
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
　
　
　
　
さ
て
、
こ
の
概
念
を
実
践
理
性
の
客
体
に
適
用
し
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
神
義
論
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
徳
的
原
則
は
．
」
の
概
念
を
た
だ
最
高
の
完
全
性
を
備
、
κ
た
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

界創
始
者
の
前
提
の
も
と
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
と
い

　　　　　　　　　　　　　　　南

　
塑
朗
　
雛
鎌
讐
魏
嚢
籠
馨
纏
鷺
蛸
娩

　
　は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
術
鍵
底
に
い
た
る
ま
で
私
の
ふ
る
ま
い
を
認
識
す
る
た
め

ー
カ
ン
ト
宗
教
哲
学
に
お
け
る
最
暮
と
神
－
　
泣
渥
響
舞
離
譲
麟
舞
謎
縫
駿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　徳
と
幸
福
の
一
致
と
し
て
の
最
高
善
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
に
正
し
　
　
　
　
い
。
同
様
に
遍
在
、
永
遠
な
ど
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い者
、
幸
福
に
値
す
る
者
が
実
際
に
幸
福
を
享
受
す
る
と
い
う
事
態
　
　
　
　
（
＜
H
お
）

が
生じ
る
た
め
に
は
、
神
が
存
在
す
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
i
。
　
　
　
こ
う
し
て
世
界
創
始
者
と
し
て
の
神
は
、
同
時
に
全
知
全
能
の
善

こ
う
し
て
、
形
而
上
学
の
対
象
で
あ
り
、
理
論
理
性
に
よ
っ
て
は
到
　
　
な
る
神
、
ま
た
『
宗
教
論
』
（
一
七
九
三
年
）
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
世

達
不
可能
と
さ
れ
た
神
の
現
存
在
が
実
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
　
　
界
を
統
治
す
る
「
世
界
支
配
者
（
ぐ
『
Φ
一
色
F
①
N
H
ω
O
げ
①
同
）
」
（
＜
H
H
°
。
㊤
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

れ
、
そ
の
客
観
的
実
在
性
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
よ
　
　
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

う
な
諸
概
念
と
そ
の
論
理
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
宗
教
哲
　
　
　
し
か
し
、
と
り
わ
け
現
代
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
て

学に
お
け
る
神
の
概
念
が
そ
の
現
存
在
と
と
も
に
導
出
さ
れ
た
の
で
　
　
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
全
知
全
能
の
善
な
る
世
界
支
配
者

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
最
高
善
と
い
う
基
盤
か
ら
得
ら
れ
る
カ
　
　
と
い
う
神
概
念
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
自
身
の
母
親

ン
ト
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
は
、
そ
の
最
高
善
を
実
現
す
る
た
め
の
　
　
を
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
で
失
っ
た
と
い
う
ハ
ン
ス
・
ヨ

す
べ
て
の
能
力
を
保
持
す
る
完
全
な
存
在
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
ナ
ス
（
国
内
口
ω
臼
O
口
四
ω
）
は
、
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
神
概
念

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
（
一
七
入
入
年
）
　
　
ー
ユ
ダ
ヤ
の
声
」
の
申
で
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
神
概
念
に
対
し

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
五



一
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

て
、
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ナ
ス
に
よ
る
と
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
、
神
と
い
う
も
の
が

　神
義
論
的
な
問
題
設
定
を
行
う
申
で
、
ヨ
ナ
ス
は
神
の
属
性
と
し
　
　
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
無
力
な
神
、
す
な
わ
ち
ア
ウ
シ
ュ

て

「絶
対
的
な
善
」
「
絶
対
的
な
力
」
「
理
解
可
能
性
」
の
三
つ
を
挙
　
　
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
よ
う
な
惨
事
を
止
め
る
権
能
を
持
た
な
い
神
で
し
か
あ

げ
、
そ
の
う
ち
二
つ
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
よ
う
と
も
、
一
つ
を
　
　
り
え
ず
、
神
は
自
ら
の
善
な
る
意
志
に
基
づ
い
て
世
界
を
統
治
す
る

排
除
せね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ナ
　
　
カ
を
持
た
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

ス
に
よ
る
と
、
絶
対
的
な
善
（
完
全
な
善
性
）
と
絶
対
的
な
力
（
全
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
が
提
示
す
る
神
は
、
ヨ
ナ
ス
が
挙
げ
た

能
性
）
の
二
つ
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
可
能
性
を
放
棄
し
、
　
　
神
の
属
性
の
う
ち
「
絶
対
的
な
善
」
と
「
絶
対
的
な
力
」
の
双
方
を

人間
に
と
っ
て
神
を
ま
っ
た
く
未
知
の
存
在
者
に
す
る
べ
き
で
は
な
　
　
保
持
す
る
全
知
全
能
の
善
な
る
存
在
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な

く
、
私
た
ち
人
間
は
理
解
可
能
性
と
い
う
第
三
の
神
の
属
性
を
堅
持
　
　
ら
ば
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
災
禍
の
存
在
と
い
う
圧
倒
的
な
現

せね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
的
に
神
を
思
惟
す
る
場
合
　
　
実
の
前
で
、
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
神
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
い
か

に
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
神
の
属
性
に
つ
い
て
完
全
な
善
性
を
放
棄
　
　
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
。
伝
統
的
に
神
義
論
と
い
う
形
態
で
問
わ

す
る
か
、
あ
る
い
は
全
能
性
を
放
棄
す
る
か
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
　
　
れ
て
き
た
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
解
答
を
与
え
る
に
せ
よ
、
カ
ン

う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
宗
教
哲
学
を
評
価
し
、
そ
の
是
非
を
問
お
う
と
す
る
者
は
、
少
な

　
ヨ
ナ
ス
の
選
択
は
後
者
、
す
な
わ
ち
神
の
全
能
性
と
い
う
前
提
の
　
　
く
と
も
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が
神
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の

放棄
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
悲
惨
な
現
実
を
強
　
　
よ
う
な
事
態
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
い
か
な
る
仕
方

く
受
け
止
め
つ
つ
、
神
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
で
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

　
　し
か
し
、
救
い
の
奇
跡
は
生
じ
な
か
っ
た
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
　
　
　
本
稿
で
は
カ
ン
ト
が
神
義
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ

　
　ツ
が
猛
威
を
奮
っ
た
数
年
の
問
、
神
は
黙
っ
て
い
た
。
〔
申
略
〕
　
　
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
解
答
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
カ
ン

　
　そ
れ
ゆ
え
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
神
は
そ
　
　
ト
の
宗
教
哲
学
（
以
下
、
最
高
善
か
ら
神
の
現
存
在
の
要
請
へ
と
至

　
　
れを
欲
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
　
　
る
一
連
の
議
論
を
「
要
請
論
」
と
呼
ぶ
）
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
レ

　
　
か
っ
た
か
ら
、
介
入
し
な
か
っ
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ



の問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
ま
ず
神
義
論
そ
れ
　
　
　
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
従
来
の
神
義
論
は
「
教
義
的
（
q
8
貯
ぎ
巴
）
」

自
体
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
を
彼
の
ヨ
ブ
記
解
釈
か
ら
明
ら
か
に
　
　
（
く
口
b
。
罐
）
な
神
義
論
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
「
こ
れ
ま

す
る
（
一
）
。
そ
し
て
次
に
、
カ
ン
ト
の
要
請
論
が
そ
の
よ
う
な
神
義
　
　
で
の
あ
ら
ゆ
る
神
義
論
は
そ
れ
が
約
束
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の

論的
問
題
に
対
す
る
解
答
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
確
　
　
世
界
に
対
す
る
経
験
が
認
識
さ
せ
る
も
の
か
ら
生
じ
た
疑
い
に
対
し

認し
（
二
）
、
カ
ン
ト
の
要
請
論
が
具
体
的
に
悪
や
不
正
の
問
題
を
ど
　
　
て
、
〔
神
の
〕
世
界
支
配
に
お
け
る
道
徳
的
な
賢
明
さ
を
弁
護
す
る
と

のよ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
（
三
）
、
ま
た
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
　
　
い
う
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
い
な
い
」
（
＜
口
b
。
O
ω
）
と
い
う
こ
と
は
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

問
題
点
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
四
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
　
　
か
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
「
私
た
ち
の
理
性
に
は
、
私
た
ち
が
常

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

踏ま
え
、
最
後
に
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
が
そ
の
う
ち
に
含
み
持
つ
実
　
　
に
経
験
に
よ
っ
て
知
り
う
る
世
界
が
最
高
の
賢
明
さ
と
も
つ
関
係
を

存的
な
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
結
び
に
か
え
て
）
。
　
　
　
　
　
　
洞
察
す
る
能
力
は
ま
っ
た
く
な
い
」
（
＜
口
b
。
O
°
。
）
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
え
こ
れ
ま
で
の
神
義
論
の
失
敗
は
す
べ
て
人
間
の
認
識
能
力
の
有

　　
；
ブ
記
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
暴
　
　
繋
協
る
い
は
人
間
の
認
識
能
力
の
範
囲
を
誤
解
し
た
．
．
と
に
起

　ま
ず
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
が
神
義
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
神
義
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
立
場
は
「
確
証
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
水
野
の
解
釈
を
参
照
し
つ
　
　
（
簿
q
夢
Φ
口
鼠
ω
O
げ
）
」
な
神
義
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
旧

　
　
　
　
ハ
　
　

つ
確
認す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
聖
書
の
ヨ
ブ
記
を
一
つ
の
比
喩
的
表
現
と
し
て
利
用
し
つ
つ
説
明

　カ
ン
ト
が
神
義
論
に
つ
い
て
直
接
的
に
言
及
し
て
い
る
の
は
『
神
　
　
を
試
み
る
。
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
は
一
様
に
神
の
正
義
を
主
張
し
、
そ

義
論
のあ
ら
ゆ
る
哲
学
的
試
み
の
失
敗
に
つ
い
て
』
（
9
ミ
翁
　
　
れ
ゆ
え
に
ヨ
ブ
に
降
り
か
か
っ
た
災
厄
は
ヨ
ブ
の
罪
が
原
因
で
あ
る

§
職
ミ
謡
　
ミ
、
ミ
　
暮
職
身
愚
ミ
魯
魯
§
　
寄
越
§
富
　
ミ
　
§
、
　
と
断
じ
る
が
、
こ
れ
は
従
来
の
教
義
的
神
義
論
の
態
度
に
ほ
か
な
ら

§
§
ミ
N
舞
嵩
申
）
で
あ
る
が
、
こ
の
小
著
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
従
　
　
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ブ
は
自
己
の
潔
白
を
主
張
し
続
け
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

来
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
神
義
論
の
最
善
観
を
拒
否
し
つ
つ
も
、
独
自
　
　
ら
を
欺
く
こ
と
な
く
、
自
ら
の
思
い
を
激
情
的
で
は
あ
る
が
、
し
か

の

仕方
で
神
義
論
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
誠
実
に
語
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ヨ
ブ
の
態
度
が
確
証
的
神
義

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



一
二

八

論
の
そ
れ
で
あ
り
、
ヨ
ブ
は
自
ら
の
身
に
降
り
か
か
っ
た
悪
（
不
正
）
　
　
　
　
ず
告
白
す
る
誠
実
さ
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
と
り

の

事
実を
誰
弁
的
に
否
定
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
し
か
し
同
時
に
神
の
　
　
　
　
わ
け
神
の
前
で
（
こ
の
場
合
、
こ
の
計
略
は
そ
も
そ
も
ば
か
げ

義
へ
の
信
仰
を
捨
て
去
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
そ
の
引
き
裂
か
れ
た
　
　
　
　
た
も
の
で
あ
る
が
）
確
信
を
装
う
こ
と
へ
の
嫌
悪
、
こ
れ
ら
の

状
態
の真
っ
只
中
で
神
に
対
し
て
叫
び
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
性
質
が
宗
教
的
へ
つ
ら
い
よ
り
も
ヨ
ブ
の
人
格
の
申
に
あ
る
誠

カ
ン
ト
は
こ
の
ヨ
ブ
記
の
解
釈
を
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
　
　
　
　
実
な
人
間
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
神
の
判
決
に
お
い
て

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
決
し
た
の
で
あ
る
。
（
＜
目
“
。
O
O
I
b
◎
①
刈
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　ヨ
ブ
は
自
分
自
身
の
誠
実
さ
を
自
覚
し
て
い
る
た
め
傲
慢
に
で
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
独
自
の
ヨ
ブ
記
解
釈
を
通
じ
て
、
従

　
　は
な
い
が
、
た
だ
愚
か
に
彼
に
と
っ
て
は
高
す
ぎ
る
事
柄
、
彼
　
　
来
型
の
教
義
的
神
義
論
の
誰
弁
的
な
自
己
欺
隔
を
批
判
し
、
悪
の
現

　
　
が
理解
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
論
難
し
た
こ
と
を
告
白
す
る
　
　
実
に
目
を
背
け
る
こ
と
も
せ
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
神
の
義
を
手
放

　
　
のに
対
し
て
、
神
は
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
に
対
し
て
断
罪
判
決
を
　
　
す
こ
と
も
な
い
ヨ
ブ
の
態
度
に
道
徳
的
価
値
を
み
い
だ
す
。
こ
の
こ

　
　
下す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
神
の
僕
ヨ
ブ
ほ
ど
に
善
く
（
良
心
　
　
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ヨ
ブ
は
「
自
己
の
道
徳
性
を
信
仰
に
基

　
　的
で
あ
る
こ
と
に
し
た
が
っ
て
）
神
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
　
　
礎
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
を
道
徳
性
に
基
礎
づ
け
た
」
（
＜
H
日
Φ
刈
）

　
　
から
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
主
張
す
る
理
　
　
の
で
あ
り
、
道
徳
を
そ
の
基
礎
と
し
て
、
あ
る
べ
き
神
の
姿
と
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

　
　
論を
み
る
と
、
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
の
ほ
う
が
む
し
ろ
よ
り
思
弁
　
　
の
状
態
に
対
し
て
訴
え
と
要
求
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　的
理
性
と
よ
り
敬
度
な
へ
り
く
だ
り
の
外
観
を
伴
っ
て
い
る
か

禦
撫
繋
讐
郵
縫
則
靴
諏
3
繍
畿
　
二
神
藷
に
対
す
る
カ
ン
ト
的
解
管
し
て
の
要
請
論

　
　集
会
、
あ
る
い
は
現
代
の
ど
の
高
等
宗
務
院
（
た
っ
た
一
つ
を
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
自
ら
を
欺
く
こ
と
な
く
誠
実
に
神
と

　
　
除く
）
の
前
で
も
、
ひ
ど
い
運
命
を
経
験
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
　
　
そ
の
義
を
問
い
続
け
る
と
い
う
ヨ
ブ
の
姿
勢
に
道
徳
的
・
宗
教
的
価

　
　
れゆ
え
、
洞
察
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
　
　
値
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
は
別
の
と
こ
ろ
で
こ

　
　
心
の

誠実
さ
だ
け
が
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
疑
い
を
包
み
隠
さ
　
　
の
ヨ
ブ
の
問
い
に
対
し
て
あ
る
種
の
解
答
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な



わち
、
最
高
善
が
可
能
と
な
る
た
め
に
全
知
全
能
の
善
な
る
神
が
存
　
　
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
世
界
に
最
高
善
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ

在す
る
と
い
う
あ
の
要
請
論
は
、
神
義
論
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
　
　
る
」
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
「
そ
の
よ
う
な
最
高
善
を
実
現
可
能
な
全
知

し
て
の
性
質
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
野
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
　
　
全
能
の
善
な
る
神
が
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
ほ
か

最善
観
に
つ
い
て
の
解
釈
と
関
連
さ
せ
つ
つ
、
要
請
論
の
解
釈
に
関
　
　
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
よ
う
な
特
殊
な
性
格
を
先
鋭
化
し

し
て
以
下
の
よ
う
な
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
持
ち
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
神
義
論
一
切
を
拒
否
す
る

　
　
　
だ

が
既に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
最
善
観
は
、
　
　
よ
う
な
カ
ン
ト
の
神
義
論
は
、
確
か
に
通
常
の
意
味
で
の
神
義
論
と

　
　
未来
に
生
じ
る
事
柄
も
含
め
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
　
　
は
非
常
に
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
問
い
に
対
す
る
答
え
の

　
　の
、
人
間
に
は
未
知
の
部
分
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
最
善
観
の
規
　
　
視
点
や
位
相
が
、
従
来
の
そ
れ
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で

　
　範
的
・
実
践
的
側
面
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
理
解
し
う
る
の
で
　
　
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
理
性
、
お
よ
び
道
徳
法
則
と
い
う
理
性
の

　
　あ
っ
た
。
従
っ
て
、
す
べ
て
が
予
定
さ
れ
て
い
る
神
の
立
場
か
　
　
事
実
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
最
高
善
と
い
う
概
念
に
し
た
が
っ
て
思

　
　ら
未
来
も
含
め
て
言
わ
れ
た
も
の
と
し
て
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
　
　
考
す
る
場
合
、
全
知
全
能
の
善
な
る
神
の
現
存
在
を
想
定
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の

独断
的
テ
ー
ゼ
「
世
界
は
最
善
で
あ
る
」
を
、
時
間
的
存
在
　
　
ば
な
ら
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
「
神
（
昏
Φ
o
°
噂
）
」
の
「
義

　
　
であ
る
人
間
の
視
点
で
再
解
釈
す
れ
ば
「
世
界
は
最
善
と
な
る
　
　
（
陛
冨
）
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
な
お
も
神
義
論

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
べき
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
的
テ
ー
ゼ
に
言
い
換
え
可
能
で
あ
　
　
的
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
か
な
り
特
殊
な
視
点
に
限
定
し
な
が
ら
神
の

　
　る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
後
者
を
わ
れ
わ
れ
は
「
実
践
的
オ
ブ
　
　
義
を
論
じ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
神
と
そ
の
現
存
在
へ
の
信
仰
可
能

　
　
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
と
名
付
け
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
命
題
は
「
世
　
　
性
を
語
っ
て
い
る
。

　
　界
に
最
高
善
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
と
同
じ
　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
要
請
論
と
そ
の
神
概
念
は
、
従

　
　
であ
り
、
そ
れ
は
他
で
も
な
い
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の
テ
ー
ゼ
で
　
　
来
の
教
義
的
神
義
論
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
区
別
さ
れ

　
　
　
ハ
け
　

　
　あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
稿
の
冒
頭
で
み
た
ヨ
ナ
ス
の
神
概
念

　
以

上
のこ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
要
請
論
は
「
世
　
　
な
ど
、
神
概
念
に
関
す
る
そ
の
他
の
可
能
性
の
一
切
が
こ
れ
に
よ
っ

界
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
人
間
の
視
点
か
ら
徹
頭
徹
尾
問
　
　
て
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ヨ
ブ
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
評
価
や
要

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



＝
二
〇

欝
蟻
議
雛
繕
榊
醐
灘
　
三
離
雛
の
の
膨
嚢
－
L
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
　

徳的
苦
悩
と
切
実
さ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
　
　
　
本
稿
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
最

し
、
道
徳
的
苦
悩
と
切
実
さ
と
い
う
点
で
い
う
な
ら
ば
、
ヨ
ナ
ス
の
　
　
高
善
に
反
す
る
現
実
が
存
在
す
る
と
い
う
紛
れ
も
な
い
事
実
は
、
最

神
概
念
も
お
そ
ら
く
同
程
度
の
も
の
を
有
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
　
　
高
善
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
全
知
全
能
の
善
な
る
神
と
そ
の
現
存

の

論
理
の内
部
に
矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
ヨ
ナ
ス
の
議
論
の
土
俵
で
　
　
在
へ
と
導
こ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
要
請
論
に
と
っ
て
は
反
証
例
と
し

考え
る
な
ら
、
む
し
ろ
三
つ
の
前
提
を
す
べ
て
保
持
し
よ
う
と
す
る
　
　
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
容
認
し
て
し
ま
う
と
要
請
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
リ

カ
ン
ト
の
要
請
論
の
側
に
矛
盾
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
　
　
そ
れ
に
基
づ
く
人
間
の
信
仰
を
無
に
帰
す
る
ほ
ど
の
効
力
を
持
っ
て

ン
ト
が
彼
の
要
請
論
に
よ
っ
て
全
知
全
能
の
善
な
る
神
を
提
示
し
、
　
　
い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
そ
の
種
の
悪
や
不
正
の
実
在
を
完
全
に

そ
れ
と
と
も
に
無
力
な
神
（
プ
ロ
セ
ス
神
義
論
）
や
完
全
に
善
で
は
　
　
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

な
い
神
（
抗
議
の
神
義
論
）
の
よ
う
な
そ
の
他
の
神
概
念
と
そ
の
可
　
　
的
な
言
及
を
幾
度
か
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
『
実
践
理
性

能
性
を
排
除
で
き
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
批
判
』
に
お
い
て
は
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
以
前
の
哲
学
と
そ
の
成
果

　こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
カ
ン
ト
が
最
高
善
に
反
　
　
を
批
評
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
事
態
が
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
　
　
　
　
　
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
史
に
お
い
て

いる
か
、
神
の
義
が
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
に
対
し
て
ど
の
よ
　
　
　
は
、
純
粋
な
理
性
神
学
の
明
確
な
痕
跡
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

う
な
弁
明
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
き
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
そ
れ
以
前
の
哲
学
者
た
ち
に
は
悟
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
洞
察
が
欠
如
し
て
い
て
、
思
弁
の
道
を
通
し
て
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少な
く
と
も
完
全
に
理
性
的
な
仮
説
の
助
け
に
よ
っ
て
、
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
学
へ
と
自
ら
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
い
。
〔
中
略
〕
し
か
し
、
彼
ら
に
は
世
界



　
　に
お
け
る
災
い
が
、
そ
の
よ
う
な
仮
説
を
正
当
な
も
の
と
み
な
　
　
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
請
論
の
論
理
の
筋
道
を
通
し
、
全
知
全
能
の

　
　す
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
も
重
要
な
反
証
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
　
　
善
な
る
神
の
現
存
在
へ
と
至
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
カ
ン
ト
は
こ
の
問

　
　
れた
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
こ
の
仮
説
を
許
す
の
で
は
な
く
、
　
　
題
に
つ
い
て
明
確
な
解
答
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は

　
　む
し
ろ
自
然
的
原
因
の
下
に
根
源
的
存
在
者
に
必
要
な
性
質
や
　
　
「
実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
か
ら
「
実
践
理
性
の
優
位
」
へ
と
展

　
　能
力
が
み
い
だ
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
、
こ
の
自
然
的
原
因
の
中
　
　
開
し
て
い
く
カ
ン
ト
の
議
論
を
再
検
証
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

　
　を
探
し
回
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
そ
の
悟
性
と
洞
察
を
　
　
る
カ
ン
ト
の
処
置
を
確
認
し
、
そ
れ
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　
示し
た
の
で
あ
る
。
（
＜
暉
O
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
部
第
二
編
「
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」

　カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
以
前
の
人
々
は
、
世
界
に
　
　
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
の
概
念
を
提
示
し
た
後
、
そ
の
実
現

お
け
る
災
い
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
、
最
高
善
と
そ
れ
を
実
現
す
る
　
　
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
カ
ン
ト
は

存
在者
で
あ
る
道
徳
的
世
界
支
配
者
と
し
て
の
唯
一
の
神
と
い
う
思
　
　
徳
と
幸
福
の
関
係
を
分
析
的
な
も
の
と
み
な
し
、
両
者
を
同
一
視
し

想を
拒
否
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
世
界
に
災
い
が
存
在
し
て
い
　
　
よ
う
と
す
る
ス
ト
ア
派
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
教
説
を
批
判
し
つ
つ
、

る
と
い
う
事
実
、
善
人
と
悪
人
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
災
い
と
そ
　
　
両
者
の
関
係
は
総
合
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
一
方
が
原
因
と
な
り
、

の苦
し
み
が
人
々
を
襲
う
と
い
う
事
実
は
、
最
高
善
の
実
現
と
神
の
　
　
も
う
一
方
が
そ
の
結
果
と
し
て
産
出
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
解
さ
れ

現
存
在に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
反
証
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
　
　
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
の
構

こ
の
神
義
論
的
問
題
の
ゆ
え
に
、
古
代
の
人
々
は
道
徳
的
世
界
支
配
　
　
成
要
素
で
あ
る
徳
と
幸
福
の
間
に
あ
る
種
の
因
果
関
係
を
想
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
　

者
と
し
て
の
唯
一
の
神
を
想
定
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
と
カ
ン
ト
　
　
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
理
性
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
。
な
ぜ
な
ら
、

は
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
世
界
に
お
け
る
原
因
と
結
果
の
す
べ
て
の
実
践
的
な
結
合
は
、
意

　
上
記
の

記
述
や
ヨ
ブ
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
評
価
か
ら
も
明
ら
か
な
　
　
志
の
規
定
根
拠
の
成
果
と
し
て
、
意
志
の
道
徳
的
心
術
に
し
た
が
っ

よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
と
い
う
理
想
が
現
実
と
は
著
し
く
乖
離
　
　
て
で
は
な
く
、
自
然
法
則
の
知
識
と
そ
れ
を
自
分
の
意
図
の
た
め
に

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
全
知
全
能
の
善
な
る
神
と
い
う
　
　
利
用
す
る
自
然
的
な
能
力
に
し
た
が
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、

神
概
念
が
そ
れ
に
よ
っ
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
　
　
必
然
的
で
最
高
善
に
十
分
な
世
界
に
お
け
る
幸
福
の
徳
と
の
結
合

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
二



＝
二
二

は
、
道
徳
法
則
を
綿
密
に
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
期
待
さ
れ
え
　
　
の
現
存
在
の
要
請
」
へ
と
議
論
が
展
開
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
「
理

な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
ノ
N
ド
一
ω
I
H
H
蔭
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
的
な
意
図
に
お
い
て
で
あ
れ
、
実
践
的
な
意
図
に
お
い
て
で
あ
れ
、

　
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
最
高
善
が
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
現
状
を
　
　
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
の
は
、
い
つ
も
た

視
野に
お
さ
め
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
　
　
だ
一
つ
の
同
じ
理
性
」
（
＜
旨
H
）
で
あ
る
た
め
、
実
践
理
性
が
あ
る

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
処
置
・
解
　
　
種
の
理
論
的
命
題
を
掲
げ
、
そ
れ
が
理
論
理
性
の
諸
命
題
と
矛
盾
し

決
方法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
上
記
の
命
題
　
　
な
い
場
合
、
「
思
弁
的
理
性
は
確
か
に
自
ら
の
土
地
で
育
っ
た
も
の

は
確
か
に
「
感
性
界
に
お
け
る
現
存
在
を
理
性
的
存
在
者
の
唯
一
の
　
　
で
は
な
い
が
、
十
分
に
認
定
さ
れ
て
い
る
自
分
に
は
未
知
の
提
案
と

実
在
様
式
」
（
＜
ド
置
）
と
み
な
し
た
場
合
に
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
構
　
　
し
て
ま
さ
に
こ
の
命
題
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
理
性
が
純
粋
理
性
と

成す
る
。
し
か
し
、
人
間
の
理
性
は
感
性
界
を
超
え
た
世
界
、
す
な
　
　
し
て
自
ら
の
権
威
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
も
の
す
べ
て
と
調
和
さ

わ
ち
叡
智
界
を
想
定
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
権
利
　
　
せ
、
結
び
つ
け
よ
う
と
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
＜
一
b
o
目
）
。
こ
う
し
て
、

を
保
証
す
る
の
が
道
徳
法
則
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
最
高
善
の
実
　
　
実
践
理
性
が
要
求
す
る
全
知
全
能
の
善
な
る
神
、
徳
と
幸
福
を
結
び

現者
で
あ
る
神
が
現
存
在
す
る
可
能
性
を
も
切
り
開
く
。
　
　
　
　
　
　
つ
け
、
最
高
善
を
実
現
す
る
存
在
者
と
し
て
の
神
と
い
う
前
提
を
理

　
　し
か
し
、
私
は
私
の
現
存
在
を
悟
性
界
に
お
け
る
叡
智
的
な
も
　
　
論
理
性
は
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道

　
　
のと
し
て
も
考
え
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
　
　
徳
法
則
と
そ
の
発
生
源
で
あ
る
叡
智
界
を
想
定
す
る
正
当
な
権
限
が

　
　ど
こ
ろ
か
道
徳
法
則
に
お
い
て
わ
た
し
の
因
果
性
の
純
粋
な
知
　
　
あ
る
限
り
、
人
間
の
実
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
全
知
全
能
の

　
　
性的
規
定
根
拠
を
（
感
性
界
に
お
い
て
）
も
っ
て
い
る
の
で
、
　
　
善
な
る
神
を
通
し
て
最
高
善
が
完
全
に
成
就
す
る
と
考
え
る
権
限
も

　
　
心術
の
道
徳
性
が
原
因
と
し
て
、
感
性
界
に
お
け
る
結
果
と
し
　
　
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
カ
ン
ト
は
言
う
。

　
　
て

の幸
福
と
、
直
接
的
に
で
は
な
い
が
間
接
的
に
（
自
然
の
知

鐘
鯉
鱗
農
驚
鑓
露
鱒
連
関
す
る
と
　
四
要
請
論
の
問
題
点

　そ
し
て
こ
の
土
台
に
基
づ
い
て
、
「
実
践
理
性
の
優
位
」
か
ら
「
神
　
　
　
以
上
が
悪
や
不
正
が
は
び
こ
り
、
最
高
善
が
成
就
し
て
い
な
い
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
り

いう
現
状
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
弁
明
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
議
　
　
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

論に
よ
っ
て
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
　
　
　
ま
た
、
悪
や
不
正
の
事
実
に
対
す
る
弁
明
と
し
て
も
カ
ン
ト
の
議

ト
の
要
請
論
は
ヨ
ブ
の
切
実
な
問
い
、
あ
る
い
は
ヨ
ナ
ス
の
方
策
に
　
　
論
は
十
分
に
そ
の
必
然
性
を
示
す
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思

対す
る
十
分
な
解
答
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
　
　
わ
れ
る
。
仮
に
道
徳
法
則
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
自
由
と
い
う
事
実

う
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
本
章
で
は
カ
ン
ト
　
　
が
叡
智
界
の
存
在
を
想
定
す
る
妥
当
な
根
拠
だ
と
認
め
、
さ
ら
に
そ

の

議
論を
批
判
的
に
吟
味
し
つ
つ
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
　
　
の
叡
智
界
に
人
間
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と

いき
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
も
認
め
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
確
か
に
純
粋
な
実
践
理
性
が

　
最も
大
き
な
問
題
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
　
　
提
起
す
る
最
高
善
の
要
請
に
基
づ
く
な
ら
、
そ
の
存
在
者
は
全
知
全

ミ
ー
の
解
消
方
法
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
私
た
ち
は
道
徳
　
　
能
の
善
な
る
世
界
支
配
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
だ
か
ら

法
則
と
い
う
叡
智
的
な
も
の
を
現
に
手
元
に
保
持
し
て
お
り
、
そ
れ
　
　
と
い
っ
て
そ
れ
が
そ
の
要
請
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
、
感
性
界

がま
ず
は
叡
智
界
の
想
定
を
妥
当
な
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
　
　
に
お
け
る
悪
や
不
正
の
事
実
を
度
外
視
し
て
ま
で
そ
の
要
請
を
飲
ま

から
さ
ら
に
そ
の
叡
智
界
に
全
知
全
能
の
善
な
る
神
が
存
在
し
、
そ
　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
は
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
う

れに
よ
っ
て
徳
と
幸
福
の
因
果
的
結
合
が
生
じ
る
と
い
う
命
題
の
妥
　
　
う
か
。
ま
た
、
叡
智
界
に
お
い
て
い
つ
の
日
か
最
高
善
が
神
に
よ
っ

当
性
が
導
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
理
性
的
に
考
え
て
、
「
道
徳
法
則
が
　
　
て
実
現
す
る
と
主
張
す
る
の
な
ら
、
な
ぜ
い
ま
現
に
感
性
界
に
悪
や

存
在
す
る
が
ゆ
え
に
叡
智
界
が
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
と
「
そ
の
　
　
不
正
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
当
に
苦
し
む
人
々
が
い
る
の
か

叡智
界
に
全
知
全
能
の
善
な
る
神
が
存
在
し
、
そ
れ
が
最
高
善
を
実
　
　
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
入
念
な
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と

現す
る
」
と
い
う
命
題
は
端
的
に
同
一
で
は
な
い
は
ず
だ
。
道
徳
法
　
　
も
カ
ン
ト
の
議
論
に
よ
っ
て
叡
智
界
の
神
が
善
で
は
あ
る
が
全
能
で

則
と
い
う
証
拠
に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
性
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
　
　
は
な
い
可
能
性
（
プ
ロ
セ
ス
神
義
論
）
、
ま
た
全
能
で
は
あ
る
が
完
全

は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
叡
智
界
の
存
在
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
　
　
に
善
で
は
な
い
可
能
性
（
抗
議
の
神
義
論
）
な
ど
が
完
全
に
消
滅
し

ら
に
全
知
全
能
の
善
な
る
神
や
そ
れ
に
よ
る
最
高
善
の
実
現
可
能
性
　
　
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
し
最
高
善
の
実
現
可
能
性
と
い
う
前
提
を
拒

に
ま
で
着
実
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
別
の
根
拠
や
議
論
が
　
　
絶
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
な
お
も
無
矛
盾
の
合
理
的
な
神
概
念
と

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
三



＝
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四

し
脈
捧
罐
縣
麓
鹸
額
雛
諭
欝
難
　
結
び
に
変
下
カ
ン
票
警
学
の
実
存
性
i

な
実
践
理
性
の
要
求
に
従
っ
た
場
合
に
必
然
的
な
論
理
プ
ロ
セ
ス
と
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
要
請
論
は
純
粋
な
実
践
理
性
の
要
求

し
て
生
起
す
る
議
論
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
第
一
前
提
と
な
っ
て
い
　
　
に
従
い
、
最
高
善
の
実
現
と
い
う
前
提
を
受
容
し
た
場
合
の
論
理
的

る
「
最
高
善
の
実
現
」
と
い
う
命
題
自
体
は
、
カ
ン
ト
的
に
考
え
て
　
　
必
然
性
を
提
示
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
前
提
を
受
容
す
る
こ
と
そ

も
道
徳
法
則
の
存
在
に
比
す
る
と
強
力
な
も
の
で
は
な
く
、
拘
束
力
　
　
れ
自
体
の
必
然
性
に
つ
い
て
は
入
念
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は

がそ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
悪
や
不
正
の
事
　
　
言
い
難
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
す
る
論
証
を
欠
い
た
ま
ま
で
な
お
も

実
と
い
う
合
理
的
な
反
証
例
す
ら
持
っ
て
い
る
。
ま
た
カ
ン
ト
は
　
　
要
請
論
の
主
張
を
貫
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
最
高
善
の
実
現
と
い
う

「な
ぜ
『
い
ま
』
最
高
善
が
実
現
し
て
い
な
い
の
か
」
と
い
う
問
題
に
　
　
前
提
の
受
容
と
そ
れ
に
よ
る
悪
や
不
正
の
事
実
の
度
外
視
と
い
う
選

対し
て
は
議
論
す
ら
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
要
請
論
を
受
　
　
択
が
必
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
義
論
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら

け
入
れ
、
全
知
全
能
の
善
な
る
善
な
る
神
と
そ
の
現
存
在
を
「
真
と
　
　
ば
、
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
、
お
よ
び
そ
の
主
軸
を
担
う
要
請
論
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

みな
す
（
H
ッ
曽
同
≦
巴
P
『
げ
巴
け
①
口
）
」
（
切
゜
。
鼻
◎
。
）
た
め
に
は
他
の
合
理
的
可
　
　
神
義
論
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
ヨ
ブ
の

能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
最
高
善
の
実
現
」
と
い
う
命
題
を
　
　
切
実
な
問
い
に
対
す
る
解
答
と
し
て
も
満
足
で
き
る
も
の
で
な
く
、

受
け
入
れ
、
「
い
ま
存
在
す
る
悪
や
不
正
の
事
実
」
を
度
外
視
す
る
と
　
　
ま
た
ヨ
ナ
ス
の
無
力
な
神
と
い
う
神
概
念
に
対
す
る
反
駁
と
し
て
も

いう
主
体
的
選
択
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
選
択
は
、
　
　
不
十
分
で
あ
る
。

ヨ
ナ
ス
的
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
理
解
可
能
性
」
　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
十
分
さ
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
い
う
神
義
論
的
問
題
を
構
成
す
る
諸
命
題
の
う
ち
の
三
つ
目
の
命
　
　
要
請
論
の
特
性
、
ま
た
そ
れ
を
主
軸
に
構
築
さ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
の

題を
大
幅
に
手
放
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
　
　
宗
教
哲
学
の
本
来
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
ウ
ッ
ド
（
諺
＝
Φ
口
ぐ
『
°
ぐ
『
O
O
q
）
は
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
実
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主義
的
な
性
質
を
認
め
、
カ
ン
ト
を
パ
ス
カ
ル
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
系
譜
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
を
ウ
ッ
ド
に



倣
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
パ
ス
カ
ル
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
賭
　
　
要
請
論
お
よ
び
そ
れ
を
基
盤
に
展
開
し
て
い
く
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学

け
」
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
決
断
」
に
類
す
る
契
機
が
　
　
は
主
体
的
・
実
存
的
な
性
格
を
そ
の
う
ち
に
秘
め
て
い
る
と
言
わ
ざ

　
　
　
　
ハ
れ
　

存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
つ
の
日
か
必
ず
最
高
善
が
全
知
全
能
の
善
　
　
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

な
る
神
に
よ
っ
て
成
就
し
、
い
ま
現
に
存
在
す
る
一
切
の
悪
や
不
正

も
そ
の
神
に
よ
っ
て
正
し
く
清
算
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
へ
の
賭
　
　
　
　
　
　
　
　
註

け
・
決
断
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
最
高
善
の
理
想
に
も
か
か
わ
ら
　
　
（
1
）
慣
例
に
従
い
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版

ず
神
の
無
力
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
神
に
お
け
る
完
全
な
善
性
の
欠
如
　
　
　
　
（
内
き
お
o
q
Φ
器
日
日
警
Φ
口
ω
昌
婦
捧
Φ
p
町
ω
㎎
＜
呂
α
費
国
α
巳
o
q
躍
。
げ

ゆ
え
に
そ
れ
が
決
し
て
成
就
し
な
い
と
い
う
可
能
性
な
ど
、
他
の
合
　
　
　
零
。
ロ
史
ω
昌
雪
誤
冨
q
Φ
巨
Φ
α
Φ
N
壽
ω
器
口
ω
。
げ
聾
Φ
戸
切
Φ
吋
ぎ
・

理的
可
能
性
を
徹
底
的
に
拒
絶
す
る
と
い
う
賭
け
゜
決
断
で
あ
絶
。
　
　
　
　
H
8
b
。
津
）
を
使
用
し
、
直
後
の
括
弧
内
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
頁

も
ち
ろ
ん
、
パ
ス
カ
ル
の
賭
け
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
決
断
が
そ
う
で
　
　
　
　
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
な
お
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引

あ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
要
請
論
も
一
定
程
度
の
合
理
性
を
有
し
、
　
　
　
　
用
の
場
A
口
は
巻
数
の
代
わ
り
に
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
（
特

道
徳
法
則
や

最高
善
と
い
う
強
い
誘
因
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
に
必
要
な
場
合
を
除
い
て
は
第
二
版
と
そ
の
頁
数
の
み
を
付
す
）
、

し
か
し
・
そ
れ
は
そ
の
他
の
可
能
性
を
一
切
排
除
し
た
上
で
の
唯
一
　
　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、

無
二
の
選
択
肢
で
は
な
い
・
他
の
選
択
肢
も
鉦
醐
矛
盾
の
合
理
的
な
可
　
原
文
に
お
曙
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
訳
文
の
当
該
箇
所
に

能
性
と
し
て
常
舞
さ
れ
て
い
・
．
そ
う
で
あ
る
以
≒
カ
ン
ト
に
（
2
）
傍
踊
錆
絃
つ
な
カ
ン
ト
に
お
け
る
神
概
念
に
つ
い
て
喚
拙
論
「
力

髄
備
鶴
雛
疑
繋
欝
鎚
る
號
墾
膳
齢
灘
講
舞
鑓
襯
鮒
轟
誕
纏

も
か
か
わ
ら
ず
」
、
ま
た
い
ま
現
に
存
在
す
る
悪
や
不
正
の
事
実
「
に
　
　
　
　
年
・
一
五
九
－
一
七
四
頁
）
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
た
。

も
か
か
わ
ら
ず
」
、
実
践
理
性
の
要
求
に
従
っ
て
最
高
善
と
そ
れ
を
　
　
（
3
）
　
ハ
ン
ス
゜
ヨ
ナ
ス
と
そ
の
神
理
解
・
お
よ
び
現
代
神
学
に
お
け
る

可能
に
す
る
全
知
全
能
の
善
な
る
世
界
支
配
者
の
現
存
在
を
信
じ
る
　
　
　
そ
の
位
置
づ
け
な
ど
に
つ
い
て
は
、
上
原
潔
「
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

と
い
う
あ
る
種
の
逆
説
を
必
要
と
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五



＝
二
六

　
　
以
降
の
神
概
念
」
に
応
答
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
声
ー
ハ
ン
ス
・
ヨ
　
　
（
8
）
　
こ
れ
ら
の
議
論
に
先
立
ち
、
カ
ン
ト
は
神
義
論
に
お
い
て
問
題
と

　　
ナ
ス
と
エ
バ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
に
お
け
る
「
神
の
全
能
性
」
の
問
　
　
　
　
さ
れ
る
べ
き
反
目
的
的
な
も
の
（
悪
）
を
（
一
）
道
徳
的
悪
、
（
二
）

　
　
題
」
（
『
京
都
ユ
ダ
ヤ
思
想
』
第
六
号
、
京
都
ユ
ダ
ヤ
思
想
学
会
、
二
　
　
　
　
自
然
的
悪
、
（
三
）
罪
と
罰
の
不
正
な
関
係
の
三
つ
に
区
分
し
、
そ
の

　　
〇
一
六
年
、
三
五
－
六
十
頁
）
を
参
照
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
三
つ
の
教
義
的
神
義
論
が
試
み
ら
れ
て
き
た
と

（4
）
　
国
磐
ω
H
8
四
ρ
O
恥
魯
薄
§
§
ミ
O
o
導
§
艦
ぎ
越
§
ぎ
噛
　
　
　
　
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
続
く
ヨ
ブ
記
解
釈
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト

　
　
団
轟
ロ
匡
ロ
詳
露
冨
臥
炉
6
っ
口
訂
惹
日
U
＜
Φ
目
冨
o
q
レ
⑩
⑩
潜
サ
φ
潜
9
　
　
　
　
　
　
　
の
議
論
は
上
記
の
区
分
で
い
う
と
（
三
）
の
問
題
に
収
敷
し
て
い
る

（5
）
　
し
ば
し
ば
目
冨
o
臼
N
Φ
Φ
は
「
弁
神
論
」
と
訳
さ
れ
、
カ
ン
ト
研
究
　
　
　
　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
確
立
さ
れ

　　
に
お
い
て
は
こ
の
訳
語
の
ほ
う
が
よ
く
利
用
さ
れ
る
が
、
混
乱
を
避
　
　
　
　
た
要
請
論
も
、
基
本
的
に
は
（
三
）
の
問
題
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
解

　
　
け
る
た
め
、
他
の
研
究
書
な
ど
か
ら
の
引
用
を
除
き
、
本
稿
で
は
一
　
　
　
　
答
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
主
題
と
な
る
の
は

　
　
律
に
「
神
義
論
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
と
福
の
一
致
・
結
合
の
問
題
で
あ
り
、
道
徳
悪
や
自
然
悪
そ
れ
自

（6
）
　
以
下
、
本
章
に
お
け
る
議
論
は
水
野
美
穂
「
カ
ン
ト
と
弁
神
論
」
　
　
　
　
体
は
副
次
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。

　　
（
『
現
代
カ
ン
ト
研
究
』
第
六
巻
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
七
年
、
一
五
　
　
（
9
）
　
な
お
、
武
藤
一
雄
は
9
ロ
陛
①
昌
鼠
ω
。
げ
に
対
し
て
「
真
正
な
る
」
と
い

　
　
九
－
一
八
三
頁
）
に
依
拠
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
訳
語
を
当
て
、
カ
ン
ト
の
立
場
を
「
真
正
な
る
神
義
論
」
（
武
藤
一

（7
）
　
最
近
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
、
　
　
　
　
雄
『
神
学
と
宗
教
哲
学
の
問
』
創
文
社
、
一
九
六
一
年
、
一
九
三
頁
）

　
　
と
り
わ
け
彼
の
神
義
論
を
非
常
に
限
定
さ
れ
た
論
理
主
義
的
解
釈
か
　
　
　
　
と
訳
出
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
内
容
な
ど
か
ら
鑑
み
て
、

　　
ら
解
放
し
、
よ
り
実
践
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
い
う
動
き
・
　
　
　
こ
の
訳
語
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本

　　
が
あ
り
（
長
綱
啓
典
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
弁
神
論
的
思
惟
の
　
　
　
　
稿
は
理
想
社
版
全
集
に
お
け
る
門
脇
卓
爾
の
訳
語
に
従
っ
た
。

　
　
根
本
動
機
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
＝
年
）
、
上
記
の
水
野
の
解
釈
に
お
　
　
（
1
0
）
　
現
代
の
旧
約
聖
書
学
に
お
け
る
ヨ
ブ
記
解
釈
な
ど
に
つ
い
て
は
勝

　　
い
て
も
そ
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
解
釈
の
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
て
　
　
　
　
村
弘
也
「
ヨ
ブ
記
解
釈
の
諸
問
題
－
文
芸
作
品
と
し
て
の
ヨ
ブ
記

　　
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
通
俗
的
な
意
味
　
　
　
　
ー
」
（
『
基
督
教
学
研
究
』
京
都
大
学
基
督
教
学
会
、
第
二
十
六
号
、

　　
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
い
う
意
　
　
　
　
二
〇
〇
六
年
、
一
－
四
三
頁
）
や
同
著
者
に
よ
る
「
ヨ
ブ
詩
人
は
階

　
　
味に
お
い
て
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
級
の
な
い
社
会
を
希
求
す
る
か
？
ー
「
奴
隷
」
「
僕
」
「
自
由
」
の
用



　
　法
を
手
が
か
り
に
考
え
る
ー
」
（
『
キ
リ
ス
ト
教
論
藻
』
四
一
号
、
二
　
　
（
1
4
）
　
な
お
、
現
代
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
と
そ
の
区
分
な
ど
に
つ

　
　〇
一
〇
年
、
一
－
二
七
頁
）
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
勝
村
は
後
者
　
　
　
　
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
の
哲
学
』
（
勤
草
書
房
、
一
九
九

　
　
の

論
考に
お
い
て
、
ヨ
ブ
記
に
お
い
て
な
に
ゆ
え
ヨ
ブ
が
評
価
さ
れ
　
　
　
　
四
年
）
や
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
・
T
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
編
『
神
は
悪
の
問
題

　
　た
の
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
中
で
、
ヨ
ブ
が
評
価
さ
れ
た
理
由
は
彼
　
　
　
　
に
答
え
ら
れ
る
か
』
（
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
し
た
。

　
　
が

「神
の
正
義
へ
の
問
い
を
問
い
続
け
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
　
　
（
1
5
）
　
な
お
、
現
代
宗
教
哲
学
と
の
関
係
で
い
う
と
、
カ
ン
ト
の
要
請
論

　
　な
い
」
（
並
木
浩
一
『
「
ヨ
ブ
記
」
論
集
成
』
教
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
　
　
　
　
は
も
う
一
つ
の
問
題
を
秘
め
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
要
請
論
が
あ
る

　　
二
二
五
頁
）
と
い
う
並
木
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
の
解
釈
に
同
　
　
　
　
種
の
神
義
論
で
あ
る
と
同
時
に
神
の
存
在
論
証
で
も
あ
る
と
い
う
点

　
　
意し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
ヨ
ブ
記
解
釈
は
　
　
　
　
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
現
代
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
異

　
　
現代
の
旧
約
聖
書
学
に
お
け
る
ヨ
ブ
記
解
釈
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
　
　
　
　
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
は
ず
の
神
義
論
（
悪
の
問
題
）
と
神
の
存

　　
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
論
証
を
要
請
論
と
い
う
一
つ
の
議
論
の
中
で
処
理
し
よ
う
と
し
て

（1
1
）
　
水
野
、
前
掲
書
、
一
七
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
の
要
請
論
は
現
代
の
宗
教
哲
学

（1
2
）
　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
『
神
義
論
の
あ
ら
ゆ
る
哲
学
　
　
　
　
か
ら
す
る
と
あ
る
種
の
い
び
つ
さ
を
伴
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に

　　
的
試
み
の
失
敗
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
ヨ
ブ
解
釈
と
『
実
　
　
　
　
つ
い
て
の
研
究
は
他
日
の
課
題
と
し
た
い
。

　　
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
要
請
論
を
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
と
い
う
　
　
（
1
6
）
　
な
お
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
最
高
善
概
念
の
発
生
と
そ
の
展
開
の
概

　
　
本
稿
の
見
解
が
正
し
い
場
合
の
み
で
あ
り
、
両
者
を
切
り
離
し
て
力
　
　
　
　
略
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
最
高
善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
」
（
『
基
督
教

　　
ン
ト
を
解
釈
す
る
場
合
、
特
に
『
実
践
理
性
批
判
』
の
要
請
論
の
み
　
　
　
　
学
研
究
』
京
都
大
学
基
督
教
学
会
、
第
三
十
一
号
、
二
〇
＝
年
、

　　
で
解
釈
行
う
場
合
に
は
、
道
徳
的
な
要
請
に
そ
の
基
盤
を
持
つ
と
は
　
　
　
　
　
一
六
五
－
一
七
六
頁
）
に
お
い
て
、
ま
た
最
高
善
お
よ
び
そ
こ
か
ら

　　
い
え
、
や
は
り
安
易
な
誰
弁
的
解
答
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
　
　
　
　
生
じ
る
神
概
念
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
カ
ン

　
　
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
最
高
善
と
キ
リ
ス
ト
教
」
（
『
近
代
／
ボ
ス

（1
3
）
　
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
的
議
論
の
土
俵
で
考
え
る
な
ら
、
ヨ
ナ
　
　
　
　
ト
近
代
と
キ
リ
ス
ト
教
』
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
、
二
〇
一

　　
ス
は
最
高
善
の
実
現
可
能
性
を
大
幅
に
手
放
し
て
い
る
よ
う
に
見
　
　
　
　
二
年
、
五
一
ー
六
一
頁
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
す
で
に
論
じ
て
い

　
　
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
る
。

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七



＝
二
八

（1
7
）
　
な
お
、
両
者
の
関
係
性
に
は
（
一
）
幸
福
が
原
因
と
な
っ
て
徳
を
　
　
　
　
由
と
最
高
善
を
無
批
判
に
同
一
視
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
を
生
み

　
　
算
出
す
る
場
合
と
（
二
）
徳
が
原
因
と
な
っ
て
幸
福
が
帰
結
す
る
場
　
　
　
　
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
『
実
践
理

　
　
合
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
が
、
当
然
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
枠
組
み
で
　
　
　
　
性
批
判
』
以
降
の
思
索
的
展
開
の
中
で
若
干
の
修
正
と
整
理
が
な
さ

　　
は
（
一
）
は
端
的
に
偽
で
あ
り
、
カ
ン
ト
自
身
も
（
一
）
の
可
能
性
　
　
　
　
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
論
考
は
他
日
の
課

　
　
を
簡
潔
に
排
除
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
関
す
る
議
論
は
　
　
　
　
題
と
し
た
い
。

　
　
大
幅
に
省
略
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
こ
の
語
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
登
場
し
、
こ
の
下
位
区

（
1
8
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
論
理
の
曖
昧
さ
は
、
お
そ
ら
く
『
実
践
理
性
批
　
　
　
　
分
に
「
臆
見
（
ζ
①
冒
雪
）
」
、
「
信
仰
（
Ω
冨
口
げ
魯
）
」
、
「
知
（
芝
凶
ω
器
昌
）
」

　
　
判
』
に
お
い
て
最
高
善
が
導
入
さ
れ
る
際
に
そ
の
存
在
身
分
や
人
間
　
　
　
　
と
い
う
把
捉
形
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙

　　
に
よ
る
把
捉
形
態
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
　
　
　
　
論
「
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
信
仰
の
概
念
」
（
『
基
督
教
学
研
究
』
京

　　
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
以
来
、
カ
ン
ト
は
道
徳
の
　
　
　
　
都
大
学
基
督
教
学
会
、
第
三
十
二
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
一
－
一

　　
問
題
に
か
な
り
の
力
を
注
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
存
　
　
　
　
六
四
頁
）
に
お
い
て
論
じ
た
。

　
　
在
す
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
人
間
に
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
て
く
る
　
　
（
2
0
）
　
≧
δ
口
白
゜
芝
o
o
P
爵
ミ
、
防
ミ
o
ミ
、
越
ミ
§
り
H
序
β
。
o
p
O
o
日
巴

　　
の
か
を
明
確
に
す
る
努
力
を
し
て
お
り
、
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
道
　
　
　
　
q
巴
く
霞
ω
凶
¢
午
①
ω
ω
』
鶏
O
噛
，
b
。
舞

　
　
徳
法
則
や
そ
れ
を
可
能
に
す
る
自
由
に
対
し
て
「
知
る
（
≦
一
ω
ω
①
昌
）
」
　
　
（
2
1
）
　
こ
れ
に
加
え
て
、
武
藤
一
雄
も
「
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
カ
ン
ト
が

　　
（
＜
ら
）
と
い
う
語
を
用
い
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
「
事
実
」
（
＜
°
。
同
）
　
　
　
　
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
」
と
断
り
つ
つ
も
、
神
義
論
に
お
け

　　
と
い
う
語
を
多
用
す
る
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
道
徳
法
　
　
　
　
る
カ
ン
ト
の
立
場
を
「
主
体
的
実
存
的
」
（
武
藤
、
前
掲
書
、
一
九
三

　　
則
に
基
盤
を
持
ち
つ
つ
も
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
生
起
す
　
　
　
　
頁
）
と
評
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ウ
ッ
ド
の
評
価
が
カ
ン
ト
宗
教
哲

　　
る
最
高
善
に
関
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
そ
れ
に
相
当
す
る
議
　
　
　
　
学
全
体
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
武
藤
の
そ
れ
は
神
義
論

　
　
論を
行
っ
て
お
ら
ず
、
道
徳
法
則
と
最
高
善
の
違
い
や
区
別
が
か
な
　
　
　
　
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
論
考
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
武
藤
は
カ

　
　り
曖
昧
な
ま
ま
で
議
論
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
実
践
　
　
　
　
ン
ト
の
立
場
で
あ
る
「
実
践
理
性
信
仰
」
や
「
道
徳
的
信
仰
」
を
「
自

　
　
理性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
の
批
判
的
解
決
に
際
し
て
、
本
文
で
指
摘
　
　
　
　
己
の
義
が
貫
か
れ
る
た
め
に
神
の
義
が
要
請
さ
れ
る
」
（
前
掲
書
、
一

　
　し
た
よ
う
な
不
十
分
な
議
論
、
す
な
わ
ち
叡
智
的
な
道
徳
法
則
・
自
　
　
　
　
九
六
頁
）
も
の
と
解
釈
し
、
人
間
の
道
徳
性
と
い
う
土
台
の
上
に
神

．



　　
の
義
を
据
え
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
を
批
判
し
て
い
る
。

（2
2
）
　
な
お
、
ヨ
ブ
記
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
解
釈
を
加
味
し
、
こ
れ
に
「
神

　
　
義
論
的
な
問
い
の
た
だ
な
か
で
」
と
い
う
条
件
を
付
し
、
カ
ン
ト
の

　
　
要請
論
を
そ
の
よ
う
な
引
き
裂
か
れ
た
状
況
下
に
お
け
る
賭
け
や
決

　
　断
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
の
問
題
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九


