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す
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は
じ
め
に

　宗
教
改
革
は
今
か
ら
五
〇
〇
年
前
に
ル
タ
ー
の
「
九
五
箇
条
の
提
題
」
を
契
機
に
し
て
起
こ
っ
た
が
、
同
時
に
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
校
訂
”

新
約
聖書
』
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
。
同
時
代
に
生
き
た
三
人
の
改
革
者
た
ち
は
共
通

の問
題
意
識
を
も
ち
、
共
通
の
人
間
観
に
も
と
つ
い
て
そ
の
思
想
を
確
立
し
、
行
動
を
起
こ
し
、
絶
大
な
影
響
を
後
代
に
残
し
た
。
こ
う

いう
思
想
の
生
き
た
力
は
ど
こ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
従
来
な
さ
れ
て
き
た
神
学
的
な
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
人

間
学
の
視
点
か
ら
再
考
し
て
み
た
い
。

　
宗
教
改革
の
当
初
か
ら
「
エ
ラ
ス
ム
ス
が
卵
を
産
ん
で
ル
タ
ー
が
こ
れ
を
艀
し
た
」
と
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
ル
タ
ー
だ
け
に
限
っ
て

宗
教
改
革を
考
察
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
は
少
な
く
と
も
三
人
の
改
革
者
た
ち
に
よ
っ
て
宗
教
改
革
の
全

体像
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
宗
教
改
革
は
今
日
で
は
い
っ
そ
う
広
範
囲
な
視
点
か
ら
解
明
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
歴
史
学
、
人
間
学
、
社
会
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、
教
育
学
、
心
理
学
、
医
学
な
ど
の
観
点
か
ら
も
、
改
革
者
の
思
想
が
再
評
価
さ

宗
教
改
革を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



二

れる
よ
う
に
な
っ
た
。

　わ
た
し
自
身
は
最
初
か
ら
宗
教
哲
学
の
視
点
か
ら
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
観
点
か
ら
ル
タ
ー
の
研
究
を
め
ざ
し
て
励
ん
で

き
た
。
だ
が
同
時
に
人
間
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
展
開
や
人
間
学
そ
れ
自
身
の
研
究
も
試
み
て
き
た
の
で
、
結
果
的
に
は
全
く
新
し
い
観

点
か
ら
宗
教
改
革
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
研
究
対
象
は
人
間
学
の
基
礎
に
あ
る
「
霊
」
（
ω
b
賦
言
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

と
そ
の
作
用
で
あ
る
「
霊
性
」
で
あ
り
、
そ
の
研
究
を
長
き
に
わ
た
っ
て
変
わ
ら
ず
に
続
け
て
き
た
。

　そ
こ
で
こ
の
宗
教
改
革
を
再
考
す
る
に
先
だ
っ
て
、
わ
た
し
は
ま
ず
宗
教
改
革
以
後
五
〇
〇
年
の
歴
史
的
成
果
を
検
討
し
て
み
た
い
。

一、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
的
な
成
果

　
宗
教
改
革
の

運
動は
、
最
初
か
ら
政
治
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
波
及
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
教
皇
の
宗
教
上
の
指
導
と

世
俗的
な
利
害
と
が
結
び
付
い
た
「
免
罪
符
」
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
ル
タ
ー
を

破門
し
、
カ
ー
ル
五
世
と
共
謀
し
て
「
帝
国
追
放
令
」
に
処
す
れ
ば
混
乱
し
た
事
態
は
収
ま
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
が
ド
イ
ツ

に

呼
び起
こ
し
た
大
き
な
興
奮
は
簡
単
に
は
収
ま
ら
な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
を
支
持
し
た
ド
イ
ツ
の
諸
候
が
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
の
国
会
で
抗
議

（プ
ロ

テ

ス
ト
）
し
た
こ
と
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
改
革
者
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
総
称
さ
れ
、
そ
の
立
場
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
運
動
も
フ
ラ
ン
ス
最
初
の
改
革
派
教
会
が
パ
リ
に
設
立
さ
れ
た
一
五
五
五
年
に
、
ア
ウ
グ
ス

ブ

ルク
の
宗
教
和
議
で
「
統
治
者
の
宗
教
が
そ
の
領
内
で
行
わ
れ
る
」
（
o
鼠
q
ω
お
o
q
随
ρ
Φ
葺
ω
話
嵩
α
q
一
〇
）
に
よ
っ
て
制
度
的
な
決
着
を
見
た

こ
と
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
各
自
が
主
体
的
に
決
断
す
る
と
い
う
本
来
の
信
仰
心
が
そ
の
後
次
第
に
衰
え
て
し
ま
っ
た
。
で
は
、
そ
の



歴
史的
な
成
果
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。

　
（
一
）
宗
教
改
革
の
成
果

　
宗
教
改革
は
「
九
五
箇
条
の
提
題
」
や
ヴ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
で
の
審
議
演
有
名
で
あ
る
が
、
ル
タ
ー
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
何
で
あ
っ

た

の
か
。
そ
れ
は
主
と
し
て
次
の
二
点
を
含
ん
で
い
た
。
第
一
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
権
の
基
礎
を
な
す
教
説
、
す
な
わ
ち
教
皇
の
決
定

や

公
会議
の
決
議
に
は
直
接
神
の
考
え
が
現
れ
て
い
る
、
と
い
う
教
説
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
説
と
対
決
し
て
ル
タ
ー
は
、

当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
権
が
聖
書
に
背
馳
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
第
二
に
、
ル
タ
ー
は
聖
書
と
一
致
す
る
こ
と
は
す
べ
て
存
続
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
伝
統
の
教
説
に
全
て
反
対
し
た
の
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
、
自
説
に
も
と
つ
い
て
新
し
い
教
派
を
設
立
し
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
運
動
は
要
す
る
に
教
会
制
度
の
改
革
で
あ
っ
て
、
新
し
い
教
会
を
造
る
意
図
も
計
画
も
な
く
、
公
会
議
を
開

い
て

教
会を
改
革
す
る
運
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
当
時
、
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
（
一
五
一
二
i
一
七
）
か
ら
長
い
あ
い
だ
公
会
議
は
開
か
れ

ず
、
一
五
四
五
－
六
三
年
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
が
開
催
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
教
義
を
再
検
討
し
、
教
会
を

立
て

直
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
が
最
初
懐
い
た
公
会
議
開
催
の
願
望
は
彼
が
期
待
し
た
の
と
は
異
な
る
仕
方
で
も
っ
て

実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
公
会
議
を
考
慮
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
意
味
で
、
カ
ル
ヴ
ァ

ン

が

『キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
を
書
き
改
め
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
だが
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
最
大
の
関
心
は
、
教
会
制
度
の
改
革
だ
け
で
な
く
、
教
義
問
題
に
集
中
し
て
い
た
。
そ
れ
は
神
と
の
関

係を
信
仰
に
よ
っ
て
確
立
す
る
基
本
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の
要
点
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
教義
に
お
け
る
改
革
は
信
仰
義
認
論
と
し
て
こ
れ
ま
で
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ス
コ
ラ
神
学
と
が

宗
教
改革
を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



四

真
っ
正
面
か
ら
対
決
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
信
仰
義
認
論
は
神
に
対
し
行
為
の
功
績
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
義
と
認
め
ら
れ
よ
う

と
す
る
行
為
義
認
論
と
対
立
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
能
動
的
義
に
対
立
し
、
神
か
ら
授
け
ら
れ
る
受
動
的
義
で
あ
る
。
「
こ
の
義
な
る
言
葉

は
明
ら
か
に
〈
受
動
的
〉
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
は
あ
わ
れ
み
を
も
っ
て
信
仰
に
よ
り
わ
た
し
た
ち
を
義
と
す
る
、
と
わ
た
し
は

理解
し
は
じ
め
た
」
（
毒
α
声
H
°
。
α
）
と
彼
は
自
伝
的
文
章
で
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
信
仰
に
よ
る
の
み
」
（
ω
o
冨
h
建
Φ
）
と
い
う
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

改
革
の

根
本
主
張
であ
る
。

　こ
れ
に
続
く
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
の
改
革
の
運
動
で
あ
る
。
な
か
で
も
重
要
な
の
は
説
教
の
改
革
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
の
宗
教
改

革
の
最
初
の
一
歩
は
直
接
民
衆
に
福
音
を
告
げ
る
「
説
教
の
改
革
」
を
も
っ
て
開
始
し
た
。
彼
は
当
時
行
わ
れ
て
い
た
説
教
に
つ
い
て
危

惧
の

念を
懐
い
て
お
り
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
国
会
（
一
五
二
一
年
）
に
召
喚
さ
れ
る
以
前
か
ら
「
説
教
の
ひ
な
形
」
を
提
示
す
る
計
画
に
着

手し
、
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
の
幽
閉
中
も
そ
れ
が
継
続
さ
れ
、
一
五
二
二
年
に
「
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
・
ボ
ス
テ
ィ
レ
」
（
白
p
昏
げ
霞
σ
q
も
o
ω
け
巳
Φ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

と
か
「
教
会
暦
ボ
ス
テ
ィ
レ
」
（
H
（
凶
『
O
げ
Φ
5
℃
O
o
o
け
口
一
Φ
）
と
呼
ば
れ
る
『
標
準
説
教
集
』
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
多
く
の
分
野
に
お
い
て

改革
が
実
行
さ
れ
た
。
な
か
で
も
教
会
制
度
が
改
革
さ
れ
、
大
学
改
革
と
義
務
教
育
の
創
設
に
優
れ
た
貢
献
を
な
し
、
大
小
の
教
理
問
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
　

書
に
よ
っ
て
教
会
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
大
き
な
成
果
が
生
ま
れ
た
。

　さ
ら
に
は
信
仰
の
自
由
と
社
会
倫
理
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
中
世
以
来
発
達
し
て
き
た
都
市
を
中
心
に
自
由
の
機
運
が

高
ま
り
、
封
建
的
な
領
主
に
対
す
る
要
求
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
農
民
の
一
二
の
要
求
」
な
ど
が
そ
の
典
型
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
ル
タ
ー
は
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
で
、
キ
リ
ス
ト
者
が
「
自
由
な
君
主
」
で
あ
っ
て
同
時
に
「
奉
仕
す
る
僕
」
で
あ

る
と
説
き
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
を
社
会
的
な
自
由
か
ら
区
別
し
、
世
俗
内
敬
度
を
基
盤
と
す
る
社
会
倫
理
を
説
き
、
政
治
的
な
要
求
は

専門
家
に
委
ね
る
よ
う
に
説
い
た
。
そ
こ
に
は
同
時
に
優
れ
た
「
職
業
観
」
も
見
い
だ
さ
れ
、
新
し
い
社
会
倫
理
が
確
立
さ
れ
た
。



　
（
二
）
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
問
題

　
宗
教
改革
の
運
動
に
は
悲
劇
的
と
も
言
う
べ
き
内
部
分
裂
や
未
解
決
の
問
題
が
残
さ
れ
た
。
悲
劇
的
な
分
裂
と
は
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル

タ
ー
と
の
間
に
起
こ
り
、
宗
教
改
革
の
運
動
が
人
文
主
義
と
の
共
同
に
失
敗
し
、
両
者
の
間
に
自
由
意
志
論
争
が
起
こ
り
、
両
者
は
和
解

でき
ず
に
分
裂
し
、
人
文
主
義
者
の
多
く
は
ル
タ
ー
か
ら
離
れ
て
い
き
、
改
革
運
動
の
範
囲
が
縮
小
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　ま
た
ル
タ
ー
の
協
力
者
の
中
か
ら
ミ
ュ
ン
ツ
ア
ー
の
よ
う
な
過
激
な
革
命
家
が
輩
出
し
、
農
民
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
ル
タ
ー
は
そ

の

対
応
に

失

敗し
、
農
民
の
支
持
を
失
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　さ
ら
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
問
に
内
部
分
裂
が
起
こ
り
、
改
革
運
動
は
一
五
二
〇
年
代
の
後
半
に
は
統
一
力
を
失
い
、
悲
劇
的
な
結
末

を
迎
え
た
。
そ
の
た
め
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
運
動
は
、
ド
イ
ツ
で
挫
折
し
、
そ
の
運
動
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
波
及
さ
せ
る
こ

と
に
失
敗
し
た
。
つ
ま
り
ル
タ
ー
の
信
奉
者
の
中
か
ら
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
マ
ー
（
熱
狂
主
義
者
）
と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
過
激
な
集
団
や
、
「
霊
性

主義
者
た
ち
」
（
ω
b
固
同
同
け
口
P
＝
ω
什
Φ
昌
）
と
呼
ば
れ
た
内
面
的
な
宗
教
を
求
め
る
改
革
者
た
ち
が
、
制
度
化
し
た
ル
タ
ー
派
教
会
か
ら
離
れ
、
「
分

離派
」
（
ゼ
ク
テ
）
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
中
に
は
自
由
意
志
の
必
要
を
説
い
た
再
洗
礼
派
が
優
勢
と
な
り
、
教
義

的
に
硬
化
し
た
ル
タ
ー
派
と
対
決
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　と
こ
ろ
が
こ
の
分
裂
を
契
機
と
し
て
一
つ
の
隠
さ
れ
た
事
態
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
教
義
を
生
み
出
す
根
源
的
に
し
て
内
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

的
な
霊
性
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
霊
や
霊
性
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
が
起
こ
っ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
宗
教
改
革
以
後
起
こ
っ

てき
た
世
俗
化
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

　そ
の
さ
い
、
わ
た
し
た
ち
は
世
俗
化
と
世
俗
主
義
化
と
を
分
け
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
改
革
時
代
に
な
っ
て
か
ら
修
道

院
な
ど
の
教
会
の
財
産
を
国
家
が
民
間
に
譲
渡
し
た
と
き
、
「
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
。
こ
の
言
葉
は
教
会
財
の
「
払
い
下
げ
」

宗
教
改
革を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



六

や

反対
に
教
会
か
ら
見
る
と
そ
の
財
産
の
「
没
収
」
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
宗
教
が
外
形
的
に
は
宗
教
的
構
造
を
保
ち
な
が
ら
も
内
実
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

変
容
する
こ
と
を
言
う
。
元
来
は
宗
教
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
世
俗
化
は
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
合
法
的
な
結
果
」
（
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
）
で
あ

る
が
、
や
が
て
変
質
し
て
「
世
俗
主
義
」
に
転
落
す
る
。
こ
の
現
象
を
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
職
業
倫
理
に
お
い
て
捉
え
、
宗
教
の

力
が
失
わ
れ
る
と
、
人
々
は
信
仰
の
霊
性
を
喪
失
し
、
「
亡
霊
」
と
な
り
、
「
精
神
の
な
い
専
門
人
、
心
情
の
な
い
享
楽
人
」
と
呼
ば
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

現
代
人を
産
み
出
し
た
、
と
説
い
た
。
こ
れ
こ
そ
現
代
が
直
面
す
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
。

●

二
、
宗
教
改
革
者
た
ち
に
共
通
す
る
人
間
観

　こ
の
時
代
は
一
般
に
「
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
よ
り
「
世
界
と
人
間
の

発見
」
と
い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
改
革
も
信
仰
の
復
興
、
つ
ま
り
信
仰
の
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
神

の前
に
立
つ
人
間
」
の
発
見
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
エ
ラ
ス
ム
ス
が
初
め
て
こ
の
人
間
像
を
オ
リ
ゲ
ネ
ス
的
な
人
間
の
三
分
法
「
霊
・
魂
・

身体
」
と
し
て
神
学
思
想
の
中
心
に
据
え
、
ル
タ
ー
が
そ
れ
に
倣
い
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
同
じ
考
え
に
達
し
た
。

　こ
の
三
分
法
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
「
霊
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
聖
書
に
独
自
な
人
間
を
表
す
用
語
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア

的
な
「
精
神
・
身
体
」
の
二
元
論
と
は
異
質
な
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
旧
約
聖
書
で
は
ル
ー
ア
ッ
ハ
で
あ
り
、
神
の
息
と
い
う
生
命
力

を
意
味
す
る
と
同
時
に
神
の
前
に
立
つ
人
間
の
全
体
的
な
姿
を
表
現
し
、
新
約
聖
書
で
は
プ
ネ
ウ
マ
で
同
じ
く
人
間
の
全
体
を
表
現
す
る
。

と
こ
ろ
で
日
本
語
の
「
霊
」
と
い
う
言
葉
に
は
日
常
語
と
し
て
は
プ
ネ
ウ
マ
の
意
味
を
表
現
で
き
ず
、
他
の
言
葉
で
補
足
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
聖
書
以
後
で
も
同
じ
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
心
」
（
o
自
）
を
、
ド
イ
ッ
神
秘
主
義
で
は



「
魂
の
根
底
」
（
ω
Φ
Φ
一
Φ
昌
讐
H
口
P
α
）
を
、
ル
タ
ー
は
「
良
心
」
（
o
o
甥
q
Φ
ロ
菖
帥
）
を
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
は
「
心
情
」
（
O
Φ
ヨ
彗
）
を
援
用

　
　
　
ハ
ユ

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
「
心
」
と
い
う
語
が
日
本
語
と
し
て
は
最
適
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
の
機
能
に
は
「
霊
性
・
理
性
・
感
性
」

が含
ま
れ
て
お
り
、
霊
性
は
心
の
最
深
部
の
機
能
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
一
）
キ
リ
ス
ト
教
人
闇
学
の
三
分
法
（
霊
・
魂
・
身
体
）

　
宗
教
改
革を
代
表
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
、
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
三
人
に
は
共
通
す
る
人
間
観
と
し
て
「
霊
（
ω
旨
団
ε
ω
）
・
魂
（
9
巳
B
国
）
・

身体
（
O
O
同
b
¢
ω
）
」
の
「
キ
リ
ス
ト
教
の
三
分
法
」
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
三
分
法
は
使
徒
パ
ウ
ロ
が
テ
サ
ロ
ニ
ケ
信
徒
へ
の
第
一
の
手
紙

（五
・
二
三
）
で
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
エ
ラ
ス
ム
ス
の
初
期
の
代
表
作
『
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
（
キ
リ
ス
ト
教
戦
士
必
携
）
』
（
一

五〇
一
年
）
で
「
オ
リ
ゲ
ネ
ス
的
な
区
分
」
と
し
て
採
用
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　　
「
こ
の
聖
書
の
箇
所
か
ら
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
人
間
の
三
つ
の
区
分
を
導
き
だ
し
て
い
る
こ
と
は
不
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
1
〕
わ
た

　
　し
た
ち
の
最
低
の
部
分
で
あ
る
身
体
も
し
く
は
肉
に
は
、
あ
の
老
猫
な
蛇
が
罪
の
法
則
を
〔
わ
た
し
た
ち
の
〕
生
ま
れ
な
が
ら
の
罪

　
　
過
に
よ
り
書
き
込
ん
だ
の
で
す
。
ま
た
罪
の
法
則
に
よ
り
わ
た
し
た
ち
は
不
品
行
へ
と
挑
発
さ
れ
、
そ
れ
に
征
服
さ
れ
た
場
合
、
わ

　
　
た
し
た
ち
は
悪
魔
の
一
味
と
さ
れ
る
の
で
す
。
〔
2
〕
し
か
し
神
の
本
性
の
似
姿
を
わ
た
し
た
ち
が
表
現
し
て
い
る
霊
の
中
に
、
最
善

　
　
の

創
造者
が
自
己
の
精
神
の
原
形
に
し
た
が
っ
て
か
の
永
遠
の
徳
義
の
法
を
指
で
も
っ
て
、
つ
ま
り
自
己
の
霊
で
も
っ
て
刻
み
込
ん

　
　
だ
の

です
。
こ
の
法
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
神
と
一
つ
に
な
る
よ
う
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
す
。
さ
ら
に
〔
3
〕

　
　神
は
第
三
と
し
て
、
ま
た
こ
の
二
つ
の
中
間
と
し
て
魂
を
立
て
た
ま
い
ま
し
た
。
魂
は
知
覚
と
自
然
の
衝
動
に
関
わ
る
の
に
適
し
て

　
　
　
　
す
り

　
　
いま
す
」
。

宗
教
改
革を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



八

　さ
ら
に
彼
は
こ
の
方
法
に
も
と
つ
い
て
神
学
的
な
代
表
作
『
真
の
神
学
の
方
法
』
（
一
五
一
九
年
）
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。

　
ルタ
ー
は
最
初
「
魂
と
身
体
」
と
い
う
二
元
論
に
も
と
つ
い
て
人
間
を
論
じ
て
い
た
が
、
『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ト
（
マ
リ
ア
の
賛
歌
）
』
（
一

五
二
二年
）
に
な
っ
て
初
め
て
三
分
法
を
採
用
す
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　　
「
第
一
の
部
分
で
あ
る
霊
（
ひ
q
虹
ω
什
）
は
人
間
の
最
高
、
最
深
、
最
貴
の
部
分
で
あ
り
、
人
間
は
こ
れ
に
よ
り
理
解
し
が
た
く
、
目
に
見

　
　え
な
い
永
遠
の
事
物
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
短
く
い
え
ば
そ
れ
は
家
で
あ
り
、
そ
こ
に
信
仰
と
神
の
言
葉
が
内
住
す

　
　る
。
第
二
の
部
分
で
あ
る
魂
（
ω
Φ
Φ
一
Φ
）
は
自
然
本
性
に
よ
れ
ば
ま
さ
に
同
じ
霊
で
あ
る
が
、
他
な
る
働
き
の
う
ち
に
あ
る
。
す
な
わ

　
　ち
魂
が
身
体
を
生
け
る
も
の
と
な
し
、
身
体
を
と
お
し
て
活
動
す
る
働
き
の
う
ち
に
あ
る
。
…
…
第
三
の
部
分
は
身
体
（
一
Φ
甘
）
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

　
　り
、
四
肢
を
備
え
て
い
る
。
身
体
の
働
き
は
、
魂
が
認
識
し
、
霊
が
信
じ
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
実
行
し
適
用
す
る
に
あ
る
」
。

　
簡潔
に
し
て
明
確
な
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
青
年
時
代
の
作
品
『
プ
シ
コ
パ
ニ
キ
ア
（
魂
の
目
覚
め
）
』
で
、
「
霊
」

の

作用
の
重
要
な
働
き
に
い
ち
早
く
注
目
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
言
う
、
「
私
た
ち
は
〈
霊
〉
（
ω
且
葺
話
）
と
い
う
語
が
ラ
テ
ン
語
で
息

と
か
風
を
指
し
、
ま
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
プ
ネ
ウ
マ
で
も
そ
う
で
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
…
…
ま
た
実
に
し
ば
し
ば
こ
の
語
は
御
霊
が
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

た
ち
の
内
に
再
生
さ
れ
る
こ
と
を
表
す
の
に
使
わ
れ
る
」
と
。

　と
こ
ろ
で
問
題
に
な
る
の
は
こ
の
三
分
法
の
な
か
の
「
霊
」
が
現
実
に
は
無
視
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ド
ル
の
画
家
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
幻
想
画
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
こ
の
塔

は
上
部
が
欠
け
た
円
錐
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
は
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
「
霊
」
に
相
当
し
、
そ
の
下
部
が
魂
と
身
体
に
な
っ
て
い

る
。
霊
の
部
分
の
損
傷
は
激
し
く
そ
の
痕
跡
が
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
霊
は
あ
る
に
は
あ
る
が
そ

の

残津
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
態
が
有
す
る
意
義
を
現
代
の
哲
学
史
家
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
バ
ウ
マ
ー
（
国
曽
艮
ぎ
”
い
』
碧
§
2
）
は
『
西



欧
思
想
の

主流
』
で
と
り
あ
げ
、
現
代
に
お
け
る
二
つ
の
世
界
大
戦
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
的
境
位
を
形
容
す
る
の
に
日
H
ロ
ロ
S
審
α

国癖
8
Φ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
霞
巨
o
讐
Φ
と
は
「
切
り
取
る
」
「
円
錐
な
ど
の
上
部
を
切
断
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た

が
っ

て

「
頂点
が
切
り
取
ら
れ
た
円
錐
」
（
帥
け
円
偉
口
0
9
け
Φ
O
O
5
Φ
）
こ
そ
二
〇
世
紀
の
世
界
像
、
つ
ま
り
世
俗
化
さ
れ
た
近
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

パ
思
想
の

全
体
像
な

の

であ
る
。

　
（
二
）
信
仰
対
象
と
信
仰
機
能
の
区
別

　こ
の
「
霊
」
概
念
は
ル
タ
ー
の
場
合
に
は
「
信
仰
」
と
同
義
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
信
仰
は
何
を
信
じ
る
か
と
い
う
「
信
仰
対
象
」
を

意
味す
る
ば
か
り
か
、
「
信
仰
作
用
」
を
も
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
仰
対
象
が
信
じ
ら
れ
る
主
体
の
側
で
の
働
き
を
も
意
味
す
る
。
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

仰
対
象は
神
の
存
在
と
そ
の
教
え
、
つ
ま
り
教
義
で
あ
る
が
、
信
仰
す
る
作
用
つ
ま
り
信
仰
の
内
的
な
機
能
は
人
間
の
心
の
働
き
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
信
仰
対
象
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
と
い
う
宣
教
内
容
を
含
む
教
え
を

指
し
て
お
り
、
歴
史
上
ニ
カ
イ
ヤ
・
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
信
条
、
と
り
わ
け
「
使
徒
信
条
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。

こ
れ
は
そ
の
後
変
わ
ら
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
信
仰
の
第
一
の
側
面
は
理
性
的
に
あ
る
程
度
は
伝
達
で
き
る

の
に

対し
、
信
仰
の
第
二
の
側
面
は
単
な
る
人
間
の
知
力
で
は
把
握
で
き
ず
、
ど
う
し
て
も
信
仰
の
霊
的
な
理
解
作
用
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
ま
た
教
義
は
そ
れ
自
体
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
信
仰
作
用
の
ほ
う
は
歴
史
の
経
過
と
と
も
に
絶
え
ず
変
化
し
て
き
た
。
そ
こ
に

個
々
人
の
信
仰
の
主
体
的
な
真
理
が
霊
性
の
作
用
に
よ
っ
て
豊
か
な
歴
史
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

　
教義
は
理
性
に
よ
っ
て
理
解
し
伝
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
義
学
的
理
解
は
そ
の
後
の
歴
史
に
よ
っ

て

理解
さ
れ
、
一
般
に
普
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
教
義
の
背
景
に
あ
る
経
験
の
ほ
う
は
伝
達
と
継
承
が
困
難
で
あ
っ
た
。

宗
教
改
革を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



一〇

こ
の
経
験
は
通
常
の
理
解
を
超
え
て
い
る
の
で
初
期
の
ル
タ
ー
で
は
「
神
秘
神
学
」
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、
独
自
の
形
態
を
と
る
よ
う
に

　
　
な
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
った
。
こ
の
神
学
は
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
な
ど
が
初
期
の
聖
書
講
義
で
利
用
さ
れ
、
ド
イ

ツ
神
秘
主
義
の
タ
ウ
ラ
ー
や
作
者
不
詳
の
『
ド
イ
ツ
神
学
』
の
受
容
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
至
る
前
段
階
と
し
て
「
新
し
い
敬
度
」

θ
Φ
＜
o
け
δ
目
o
住
Φ
諺
9
）
の
影
響
が
あ
っ
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
や
ル
タ
ー
は
少
年
時
代
に
こ
の
派
の
学
校
の
教
育
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
運
動

は
一
般
的
に
言
っ
て
神
秘
主
義
的
な
傾
向
を
も
つ
思
想
家
を
生
み
だ
し
、
ジ
ェ
ル
ソ
ン
や
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
の
美
し
い
思
想
を
開

花
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
ト
マ
ス
の
『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』
の
な
か
に
古
典
的
表
現
が
見
い
だ
さ
れ
、
な
に
よ
り
も
個
人
の
内
面
的
生

活を
強
調
し
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
黙
想
し
、
そ
れ
を
模
範
と
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
。
こ
の
運
動
は
青
年
時
代
の
ル
タ
ー
に
も
っ
と

も
影
響
を
与
え
た
ス
コ
ラ
神
学
者
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ビ
ー
ル
に
も
及
ん
で
お
り
、
彼
の
思
想
形
成
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
神
秘
的
傾
向
は
ル
タ
ー
の
霊
性
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
た
と
え
ば
タ
ウ
ラ
ー
の
「
魂
の
根
底
」
が
ル
タ
ー
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

「霊
」
に
置
き
換
え
ら
れ
、
「
神
秘
主
義
の
民
衆
化
」
と
も
言
う
べ
き
現
象
を
も
た
ら
し
た
。

三
、
霊
性
の
機
能
と
身
体
に
よ
る
可
視
化

　こ
れ
ま
で
わ
た
し
は
霊
性
を
心
の
働
き
と
し
て
そ
の
作
用
を
把
握
す
る
よ
う
に
考
察
し
て
き
た
。
次
に
こ
の
機
能
の
こ
と
を
考
え
て
み

た
い
。
な
か
で
も
認
識
作
用
に
属
す
る
感
得
作
用
を
検
討
し
、
さ
ら
に
受
容
作
用
、
変
容
作
用
、
超
越
作
用
、
媒
介
作
用
を
解
明
し
て
き

たが
、
こ
こ
で
は
霊
の
創
造
作
用
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
身
体
を
通
し
て
の
霊
の
可
視
化
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。



　
（
一
）
霊
性
の
創
造
機
能
で
あ
る
愛
の
働
き
に
つ
い
て

　こ
の
愛
の
働
き
を
解
明
し
、
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
ル
タ
ー
の
名
著
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
を
取
り
上
げ
考
察
し
て
み
た
い
。

　こ
の
書
の
冒
頭
で
「
キ
リ
ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
立
つ
自
由
な
君
主
で
あ
っ
て
、
何
人
に
も
従
属
し
な
い
」
、
お
よ
び
「
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
ね

ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
に
奉
仕
す
る
僕
で
あ
っ
て
、
何
人
に
も
従
属
す
る
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
が
立
て
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間

が

「自
由
な
主
人
」
と
「
奉
仕
す
る
僕
」
と
い
う
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
矛
盾
を
「
内
的
な
信
仰
」

と
「
外
的
な
愛
の
行
為
」
と
に
分
け
て
論
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
は
前
者
に
よ
っ
て
神
か
ら
自
由
な
者
と
さ
れ
、
後
者
に
よ
っ
て
隣

人
に

仕え
る
者
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

　さ
ら
に
こ
の
書
で
は
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
事
態
を
説
明
し
て
神
秘
思
想
の
核
心
を
な
す
「
神
秘
的
な
合
一
」
（
巨
o
日
誘
け
同
o
p
）

を
「
花
婿
と
花
嫁
」
の
人
格
的
な
関
係
を
通
し
て
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
と

　　
「
信
仰
は
魂
を
し
て
、
あ
た
か
も
花
嫁
を
そ
の
花
婿
に
婆
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
と
一
つ
と
な
ら
し
め
る
（
＜
o
お
冒
幽
讐
）
。
こ
の
婚
姻
の

　
　結
果
と
し
て
、
聖
パ
ウ
ロ
が
言
う
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
と
魂
と
は
一
体
（
Φ
冒
一
Φ
旨
）
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
両
者
各
々
の
所

　
　有
も
幸
運
も
不
運
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
共
有
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
が
所
有
し
た
も
う
も
の
は
信
仰
あ
る
魂
の
も
の
と
な
り
、
魂
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

　
　
有
する
も
の
が
キ
リ
ス
ト
の
も
の
と
な
る
」
。

　こ
の
よ
う
な
神
秘
的
な
合
一
に
よ
っ
て
花
婿
と
花
嫁
と
が
結
ば
れ
る
よ
う
に
「
一
つ
と
な
る
」
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
キ
リ
ス
ト
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

魂
のあ
い
だ
で
授
受
の
関
係
が
生
ま
れ
「
喜
ば
し
い
交
換
」
が
実
現
す
る
。
そ
こ
に
は
信
仰
に
よ
る
人
格
的
な
合
一
と
受
容
の
作
用
が
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
霊
の
作
用
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
義
認
論
の
背
景
に
は
霊
性
の
作
用
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

宗
教
改革
を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



一
二

　
（
二
）
「
身
体
を
通
し
て
の
霊
の
可
視
化
」

　
ルタ
ー
は
キ
リ
ス
ト
者
が
「
自
由
な
主
人
」
と
「
奉
仕
す
る
僕
」
と
の
矛
盾
し
た
存
在
を
先
ず
「
内
的
な
信
仰
」
に
よ
っ
て
克
服
す
る

が
、
こ
の
書
物
の
終
わ
り
の
と
こ
ろ
で
、
自
由
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
者
の
内
実
を
説
き
明
か
す
。
彼
は
信
仰
に
よ
っ
て
神
か
ら
自
由
を
授

け
ら
れ
る
と
、
も
は
や
「
自
己
自
身
に
お
い
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
と
自
己
の
隣
人
と
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

お

い
て
は
信
仰
を
通
し
て
、
隣
人
に
お
い
て
は
愛
を
通
し
て
生
き
る
」
と
言
う
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
者
は
自
分
の
た
め
に
も
神
の
た
め

に
も
生
き
な
い
と
し
た
ら
、
す
べ
て
を
あ
げ
て
隣
人
の
た
め
に
生
き
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
自
由
と
は
結
局
「
自
己
自

身に
お
い
て
生
き
な
い
」
（
一
①
げ
け
巳
け
暮
団
彗
P
ω
Φ
一
び
）
よ
う
な
「
自
己
か
ら
の
自
由
」
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
な
し
に
は
「
信
仰
」
も
「
愛
」

も
な
く
、
た
だ
自
己
主
張
の
み
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。

　こ
う
し
て
信
仰
は
愛
の
わ
ざ
に
結
実
す
る
。
換
言
す
る
と
霊
は
身
体
の
運
動
を
通
し
て
可
視
化
さ
れ
る
。
今
日
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会

に

求め
ら
れ
て
い
る
最
大
の
使
命
は
「
霊
性
の
可
視
化
」
で
あ
る
。
見
え
な
い
霊
が
身
体
を
通
し
て
見
え
る
も
の
と
な
る
。
ル
タ
ー
は
先

の引
用
文
で
「
第
三
の
部
分
は
身
体
（
霞
噂
）
で
あ
り
、
四
肢
を
備
え
て
い
る
。
身
体
の
働
き
は
、
魂
が
認
識
し
、
霊
が
信
じ
る
も
の
に
し

た

が
っ

て

実行
し
適
用
す
る
に
あ
る
」
と
言
う
。
か
ら
だ
が
「
四
肢
」
（
日
Φ
暮
村
§
p
）
を
備
え
て
い
る
と
は
共
同
体
に
お
け
る
活
動
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

味
し
て
お
り
、
他
者
と
の
密
接
な
関
係
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
「
霊
」
は
共
同
体
に
関
わ
り
な
が
ら
、
自
己
の
生
命

を
可
視
化
す
る
。
パ
ウ
ロ
は
「
愛
の
実
践
を
伴
う
信
仰
こ
そ
大
切
で
す
」
（
ガ
ラ
テ
ヤ
五
・
六
）
と
語
っ
て
、
信
仰
が
人
間
的
な
愛
の
関
係

を
通
し
て
活
動
す
る
実
践
を
説
い
た
。
こ
れ
が
「
霊
と
身
体
」
を
も
つ
人
間
の
生
き
方
で
あ
る
。

　し
た
が
っ
て
パ
ウ
ロ
の
言
葉
「
自
分
の
利
益
を
求
め
な
い
」
と
い
う
愛
は
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
「
自
己
の
た
め
に
生
き
な
い
」
と
言
い
換

　
　
　
ま
り

え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
近
代
的
な
主
体
性
が
自
己
主
張
欲
に
変
質
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
世
俗
主
義
に
変
質
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

教を
社
会
か
ら
締
め
出
す
世
俗
化
現
象
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ルタ
ー
は
真
の
自
由
を
こ
の
よ
う
な
自
己
中
心
的
な
罪
の
主
体
か
ら
の
解
放
と
み
て
、
「
も
は
や
自
己
の
た
め
に
生
き
な
い
」
と
先
に

語
っ
た
の
で
あ
る
。
信
仰
は
こ
の
よ
う
な
自
己
中
心
的
な
自
己
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
己
を
超
え
て
高
く
飛
翔
し
、
神
に
ま
で
昇
り
、
さ
ら

に
そ
の
高
み
で
あ
る
神
か
ら
愛
に
も
と
つ
い
て
下
降
し
、
隣
人
の
あ
い
だ
で
働
く
た
め
、
キ
リ
ス
ト
者
は
他
者
と
の
共
同
の
生
を
志
す
実

践
的
主体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
自
由
を
彼
は
「
あ
た
か
も
天
が
高
く
地
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
、
高
く
あ
ら
ゆ
る
他
の
自
由
に
優
っ

　
　
　
　
ハ
お
　

て

い
る
自
由
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
力
の
満
ち
あ
ふ
れ
た
愛
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
自
由
の
高
み
か
ら
愛
が
低
い
と
こ
ろ
を
め
ざ

し
て
降
り
て
ゆ
く
落
差
こ
そ
信
仰
の
燃
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
り
、
こ
こ
に
新
し
い
創
造
的
な
形
成
力
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
霊
性
の

創
造
作用
に
こ
そ
今
日
を
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者
の
姿
が
求
め
ら
れ
る
。
宗
教
の
力
は
そ
の
生
命
力
に
求
め
ら
れ
る
。
信
仰
の
生
命
源
は
教

義よ
り
も
、
信
仰
す
る
心
の
深
部
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
改
革
者
の
教
説
よ
り
も
、
そ
の
霊
や
霊
性
に
求
め
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
化
で
き
な
い
た
め
、
非
明
示
的
で
あ
る
が
、
身
体
を
通
し
て
可
視
化
さ
れ
た
も
の
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
と
は
神
と
の
霊
的
情
愛
の
結
合
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
神
に
つ
い

（1
）
　
わ
た
し
は
ル
タ
ー
の
教
義
神
学
の
根
底
に
、
あ
る
い
は
そ
の
背
景
　
　
　
　
　
て
の
実
験
的
認
識
（
o
o
ひ
q
昌
三
〇
Φ
×
娼
Φ
ユ
ヨ
①
ロ
け
p
一
凶
ω
）
で
あ
る
」
（
O
Φ
殴
－

　
　
に
霊
性
神
学
が
伴
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
一
般
に
そ
　
　
　
　
ω
o
P
b
恥
唖
§
あ
§
§
§
譜
貴
Φ
P
ぎ
酔
Φ
O
o
日
げ
Φ
ρ
H
8
。
。
矯
，

　

れ
は
ル
タ
i
自
身
言
葉
「
教
義
学
的
で
な
い
実
験
的
な
知
恵
」
　
　
　
　
　
謡
）
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　　
（
ω
巷
凶
窪
菖
僧
Φ
×
同
o
ユ
日
o
暮
9
房
昌
8
山
0
9
「
ぎ
巴
凶
ρ
≦
諺
H
ど
り
鈴
）
　
　
　
（
2
）
　
こ
の
一
般
に
は
「
塔
の
体
験
」
と
言
わ
れ
る
「
神
の
義
」
の
宗
教

　
　
に
も
と
つ
い
て
「
神
秘
神
学
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
今
日
　
　
　
　
改
革
的
認
識
を
＝
点
突
破
」
と
し
て
理
解
す
る
研
究
者
が
多
く
い

　
　
で
は
も
っ
と
広
汎
な
意
味
で
霊
性
神
学
と
し
て
解
明
さ
れ
る
よ
う
に
　
　
　
　
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
宗
教
改
革
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
な
っ
た
。
こ
の
定
義
は
ジ
ェ
ル
ソ
ン
の
神
秘
神
学
の
定
義
「
神
秘
神
　
　
　
　
オ
ー
バ
ー
マ
ン
『
二
つ
の
宗
教
改
革
』
教
文
館
、
第
二
章
と
第
六
章

宗
教
改
革を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
詳
し
い
説
明
は
金
子
晴
勇
『
エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
間
学
』
知
泉
書
館
、

（3
）
　
ル
タ
ー
の
説
教
の
特
徴
に
関
し
て
は
植
田
兼
義
、
金
子
晴
勇
訳
『
ル
　
　
　
　
ニ
○
＝
年
、
九
二
ー
九
六
頁
参
照
。

　　
タ
ー
教
会
暦
説
教
集
』
教
文
館
、
二
〇
一
一
年
所
収
の
「
福
音
書
に
　
　
（
1
0
）
華
゜
8
誤
P
b
。
°
。
塗
こ
の
箇
所
の
詳
し
い
説
明
は
金
子
晴
勇
『
ル

　
　
何
を
求
め
、
何
を
期
待
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
小
論
」
一
四
－
二
一
　
　
　
　
　
タ
ー
と
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
』
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
一
－
九

　
　
頁
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
頁
参
照
。

（4
）
　
教
育
改
革
の
全
体
的
概
観
に
関
し
て
は
金
子
晴
勇
『
教
育
改
革
者
　
　
（
1
1
）
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
久
米
あ
つ
み
訳
「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
論
争
文
書
集
」
『
プ
シ

　　
ル
タ
ー
』
教
文
館
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
パ
ニ
キ
ア
』
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
五
一
、
五
四
、
八
〇
頁
。

（5
）
　
こ
の
問
題
を
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
・
ニ
ー
バ
ー
が
取
り
上
げ
て
い
　
　
　
　
詳
し
く
は
金
子
晴
勇
『
キ
リ
ス
ト
教
霊
性
思
想
史
』
教
文
館
、
二
〇

　　
る
。
彼
の
著
作
高
橋
義
文
・
柳
田
洋
夫
訳
『
人
間
の
運
命
』
聖
学
院
　
　
　
　
　
一
二
年
、
二
九
四
－
九
五
頁
を
参
照
。

　
　
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
一
九
二
ー
二
〇
二
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
国
じ
b
d
蝉
ロ
日
Φ
お
ミ
ミ
蕊
○
ミ
ミ
§
冴
ミ
ミ
鍔
慰
§
§
。
愚
き

（6
）
　
世
俗
化
と
は
神
聖
な
も
の
が
世
俗
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
現
象
で
　
　
　
　
H
ミ
゜
。
も
゜
9
ω
゜
こ
の
円
錐
の
上
部
を
切
り
捨
て
た
二
〇
世
紀
の
時
代

　
　
あ
り
、
た
と
え
ば
修
道
院
の
建
物
は
以
前
と
変
わ
ら
ず
、
僧
房
、
食
　
　
　
　
思
潮
の
特
徴
は
バ
ウ
ア
ー
に
よ
る
と
「
喪
失
感
」
「
超
越
性
の
存
在
へ

　
　
堂
、
礼
拝
堂
の
形
を
残
し
な
が
ら
、
美
術
館
や
学
問
所
究
所
、
ま
た
　
　
　
　
の
信
仰
の
喪
失
」
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
「
喪
失
感
」
は
、
実
存
主

　
　
政
党
の
事
務
所
と
し
て
使
わ
れ
た
。
詳
し
く
は
金
子
晴
勇
『
近
代
人
　
　
　
　
義
文
学
の
中
に
随
所
に
見
ら
れ
、
や
が
て
「
不
条
理
」
（
餌
げ
ω
ロ
a
）
「
疎

　　
の
宿
命
と
キ
リ
ス
ト
教
－
世
俗
化
の
人
間
学
的
考
察
』
聖
学
院
大
　
　
　
　
外
」
（
巴
δ
墨
け
凶
o
口
）
「
不
安
」
（
雪
置
Φ
蔓
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
金

　
　
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
晴
勇
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
間
学
の
歴
史
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
八
年
、

（7
）
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
と
資
本
　
　
　
　
　
一
八
八
－
八
九
頁
参
照
。

　
　
主
義
の
精
神
』
岩
波
文
庫
、
三
六
四
－
六
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
総
じ
て
信
仰
概
念
に
は
「
信
仰
対
象
の
承
認
」
（
た
と
え
ば
創
造
・

（8
）
　
こ
れ
ら
の
点
を
要
約
し
て
説
明
し
て
お
い
た
の
で
、
拙
著
『
キ
リ
　
　
　
　
受
肉
・
受
難
・
復
活
・
完
成
に
お
け
る
神
の
行
為
に
つ
い
て
の
承
認
）

　　
ス
ト
教
人
間
学
入
門
』
教
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
四
五
－
四
七
、
六
　
　
　
　
と
「
信
頼
と
し
て
の
信
仰
」
（
神
に
対
す
る
心
の
態
度
、
神
と
の
親
密

　　
三
－
六
六
、
七
九
－
八
一
、
八
八
、
一
〇
ニ
ー
一
〇
三
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
な
交
わ
り
）
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
前
者
は

（9
）
　
エ
ラ
ス
ム
ス
、
金
子
晴
勇
訳
『
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
』
、
『
エ
ラ
ス
　
　
　
　
h
達
Φ
ω
ρ
爵
o
o
お
島
窪
居
と
い
わ
れ
る
信
仰
の
客
観
的
側
面
を
、
後
者

　　
ム
ス
神
学
著
作
集
』
教
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
五
七
頁
。
こ
の
箇
所
　
　
　
　
は
暁
置
Φ
ω
ρ
轟
臼
ω
臼
け
霞
と
い
わ
れ
る
信
仰
の
主
体
的
側
面
を
言
い



　
　
表し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
者
が
教
義
神
学
を
後
者
が
霊
性
神
学
を
　
　
　
（
1
7
）
　
い
ロ
匪
①
お
毒
゜
8
b
。
O
歯
H
．

　
　
指す
。
も
ち
ろ
ん
後
者
は
前
者
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
　
　
（
1
8
）
　
い
ロ
昏
Φ
が
o
や
9
け
‘
b
。
伊
卜
。
マ
ω
ω
゜

　
　
後
者
の

基礎
で
あ
る
が
、
神
秘
主
義
の
信
仰
に
お
い
て
は
前
者
か
ら
　
　
　
（
1
9
）
　
こ
の
「
交
換
」
（
o
o
日
日
暮
p
寓
o
）
に
は
「
欣
喜
雀
躍
、
小
躍
り
」

　
　
分離
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
後
者
の
神
と
の
生
け
る
関
わ
り
に
集
　
　
　
　
　
（
⇔
び
臼
ω
o
げ
≦
Φ
口
σ
q
一
同
o
算
Φ
団
け
）
と
い
う
法
悦
の
境
地
が
含
ま
れ
て
い

　
　
中
し
、
神
秘
的
経
験
の
な
か
に
新
し
い
啓
示
が
求
め
ら
れ
る
と
き
は
、
　
　
　
　
る
。
ま
た
そ
の
内
容
が
「
善
い
高
貴
な
花
婿
」
と
「
悪
い
娼
婦
な
る

　
　
実
際
、
歴
史
的
啓
示
の
事
実
は
内
面
化
さ
れ
て
お
り
、
意
識
の
内
に
　
　
　
　
花
嫁
」
の
よ
う
に
、
両
者
の
対
応
が
「
義
人
と
罪
人
」
の
よ
う
に
正

　　
取
り
入
れ
ら
れ
高
め
ら
れ
た
形
で
保
た
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
反
対
の
ゆ
え
に
「
逆
対
応
」
と
か
、
「
罪
の
増
し
た
と
こ
ろ
に
は
恵
み

（1
4
）
　
こ
の
神
秘
神
学
は
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
「
花
嫁
神
秘
　
　
　
　
は
な
お
い
っ
そ
う
満
ち
あ
ふ
れ
る
」
（
ロ
ー
マ
五
・
＝
一
）
と
あ
る
よ

　
　
主
義
」
の
受
容
と
な
り
、
最
終
的
に
は
「
ド
イ
ツ
語
ル
タ
ー
全
集
」
　
　
　
　
　
う
に
「
超
過
の
論
理
」
が
認
め
ら
れ
る
。

　　
の
「
序
文
」
に
表
明
さ
れ
た
「
神
学
的
方
法
H
o
田
け
同
P
岩
Φ
島
富
け
団
P
　
　
（
2
0
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
の
霊
性
思
想
』
教
文
館
、

　
　
電
暮
p
け
δ
」
に
結
実
す
る
。
詳
し
く
は
金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
　
　
　
　
ニ
0
0
九
年
、
第
六
章
「
義
認
論
に
お
け
る
霊
性
の
意
義
」
一
五
七

　
　
神
秘
主
義
』
（
前
出
）
四
五
－
五
二
、
三
〇
七
－
三
一
一
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
1
一
八
二
頁
参
照
。

（1
5
）
　
ル
タ
ー
に
よ
る
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス
に
対
す
　
　
　
（
2
1
）
　
い
自
些
Φ
が
o
O
°
9
r
b
。
ド
H
誌
゜

　　
る
批
判
が
激
烈
で
あ
っ
た
た
め
、
神
秘
主
義
と
信
仰
義
認
と
は
相
容
　
　
　
（
2
2
）
　
こ
の
こ
と
は
今
日
で
は
ケ
ー
ゼ
マ
ン
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

　　
れ
な
い
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
が
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
（
佐
竹
・
梅
本
訳
『
パ
ウ
ロ
神
学
の
核
心
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
〇

　
　
ザ
ン
ク
以
来
ル
タ
ー
に
流
入
し
た
神
秘
主
義
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
　
　
　
　
年
、
四
一
頁
参
照
）
。

　
　
な
り
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
や
タ
ウ
ラ
ー
、
ま
た
著
者
不
明
の
『
ド
　
　
　
（
2
3
）
　
こ
の
観
点
か
ら
ル
タ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
伝
統
と
な
っ

　
　
イ
ツ
神
学
』
が
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
　
　
　
　
た
「
愛
の
秩
序
」
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
金
子
晴
勇
『
愛
の

　　
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
金
子
晴
勇
、
前
掲
書
、
第
一
章
、
と
　
　
　
　
思
想
史
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
六
1
一
八
六
頁
参
照
）
。

　
　
り
わ
け
「
神
秘
主
義
の
類
型
的
区
別
」
三
一
ー
三
三
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
こ
こ
で
い
う
「
変
質
」
と
は
歴
史
的
な
風
化
作
用
で
あ
っ
て
、
同

（1
6
）
　
国
゜
鋭
O
げ
㊤
日
田
戸
§
恥
冬
遷
§
ミ
さ
ミ
ミ
ミ
§
8
喧
噂
　
　
　
　
様
に
「
自
由
」
が
「
恣
意
」
（
好
き
勝
手
）
に
、
「
個
人
主
義
」
が
「
個

　
　
H
㊤
①
b
。
も
゜
ω
蔭
凝
金
子
晴
勇
、
前
掲
書
、
五
、
一
〇
四
、
一
＝
二
頁
参
　
　
　
　
我
主
義
」
（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
）
に
、
「
勤
勉
」
が
点
取
り
虫
の
「
貧
欲
」

　
　
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
る
よ
う
に
、
労
働
を
支
え
て
い
た
「
宗
教
的
な
精
神
」
が
内
実

宗
教
改
革
を
再
考
す
る
ー
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
視
点
か
ら
ー
（
金
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



＝
ハ

を
失
っ
て
「
亡
霊
」
に
変
質
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
に
　
　
　
　
的
作
用
に
ふ
さ
わ
し
い
財
を
も
つ
か
、
そ
れ
と
も
偶
像
を
も
つ
か
、

「
世
俗化
」
は
、
当
初
、
世
俗
の
中
で
信
仰
が
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
　
　
　
　
と
い
う
選
択
だ
け
で
あ
る
」
（
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
亀
井
裕
他

て起
こ
っ
た
。
そ
こ
に
は
世
俗
化
の
肯
定
的
意
味
が
あ
っ
た
。
し
か
　
　
　
　
訳
『
人
間
に
お
け
る
永
遠
な
も
の
　
下
巻
』
「
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
」

し
世
俗
化
が
過
度
に
進
む
と
、
人
間
が
信
仰
を
喪
失
し
て
俗
物
化
し
、
　
　
　
　
所
収
、
白
水
社
、
一
九
七
八
年
、
二
八
一
頁
）
。
同
じ
よ
う
に
ル
タ
i

拝
金
主
義
や

仕事
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
ま
た
快
楽
主
義
が
は
び
　
　
　
　
も
考
え
て
お
り
、
わ
た
し
た
ち
の
霊
は
神
か
そ
れ
と
も
悪
魔
か
が
支

こ
っ
て
、
「
世
俗
主
義
」
に
ま
で
変
質
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
世
俗
　
　
　
　
配
し
て
お
り
、
人
間
は
そ
の
荷
役
獣
に
過
ぎ
な
い
（
課
H
°
。
る
出
目

化は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
「
子
ど
も
」
で
あ
っ
た
の
に
、
　
　
　
　
○
い
ρ
H
b
。
9
b
。
G
。
幽
G
。
）
。

歴
史
の

プ
ロ

セ

ス

の中
で
今
や
産
み
の
親
と
は
全
く
異
質
な
「
鬼
子
」
　
　
　
（
2
5
）
　
罎
．
U
信
昏
Φ
が
o
や
o
搾
讐
ω
゜
。
”
O
°

に
ま
で
変
質
し
、
親
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
公
然
と
反
抗
す
る
も
の

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
付
記
〕
本
稿
は
二
〇
一
七
年
七
月
二
十
九
日
、
東
北
学
院
大
学
に
お
い
て

　こ
の
よ
う
な
変
質
に
は
「
偶
像
化
」
が
働
い
て
い
る
。
と
い
う
の
　
　
　
　
　
な
さ
れ
た
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
記
念
講
演
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ

も
真
の
神
が
わ
た
し
た
ち
の
霊
を
導
き
、
平
和
と
秩
序
に
導
か
な
い
　
　
　
　
　
る
。

かぎ
り
、
悪
霊
が
わ
た
し
た
ち
の
霊
を
支
配
し
、
偶
像
と
な
っ
て
わ

た
し
た
ち
の
生
活
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
は
こ
の

霊を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
永
遠
者
へ
と
引
き
寄
せ

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
的
な
作
用
を
満
た
す
も
の
は
永
遠
な
る
神

であ
り
、
そ
こ
に
間
違
っ
て
有
限
な
も
の
が
闘
入
す
る
と
、
そ
れ
は

「偶像
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
言
っ
て
「
有
限
的
な
財
」

に

絶
対
的
な

信頼
を
寄
せ
る
と
、
「
財
の
偶
像
化
」
が
起
こ
り
、
「
人

間
は
自
分
の
作
っ
た
偶
像
に
魔
法
に
か
か
っ
た
よ
う
に
縛
り
つ
け
ら

れ
、
そ
れ
を
〈
あ
た
か
も
〉
神
で
あ
る
か
の
ご
と
く
も
て
な
す
。
こ

のよ
う
な
財
を
も
つ
か
も
た
ぬ
か
と
い
う
選
択
は
成
り
立
た
な
い
。

成り
立
つ
の
は
た
だ
、
自
分
の
絶
対
領
域
に
神
を
、
す
な
わ
ち
宗
教


