ
ロ
Φ
゜
。
ω
）
を
区
別
し
た
。
人
間
の
肉
体
の
中
に
存
す
る
神
の
像
は
、
　
　
　
　
れ
、
神
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
大
き
い
善
を
習
う
こ
と

ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
神
義
論
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



一
一
〇

　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
が
でき
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
な
く
最
も
価
値
あ
る
善
を
選
択
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

　こ
の
よ
う
に
、
ピ
ッ
ク
は
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
議
論
か
ら
、
人
間
は
　
　
り
、
こ
れ
が
、
「
神
の
子
」
と
し
て
人
間
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
神
」

完
全
な
存
在
と
し
て
創
造
さ
れ
堕
落
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
は
　
　
の
配
慮
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
世
界
に
は
、
現
実
に
「
悪
」
が
存
在
す
る
。

不
完
全
で未
熟
な
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
、
完
成
を
目
指
し
て
成
長
す
べ
　
　
し
か
し
、
神
は
そ
れ
を
宋
解
決
の
ま
ま
に
放
置
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
創

き
で
あ
る
と
の
論
点
を
取
り
出
す
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
造
目
的
の
完
成
過
程
に
お
い
て
克
服
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
の
で
あ

　
では
、
な
ぜ
、
人
間
は
最
初
か
ら
不
安
全
で
未
熟
な
も
の
に
創
造
さ
れ
　
　
　
る
。
悪
を
含
む
客
観
的
な
世
界
の
存
在
が
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
な
性
質

た

の
か
。
ピ
ッ
ク
は
、
そ
の
理
由
を
、
人
間
が
あ
る
程
度
の
自
由
を
行
使
　
　
　
の
発
達
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

す
る
人
格
で
あ
る
た
め
に
は
、
神
と
の
「
認
識
論
的
な
距
離
－
次
元
の
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
神
義
論
に
対
し
て
も
様
々
な
批
判

距
離1
」
が
必
要
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
た
と
え
ば
、
神
が
人
間
を
自
分
　
　
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
今
日
の
神
義
論
が
、
こ
の
エ
イ
レ
ナ
イ
オ

自
身
の
目
の
前
で
創
造
し
た
と
す
れ
ば
、
人
間
に
は
独
立
し
た
自
律
的
人
　
　
　
ス
の
線
上
で
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

格
は
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
有
限
な
人
間
は
、
無
限
　
　
　
に
、
そ
の
際
に
参
照
さ
れ
る
の
が
次
に
見
る
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
議
論

な
神
の
命
令
に
圧
倒
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
の
で
あ
る
。

　ピ
ッ
ク
は
、
こ
こ
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ

鶴
韓
鞭
幕
蠕
塘
誕
籔
羅
鮪
駝
段
　
五
ピ
ッ
ク
の
神
義
論
と
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
の
類
似
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
神
と
人
間
の
距
離
に
基
づ
く
世
界
の
両
　
　
　
ピ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
議
論
は
、
そ
の
後
十
分
に
発

義
性
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
対
し
て
、
そ
の
人
格
性
の
前
提
で
あ
る
認
識
　
　
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
、
エ
イ
レ
ナ

的
な自
由
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
オ
ス
型
の
神
義
論
を
新
た
な
仕
方
で
提
示
し
た
の
が
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ

　ヒ
ッ
ク
が
主
張
す
る
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
「
神
義
論
」
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
バ
ー
で
あ
っ
た
ー
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
が
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
に
影
響

人間
は
、
自
分
を
創
造
し
た
「
神
」
を
自
由
に
知
り
、
自
由
に
愛
す
る
た
　
　
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
ー
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
の
類

め
に
、
「
神
」
と
の
認
識
的
な
次
元
の
距
離
に
お
か
れ
、
完
全
な
生
き
物
と
　
　
似
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ピ
ッ
ク
は
自
分
の
主
張
を
よ
り
明
確

し
て
で
は
な
く
不
完
全
な
生
き
物
と
し
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
に
し
よ
う
と
試
み
る
。

　そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
自
ら
の
自
由
な
決
定
に
よ
っ
て
、
悪
　
　
　
ま
ず
、
確
認
す
べ
き
点
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ



　
　
ス

の

「悪
」
に
対
す
る
解
釈
に
関
し
て
、
批
判
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
　
　
　
こ
う
し
た
神
学
的
な
方
法
論
を
も
と
に
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
聖

　
　と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
の
伝
統
的
な
神
話
的
物
語
も
宗
教
的
な
自
己
意
識
に
基
づ
い
て
再
解
釈

　
　
　そ
の
内
容
は
、
「
無
条
件
的
に
善
で
あ
る
被
造
物
が
罪
を
犯
す
と
い
う
考
　
　
を
行
う
。
た
と
え
ば
、
人
間
が
原
初
的
な
正
し
さ
（
義
）
か
ら
堕
落
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

　
　え
は
、
自
己
矛
盾
的
で
知
的
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
」
で
あ
り
、
さ
ら
　
　
こ
と
は
、
根
源
的
な
完
全
さ
（
o
ユ
α
q
貯
巴
需
蹴
Φ
o
け
凶
o
p
）
が
破
壊
さ
れ
た
こ

　
　に
、
天
使
ら
が
罪
を
犯
す
と
い
う
議
論
も
矛
盾
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
　
　
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
根
源
的
な
完
全
さ
と
は
、
「
神
」
が
そ
の
目
．

　
　も
し
、
完
全
な
善
で
創
造
さ
れ
た
被
造
物
が
罪
を
犯
し
、
あ
る
い
は
天
使
　
　
的
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
対
す
る
被
造
物
の
適
合
性
を
意
味
し
て
お
り
、

　
　
が
罪を
犯
す
と
い
う
こ
と
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
堕
落
に
薄
　
　
　
そ
の
目
的
の
中
心
に
あ
る
の
が
人
間
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
こ

　
　し
て
は
、
そ
れ
ら
の
創
造
主
で
あ
る
「
神
」
は
責
任
が
あ
る
ど
い
う
こ
と
　
　
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
お
け
る
神
に
関
す
る
意
識
が
、
常
に
、
わ
れ
わ

　
　
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
が
属
し
て
い
る
環
境
世
界
に
つ
い
て
の
意
識
と
関
連
性
を
持
っ
て
い
る

　
　
　
　最
も
完
壁
、
善
な
る
天
使
が
完
全
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
れ
ば
考
え
ら
　
　
　
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
「
神
」
と
の
意
識
的
な
関
係
、

　
　
　
　
れる
ほ
ど
、
た
と
え
ば
、
傲
慢
と
嫉
妬
の
よ
う
に
、
す
で
に
堕
落
を
　
　
　
つ
ま
り
「
絶
対
的
な
依
存
」
と
い
う
関
係
に
気
づ
く
の
は
、
自
然
の
申
で

・
　
　
　
前
提
に
し
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
ま
す
　
　
生
き
る
有
機
体
と
し
て
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
　
　ま
す
困
難
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
界
の
完
全
さ
と
は
、
世
界
が
世
界
の
意
識
と
神
－
意
識
と
の
共
存

　
　
　
以
上
のよ
う
な
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
議
論
を
念
頭
に
、
ピ
ッ
ク
は
、
　
　
　
　
　
を
許
容
す
る
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、

　
　
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
神
学
的
方
法
論
（
b
ミ
　
ミ
誌
§
書
　
O
ミ
ミ
富
　
　
　
　
　
そ
れ
は
、
低
い
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
高
い
と
こ
ろ
を
認
識
す
る
機
会
と

　　
N
魯
に
お
け
る
）
を
取
り
上
げ
、
「
悪
」
の
問
題
に
対
し
て
、
よ
り
詳
し
　
　
　
　
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
の
根
源
的
な
完
全
さ
は
、
ま
さ
に
、
人

　
　
い

分析
を
行
う
。
ま
ず
、
ピ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
神
　
　
　
　
間
の
神
－
意
識
の
出
現
の
た
め
の
環
境
と
し
て
の
適
合
性
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

　
　
学的
方
法
論
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
。

　
　
　
　
宗
教
的な
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
敬
度
か
ら
出
発
　
　
　
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
が
考
え
る
世
界
の
根
源
的
な
完
全
さ
と
い
う
の

　
　
　
　し
て
、
そ
の
中
に
内
在
す
る
神
学
的
な
意
味
を
考
察
す
る
。
敬
度
の
　
　
は
、
過
去
の
特
定
の
時
期
に
つ
い
て
の
経
験
的
事
実
で
は
な
く
、
世
界
の

　
　
　
　
本質
は
、
神
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
絶
対
的
な
依
存
感
情
　
　
す
べ
て
の
状
況
を
決
定
す
る
存
在
論
的
特
徴
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
であ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
感
情
の
多
様
な
段
階
は
、
神
性
の
本
質
の
　
　
　
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
「
悪
」
の
問
題
は
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
　
　多
様
な
側
面
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
に
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
「
悪
」
を
論
じ
る
出
発

ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
神
義
論
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



一＝
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

点
と
し
て
、
「
罪
」
に
関
し
て
、
現
象
学
的
な
定
義
と
神
学
的
な
定
義
を
行
　
　
質
世
界
の
側
面
を
意
味
す
る
」
。
こ
れ
ら
の
「
悪
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体

う
。
現
象
学
的
に
は
、
悪
と
は
、
「
物
質
的
な
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
　
　
的
な
生
の
中
に
は
多
様
な
る
階
層
か
ら
感
じ
ら
れ
る
相
対
的
な
対
立
が
存

に
伴
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
的
な
本
性
の
干
渉
が
生
じ
、
神
意
識
が
遅
　
　
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
人
間
は
有
限
で
あ
る
と
言
え
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
り

滞
し
、
あ
る
い
は
減
少
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
神
学
　
　
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
「
罪
」

的
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
罪
を
、
一
方
で
は
ま
さ
に
贋
罪
が
存
在
す
べ
き
で
　
　
　
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
、
利
己
的
に
反
応
す
る
傾
向
に
よ
っ
て
「
悪
」
が
生

あ
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
は
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
、
ま
た
他
方
で
は
、
　
　
じ
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
人
間
本
性
は
、
罪
に
よ
っ
て
撹
乱
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
レ

贋
罪を
通
し
て
の
み
な
く
な
る
も
の
と
見
な
す
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
。
　
　
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
罪
深
い
世
界
の
中
で
反
応
し
行
動
す
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

こ
の
神
学
的
定
義
の
前
半
は
、
二
元
論
的
な
誤
り
を
排
除
す
る
た
め
の
も
　
　
非
－
神
－
意
識
（
昌
o
昌
－
O
o
α
－
0
8
ω
9
0
⊆
ω
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
」
。

の

であ
り
、
後
半
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
的
な
誤
り
を
論
駁
す
る
た
め
の
も
　
　
　
以
上
よ
り
、
悪
に
は
、
人
間
の
行
為
を
基
盤
と
す
る
社
会
的
な
悪
と
自

の

であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
悪
が
存
在
す
る
こ
と
が
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
注目
す
べ
き
点
は
、
シ
遇
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
が
、
人
間
の
意
識
に
お
い
て
、
　
　
　
　
第
一
に
、
も
し
罪
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
世
に
は
悪
と
思
わ
れ
る
何

単
な
る
可
能
的
な
未
完
成
の
状
態
か
ら
、
神
－
意
識
へ
の
発
展
を
認
め
て
　
　
　
　
の
も
の
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
第
二
に
、
罪
が
あ
る
ほ
ど

い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
象
学
的
に
罪
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
、
肉
体
的
な
本
　
　
　
　
悪
も
あ
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
ま
る
で
人
間
は
罪
の
特
有
の
領
域
に

性
の
干
渉
が
人
間
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
こ
の
意
識
の
発
展
の
初
期
の
　
　
　
　
な
っ
て
、
…
…
人
間
と
の
関
係
に
お
け
る
世
界
と
は
、
悪
の
活
動
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

段階
に
他
な
ら
な
い
。
「
も
し
我
々
に
お
け
る
神
－
意
識
の
成
長
が
完
全
に
　
　
　
　
領
域
で
あ
る
。

ス

ム
ー
ズ
な
発
展
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
成
長
プ
ロ
セ
ス
に
は
罪
　
　
　
こ
の
よ
う
な
「
罪
」
の
存
在
は
、
「
悪
」
に
対
す
る
罰
と
し
て
解
釈
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
り

の

意
識は
伴
わ
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
し
か
し
、
現
実
に
お
い
て
、
こ
の
成
長
　
　
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
明
確
な
の
は
、
先
に
述
べ
た
罪
の
神
学
的
定
義

は

環
境
世
界
の

干
渉
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
罪
責
と
　
　
　
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
罪
」
と
「
悪
」
は
贈
罪
を
前
提
と
し
て
存
在
し
て

贋
い
の
必
要
性
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
世
界
　
　
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
罪
」
と
「
悪
」
は
神
の
目
的
が
成

と
は
、
罪
に
よ
っ
て
人
間
本
性
が
撹
乱
す
る
場
所
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
　
　
し
遂
げ
ら
れ
る
総
体
的
な
空
間
に
お
い
て
発
生
す
る
と
見
な
さ
れ
る
。
そ

と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
空
間
の
中
で
人
間
は
、
漸
進
的
に
霊
的
な
発
展
を
な
す
。
つ
ま
り
「
悪
」

　な
お
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
と
っ
て
「
悪
」
と
は
、
「
死
や
苦
痛
、
病
　
は
神
の
意
志
に
よ
っ
て
道
具
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
シ
ュ
ラ
イ

気
など
わ
れ
わ
れ
に
敵
対
し
、
生
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
物
　
　
　
ア
マ
ハ
ー
の
議
論
の
焦
点
な
の
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ



ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
お
い
て
、
一
般
的
に
人
間
は
、
初
め
不
完
全
な
存
在
と
　
　
と
お
り
で
あ
る
。

し
て
創
造
さ
れ
た
も
の
の
、
人
間
を
完
全
体
に
導
こ
う
と
す
る
神
の
意
志
　
　
　
ピ
ッ
ク
の
主
張
の
要
点
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
の
神
義
論
（
悪
は

に
よ
っ
て
、
神
の
恩
恵
を
受
け
る
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
悪
」
は
不
完
　
　
　
自
由
意
志
に
よ
る
堕
落
）
よ
り
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
神
義
論
（
不
完

全な
存
在
で
あ
る
人
間
が
成
長
す
る
た
め
の
試
練
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
　
　
全
な
生
き
物
と
し
て
創
造
さ
れ
た
人
間
が
、
人
格
的
完
成
の
途
上
で
悪
を

「神
の
道
具
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
シ
ュ
ラ
　
　
経
験
し
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
善
を
選
ぶ
）
の
方
が
、
よ
り
合
理
的
で
あ

イ
ア
マ
ハ
ー
の
「
罪
」
と
「
悪
」
に
関
す
る
考
え
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
　
　
　
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
悪
」
の
問
題
の
終
末
論
的
な
解
決

ス

的
伝統
よ
り
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
的
伝
統
に
近
い
こ
と
を
、
ピ
ッ
ク
は
　
　
（
終
末
に
お
け
る
不
完
全
さ
の
克
服
1
1
完
全
性
の
実
現
）
を
念
頭
に
、
現
代

指
摘
す
る
。
特
に
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
も
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
と
同
様
に
、
　
　
人
の
歴
史
的
経
験
に
よ
る
意
義
を
重
視
す
る
解
釈
と
も
言
え
る
も
の
で
あ

人間
の
創
造
を
二
つ
の
段
階
ー
第
一
ア
ダ
ム
と
第
二
の
ア
ダ
ム
ー
　
　
　
る
が
、
問
題
は
「
悪
」
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
こ
と
で
あ
る
。

に
お
く
こ
と
も
ピ
ッ
ク
の
議
論
を
裏
付
け
る
と
言
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
ピ
ッ
ク
の
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
神
義
論
に
対
し
て
は
、

　
ピ
ッ
ク
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
伝
統
か
　
　
　
多
数
の
研
究
者
が
批
判
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
、
代
表
的
な
批

ら
由
来
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
二
重
予
定
説
の
中
で
提
起
さ
れ
る
「
悪
」
の
　
　
判
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
問
題
点
を
今
後
の
課
題
と

問
題
に
対
す
る
解
釈
を
拒
否
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
の
救
済
の
普
遍
性
を
強
　
　
し
た
い
。

調
す
る
観
点
か
ら
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
的
な
「
神
義
論
」
の
中
心
理
論
　
　
　
ま
ず
、
「
抗
議
の
神
義
論
」
で
知
ら
れ
て
い
る
ジ
ョ
ン
・
K
・
ロ
ス
に
よ

と
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
る
と
、
ピ
ッ
ク
の
主
張
は
、
「
破
壊
を
贋
い
、
神
の
無
限
の
愛
を
正
当
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　る
こ
と
は
、
死
後
の
生
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
悪
」
を

六

む

す
び
に

か

え
て
1
今
後
の
欝
課
題
－
　
殆
繰
乱
擁
堵
橿
讐
諜
れ
蘇
難
醜
華
撰
監

　今
日
、
「
悪
」
の
問
題
を
用
い
て
展
開
さ
れ
る
有
神
論
へ
の
批
判
に
対
し
　
　
判
的
な
が
ら
、
結
局
そ
の
土
台
の
上
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り

て
、
明
確
に
答
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
ピ
ッ
ク
は
勿
論
、
多
　
　
　
て
い
る
。

く
の
研
究
者
が
持
っ
て
い
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
な
ぜ
、
ピ
ッ
ク
が
、
既
　
　
　
　
ま
た
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、

存
の
伝
統
的
な
「
神
義
論
」
は
今
日
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
新
た
な
「
神
　
　
　
D
・
Z
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
、
ピ
ッ
ク
が
「
仮
説
」
の
形
式
で
「
神
義
論
」

義
論
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
検
討
を
し
た
　
　
を
展
開
す
る
こ
と
や
、
「
神
話
」
に
対
す
る
ピ
ッ
ク
の
理
解
を
批
判
し
つ
つ
、

ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
神
義
論
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二



一
一
四

ピ
ッ
ク
が
主
張
す
る
「
神
義
論
」
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
「
昔
の
世
代
は
私
　
　
　
ラ
ス
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ピ
ッ
ク
の
「
神
義
論
」
は
、
神
の
全
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

たち
の
進
歩
の
手
段
だ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
、
　
　
　
性
と
全
善
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
有
効
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

ピ
ッ
ク
の
前
提
は
道
具
主
義
（
同
昌
o
ロ
葺
口
①
口
け
四
回
嵩
ω
5
P
）
で
あ
る
と
批
判

　
　
お
りす

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

　そ
し
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
T
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
　
　
　
（
1
）
　
厳
密
に
い
え
ば
、
「
悪
」
の
問
題
は
有
神
論
を
基
盤
と
す
る
宗
教
に

型
の

神
義
論
が
主
張
する
よ
う
に
「
人
類
が
道
徳
的
に
も
霊
的
に
も
進
歩
　
　
　
　
限
定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
宗
教
全
般
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

し
て
い
る
確
か
な
証
拠
は
何
も
見
当
た
ら
な
い
」
と
指
摘
し
な
が
ら
、
ヒ
ッ
　
　
　
　
た
と
え
ば
、
仏
陀
も
苦
行
を
終
え
て
悟
り
を
ひ
ら
い
た
と
き
、
悪
魔

ク
の
思
想
の
発
展
過
程
（
一
九
八
〇
年
代
に
、
『
宗
教
の
解
釈
』
で
宗
教
多
　
　
　
　
　
か
ら
誘
惑
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
「
神
義
論
」
と
い
う
言
葉

元
主義
仮
説
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
な
ど
）
の
中
で
も
、
「
神
義
論
」
は
ま
っ
　
　
　
　
の
意
味
に
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
に
「
悪
」
の
問
題
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
り

たく
変
化
し
て
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
マ
ッ
デ
ン
　
　
　
　
察
す
る
。

（国
α
≦
O
H
ユ
国
゜
ζ
四
α
山
Φ
昌
）
や
ヘ
ア
i
（
℃
簿
臼
国
゜
国
胃
o
）
や
ケ
イ
ン
（
ρ
　
　
（
2
）
非
実
在
論
者
と
し
て
著
名
な
ド
ン
・
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
は
、
ホ
ロ

ω9
巳
畠
国
碧
Φ
）
な
ど
も
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
神
義
論
に
対
し
て
批
判
　
　
　
　
コ
ー
ス
ト
の
例
か
ら
、
客
観
的
有
神
論
は
そ
の
根
拠
を
失
っ
た
と
主

　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

を
行
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
張
す
る
。
U
8
0
β
営
拝
§
ミ
鑓
卜
§
ミ
駄
O
o
鼻
ω
0
竃
℃
H
霧
ρ

　ピ
ッ
ク
も
そ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
答
え
る
試
み
を
行
っ
て
い
る
も
　
　
　
　
b
。
8
ど
b
』
り
゜

の
の
、
ピ
ッ
ク
の
「
神
話
」
理
解
や
、
「
神
義
論
」
と
「
宗
教
多
元
主
義
」
　
　
　
（
3
）
　
臼
o
ぼ
国
｛
o
F
国
“
N
§
駄
き
恥
O
o
織
駄
卜
o
蛇
魯
剛
巴
鴨
櫛
く
o

仮
説
の

相関
関
係
な
ど
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竃
9
0
日
白
餌
P
N
8
メ
，
9
（
本
稿
で
、
主
に
取
り
上
げ
る
文
献
は
、

　今
日
、
ピ
ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
の
神
義
　
　
　
　
．
．
寒
職
§
織
O
ミ
9
卜
o
ミ
．
で
あ
る
。
な
お
、
A
・
プ
ラ
ン
テ
ィ

論
と
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
の
神
義
論
の
中
で
、
ど
ち
ら
が
信
愚
性
が
あ
る
　
　
　
　
ン
ガ
を
は
じ
め
と
し
た
最
近
の
自
由
意
志
論
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

の

かと
い
う
こ
と
は
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
二
者
択
一
の
問
題
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
紙
幅
の
関
係
上
本
稿
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
）
。

程度
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ピ
ッ
ク
の
「
神
義
論
」
は
　
　
　
（
4
）
　
冒
律
も
゜
ω
゜
幽

「
死後
の
世
界
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ピ
ッ
ク
の
「
神
　
　
（
5
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
弁
神
論
』
に
お
い
て
悪
の
現
象
を
三
つ
に
分

義論
」
に
関
す
る
最
終
的
な
評
価
は
、
彼
の
「
死
後
世
界
」
の
議
論
を
検
　
　
　
　
け
て
整
理
し
て
い
る
。
悪
に
は
、
自
然
的
な
悪
、
道
徳
的
な
悪
、
形

討し
た
上
で
、
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
明
確
な
の
は
、
A
・
E
・
マ
ク
グ
　
　
　
　
而
上
学
的
な
悪
と
い
う
三
つ
の
在
り
方
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ



　
　ら
の
悪
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
原
因
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
　
　
　
　
犀
F
H
り
゜
。
°
。
参
照
。

　
　
的な
悪
は
苦
痛
か
ら
、
道
徳
的
な
悪
は
罪
か
ら
、
そ
し
て
、
形
而
上
　
　
　
（
1
6
）
臼
o
巨
缶
圃
o
ぎ
寒
蔑
§
駄
ミ
鳴
O
ミ
9
卜
o
ミ
恥
も
，
b
。
劇
。
。
山
蔭
㊤
゜

　
　
学的
な
悪
は
不
完
全
性
か
ら
生
じ
る
。
高
坂
史
朗
編
『
悪
の
問
題
ー
　
　
　
（
1
7
）
守
凶
9
も
』
H
ド

・

　
　
現代
を
思
索
す
る
た
め
に
ー
⊥
昭
和
堂
、
一
九
九
四
年
、
一
六
六
頁
。
　
　
　
（
1
8
）
　
守
律
り
，
b
。
H
°
。
°

　
　　
「
悪
」
の
問
題
に
対
す
る
総
合
的
な
議
論
は
、
武
藤
一
雄
『
神
学
と
　
　
　
（
1
9
）
　
冒
律
噂
や
巽
b
。
°

　
　宗
教
哲
学
と
の
間
』
創
文
社
、
一
九
六
一
年
。
第
二
章
も
参
照
。
　
　
　
　
（
2
0
）
　
宇
宙
の
両
義
性
（
餌
喜
凶
碧
凶
蔓
）
と
は
、
宇
宙
は
、
宗
教
的
に
、
あ

（6
）
　
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
T
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
編
、
本
多
峰
子
訳
『
神
は
悪
　
　
　
　
る
い
は
自
然
主
義
的
に
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
ピ
ッ
ク
の
代
表
的
な
議

　
　
の問
題
に
答
え
ら
れ
る
か
1
神
義
論
を
め
ぐ
る
五
つ
の
答
え
　
　
　
　
論
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
理
解
の
仕
方
は
、
論
理
的
に
は
両
方
と

　
　ー
⊥
教
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
九
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
に
論
駁
不
可
能
で
あ
る
。
宇
宙
の
宗
教
的
な
解
釈
の
例
と
し
て
は

（7
）
　
同
、
九
九
頁
（
一
部
の
表
現
は
筆
者
に
よ
る
も
の
）
。
ω
富
9
Φ
p
日
゜
　
　
　
　
　
一
神
教
的
な
解
釈
が
あ
る
。

　
　U
四
≦
ρ
（
Φ
R
）
鰯
異
O
ー
肉
函
゜
卜
帖
竃
e
§
蕊
ミ
　
　
　
（
2
1
）
　
守
凶
身
b
，
O
N
よ
ω
9

　
　§
§
§
零
2
巨
昌
ω
け
臼
匂
o
ゴ
昌
蚕
o
×
勺
巴
馨
”
b
。
8
H
°
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
守
凶
2
冒
゜
①
゜
。
．

（8
）
　
臼
9
5
出
凶
o
ぎ
ト
Ω
書
誌
譜
§
§
恥
o
喧
駄
肉
恥
蒔
ご
蕊
’
§
鳴
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に

　
　
肉ミ
§
o
ミ
ミ
隷
帖
憂
u
ω
O
竃
℃
話
ω
ω
い
叶
負
H
㊤
O
α
も
戸
起
山
α
゜
　
　
　
　
　
は
、
彼
が
「
原
罪
」
に
関
し
て
如
何
な
る
理
解
を
有
し
て
い
た
の
か

（9
）
　
旨
o
ゴ
出
8
ぎ
き
靴
§
駄
導
恥
O
o
駄
ミ
ト
o
q
♪
冒
b
°
蔭
゜
。
1
置
゜
　
　
　
　
　
　
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（1
0
）
守
凶
2
，
鼻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
「
原
罪
」
を
、
人
間
の
自
己
活
動

（1
1
）
守
律
”
，
心
。
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
が
展
開
さ
れ
る
際
に
、
純
粋
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

（1
2
）
　
冒
岸
”
や
呉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
析
す
る
。
そ
れ
は
、
原
罪
の
原
因
が
自
己
の
外
に
あ
る
と
い
う
ご

（1
3
）
冒
凶
9
も
，
ミ
ム
゜
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
原
罪
が
自
己
の
外
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
根
本
的
な
罪
（
℃
①
？

（1
4
）
　
H
寓
P
や
爵
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
讐
ロ
8
0
艮
α
q
凶
昌
ω
o
同
凶
α
q
冒
p
爵
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し

（1
5
）
　
ヒ
ッ
ク
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
事
例
と
し
て
あ
げ
、
ナ
チ
ス
の
企
　
　
　
　
　
て
、
「
原
罪
」
に
対
す
る
援
助
と
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
「
原
罪
」
は

　
　
て

のな
か
に
は
、
具
現
化
さ
れ
た
悪
魔
的
な
非
情
さ
が
あ
っ
た
と
指
　
　
　
　
教
育
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
る
。
ω
o
巨
Φ
凶
Φ
『
ヨ
山
o
げ
Φ
斜
§
恥
Ω
魯
誌
§
謡

　
　摘
す
る
。
日
o
蝉
5
国
甘
ぎ
§
鴨
留
q
§
駄
Ω
習
誌
§
§
馬
§
ω
Ω
≦
℃
『
Φ
ω
ω
　
　
　
　
隷
ミ
N
”
国
゜
日
”
国
α
貯
げ
口
お
冨
↓
’
節
日
゜
Ω
巽
ぎ
H
り
N
°
。
も
噂
』
㊤
゜
。
－
°
。
謹
゜

ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
の
神
義
論
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



一
一
六

　

武
安宥
『
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
教
育
学
研
究
』
昭
和
堂
、
一
九

　

九
三年
、
一
＝
七
頁
参
照
。

（
2
3
）
同
ぼ
野
，
b
。
b
。
O
°

（
2
4
）
守
｛
P
，
b
。
b
。
H
°

（
2
5
）
H
ぼ
P
b
』
b
。
b
。
．

（
2
6
）
H
ぼ
9
も
』
b
。
°
。
°

（2
7
）
　
冒
凶
F
U
』
H
↑

（2
8
）
守
凶
身
O
』
N
9

（
2
9
）
　
守
同
F
b
』
b
。
①
゜

（3
0
）
守
6
も
』
N
S

（3
1
）
　
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
T
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
編
、
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。

（32
）
　
同
、
一
三
一
頁
。

（
3
3
）
　
同
、
＝
二
五
頁
。

（3
4
）
q
o
巨
田
o
ぎ
穿
蟄
§
駄
導
恥
O
ミ
旦
卜
o
罫
，
ω
蕊
゜

（3
5
）
　
A
・
E
・
マ
ク
グ
ラ
ス
、
神
代
真
砂
実
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
入

　
門
』
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
四
〇
一
頁
。
た
と
え
ば
、
「
抗
議
の
神

　

義論
」
は
神
の
全
善
性
を
、
「
プ
ロ
セ
ス
神
学
」
は
神
の
全
能
性
を
説

　
明
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。


