
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
く
つ
か
の
間
い
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
、
何
を

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
宗
教
思
想
に
　
　
望
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
救
済
は
可
能
な
の
か
、
な
ど
に
つ
い

お
け
る
文
化
の
歴
史
的
類
型
　
　
　
　
て
考
察
す
る
。

ブラ
ジ
ミ
ロ
ブ
・
イ
ヴ
ォ
　
　
　
　
問
題
（
一
）
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
概
念

　
　は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
些
＝
年
フ
。
レ
ン
ス
キ
イ
は
＋
月
革
命
の
彪
響
で
モ
ス
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
へ
移
っ
た
モ
ス
ク
ワ
神
学
校
で
最
後
の
講
義
を
行
う
。
「
キ
リ
ス

　
ロ
シ
ア
の
博
学
者
パ
ヴ
ェ
ル
・
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
数
学
、
物
　
ト
教
的
世
界
観
と
そ
の
文
化
・
歴
史
的
位
置
付
け
と
そ
の
前
提
」
と

理学
、
哲
学
、
言
語
学
、
宗
教
学
、
芸
術
な
ど
の
幅
広
い
学
問
に
深
　
　
い
う
タ
イ
ト
ル
の
講
義
で
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
文
化
と
歴
史

い知
識
を
も
つ
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
二
十
世
紀
初
頭
に
起
　
　
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
第
十
二
講
義
で
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
歴

こ
っ
た
ロ
シ
ア
思
想
の
「
銀
の
時
代
」
の
主
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
も
　
　
史
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
っ
た
。
し
か
し
何
よ
り
も
彼
が
価
値
を
置
い
た
の
が
、
正
教
会
の
　
　
　
歴
史
国
8
。
℃
転
の
語
源
は
「
知
る
」
を
意
味
す
る
留
9
で
あ
り
、

聖職
者
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
活
躍
し
た
時
代
で
は
、
宗
教
は
　
　
　
　
そ
こ
か
ら
δ
↓
が
由
来
す
る
。
そ
の
歴
史
と
い
う
も
の
が
、
知

過ぎ
去
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
現
代
に
も
顕
　
　
　
　
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
は
十
九
世
紀
に
定
め
ら

著に
見
ら
れ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
自
身
の
文
化
概
念
を
用
い
な
　
　
　
　
れ
た
知
識
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
歴
史
の
法

がら
、
宗
教
的
文
化
と
非
宗
教
的
文
化
の
原
因
を
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
則
、
つ
ま
り
コ
般
」
（
o
O
貝
8
）
は
、
歴
史
と
は
、
全
く
関
係

彼に
と
っ
て
そ
れ
が
人
間
の
救
済
と
関
係
し
て
い
る
た
め
、
非
常
に
　
　
　
　
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
化
学
、
歴
史
学
な
ど
に
お
け
る
一
般
的

重
要な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
も
の
に
は
、
我
々
は
興
味
を
も
た
な
い
。
過
去
に
も
現
在
に

　
本
稿
では
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
文
化
概
念
、
特
に
文
化
の
歴
史
　
　
　
　
お
い
て
も
、
力
学
、
経
済
学
、
社
会
学
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

的
類
型
を
紹
介
し
な
が
ら
、
彼
が
人
生
を
懸
け
て
取
り
組
も
う
と
し
　
　
　
歴
史
は
社
会
学
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
法
則
が

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
文
化
の
歴
史
的
類
型
（
ブ
ラ
ジ
ミ
ロ
ブ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



＝
一
二

曙
輪
鵜
蟹
黙
繕
龍
膿
鍮
躍
榛
　
膿
三
）
文
化
の
歴
史
的
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　て
、
法
則
は
何
も
与
え
て
は
く
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
、
リ
ア
王

　フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
「
歴
史
は
社
会
学
に
な
れ
な
い
」
と
述
べ
る
。
　
　
な
ど
の
名
前
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
歴
史
的
類
型
を
表

彼は
、
歴
史
は
「
個
物
の
学
」
で
あ
り
、
ロ
o
ヨ
o
o
q
円
巴
o
よ
り
も
　
現
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
名
前
」
と
は
、
実
際

窪
o
ゆ
q
轟
b
ぼ
。
な
学
だ
と
考
え
た
。
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
、
ど
の
学
で
　
　
に
存
在
し
て
い
た
個
人
と
、
そ
の
個
人
の
類
型
の
両
方
の
意
味
を
も

も
崖
o
ゆ
9
轟
b
匡
o
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
が
し
か
し
、
フ
　
　
つ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
の
類
型
が
よ
り
具
体
的
な
も
の
に
な

ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
お
け
る
歴
史
の
概
念
は
、
歴
史
に
起
き
た
出
来
事
　
　
り
、
コ
つ
の
現
実
を
生
み
出
し
て
」
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
フ
ロ

だけ
を
記
述
、
描
写
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
　
　
レ
ン
ス
キ
イ
の
言
う
よ
う
に
、
歴
史
は
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、

イ
は
、
目
自
o
自
o
円
自
（
テ
ィ
ポ
ロ
ギ
ヤ
、
類
型
）
と
い
う
概
念
を
紹
介
　
　
正
し
い
理
解
」
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
具
体
的
に
起
き
た
歴
史
の
出

す
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
こ
の
類
型
の
意
味
は
「
最
も
　
　
来
事
を
見
て
、
何
か
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
何
か
」
は
、

典
型的
で
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
…
…
文
学
的
な
意
味
で
の
類
型
　
　
「
目
的
論
的
過
程
」
と
言
え
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
思
想
に
お
い

の
こ
と
で
あ
る
。
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
、
リ
ア
王
な
ど
は
、
　
　
て
、
歴
史
的
出
来
事
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
す
べ
て
に
は
意
味

知
識
の
媒
体
で
あ
る
。
こ
の
知
識
の
媒
体
が
具
体
的
で
あ
れ
ば
あ
る
　
　
が
あ
り
、
す
べ
て
が
人
間
の
使
命
、
人
間
の
救
済
と
関
係
し
て
い
る

ほ
ど
そ
れ
は
面
白
く
、
最
も
具
体
的
な
も
の
が
新
し
い
現
実
を
生
み
　
　
と
い
う
。
歴
史
に
登
場
す
る
人
物
と
同
様
に
、
歴
史
に
誕
生
す
る
文

　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

出
す
の
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
化
に
も
類
型
が
あ
る
と
し
、
中
世
的
文
化
と
啓
蒙
的
文
化
の
二
類
型

　
こ

れま
で
述
べ
た
こ
と
を
、
今
一
度
解
釈
し
た
い
。
フ
ロ
レ
ン
ス
　
　
を
挙
げ
て
い
る
。

キ
イ
に
お
け
る
歴
史
の
概
念
は
、
よ
り
具
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
　
申
世
的
文
化
の
主
な
特
徴
は
、
神
を
中
心
と
し
た
宗
教
的
な
側
面

い
。
し
か
し
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
「
歴
史
」
は
単
な
る
出
来
事
の
　
　
を
も
ち
、
客
観
性
も
備
わ
っ
て
独
特
の
芸
術
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
。
例

集
ま
り
で
は
な
い
。
歴
史
と
は
一
つ
の
動
的
過
程
で
あ
る
上
、
目
的
　
　
え
ば
絵
画
で
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
分
析
で
は
逆
遠
近
法
を
用
い

論
の

過
程
でも
あ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
正
教
の
イ
コ
ン
も
こ
の
文
化
に
属
す
る
。
一
方
、
啓
蒙
的
文
化
の

・



主な
特
徴
は
、
人
間
を
中
心
と
し
た
非
宗
教
的
な
側
面
を
も
ち
、
心
　
　
れ
る
の
な
ら
、
文
化
が
そ
の
象
徴
を
ど
う
取
り
扱
う
か
に
よ
っ
て
文

理
主
義的
に
物
事
を
見
る
。
絵
画
の
例
は
レ
オ
ナ
ル
ド
や
ミ
ケ
ラ
ン
　
　
化
の
性
質
が
決
定
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
根
本

ジ
ェ
ロ
、
文
学
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
自
然
主
義
で
あ
る
。
象
徴
主
義
的
　
　
的
な
理
念
を
用
い
て
、
文
化
の
類
型
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

芸
術
の
ほう
が
宗
教
に
近
く
、
自
然
主
義
的
芸
術
は
宗
教
と
離
れ
て

儲
髪
蕩
仁
縁
裸
ボ
翰
響
効
賜
銀
講
　
；
化
と
啓
蒙

期
に
は
、
人
間
社
会
に
大
変
動
が
起
こ
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
世
　
　
　
世
界
中
の
思
想
家
た
ち
は
他
文
化
に
興
味
を
抱
き
、
そ
の
興
味
が

界
大戦
、
革
命
な
ど
が
起
き
た
混
乱
し
た
時
代
と
い
う
の
は
、
ま
さ
　
　
文
化
そ
の
も
の
の
意
味
に
移
っ
て
い
く
。
ド
イ
ツ
の
思
想
家
ぺ
ー

に
こ
の
よ
う
な
変
動
期
な
の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
文
化
の
類
型
　
　
タ
ー
・
コ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
と
文
化
は
「
自
然
か
ら
作
り
出
す

を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
、
学
的
な
課
題
よ
り
も
人
類
を
救
う
宣
教
　
　
こ
と
」
で
あ
り
、
「
文
化
的
に
形
成
さ
れ
た
世
界
」
で
あ
る
。
ま
た
、

活動
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
化
と
は
、
「
生
活
空
間
を
含
ん
だ
、
民
族
の
生
活
秩
序
と
生
活
の
意

　
象
徴
主
義的
芸
術
は
宗
教
に
近
い
と
述
べ
た
が
、
本
論
に
入
る
前
　
　
味
付
け
、
…
…
社
会
が
自
己
を
意
味
付
け
る
方
法
、
お
よ
び
そ
の
社

に
「
象
徴
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
一
体
な
ぜ
、
象
徴
　
　
会
と
他
の
社
会
や
他
の
文
化
と
の
関
係
性
、
ま
た
そ
れ
ら
の
有
機
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

が宗
教
に
近
い
の
か
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
象
徴
と
い
う
も
　
　
組
織
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
三
宅
剛
一
は
「
歴
史
の
中
で

のが
、
我
々
と
霊
的
な
世
界
と
を
繋
げ
る
の
だ
と
い
う
。
彼
の
考
え
　
　
行
為
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
文
化
は
自
然
環
境
と
は
異
な
っ
た
、

る
「
霊
的
な
も
の
が
何
ら
か
の
実
体
で
し
か
現
れ
な
い
の
で
、
そ
の
　
　
人
間
の
作
為
制
作
の
入
っ
た
独
特
な
様
式
を
も
つ
環
境
で
あ
り
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
め
感
性
的
に
体
験
で
き
る
象
徴
が
霊
的
な
本
質
を
隠
す
の
で
は
な
　
　
為
の
素
地
で
も
」
あ
る
と
述
べ
る
。
コ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
も
三
宅
も
現

く
、
逆
に
霊
的
な
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
　
　
代
思
想
家
で
あ
る
た
め
に
、
彼
ら
の
言
う
「
文
化
と
は
自
然
を
超
え

レ
ン
ス
キ
イ
は
幼
少
時
代
か
ら
象
徴
の
中
で
他
の
霊
的
な
世
界
が
現
　
　
た
状
態
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
も
う
少
し
深
く
考
察
す
る

れる
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
象
徴
が
彼
の
魂
に
呼
び
か
け
、
彼
は
そ
　
　
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
け

の象
徴
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
」
。
象
徴
の
中
に
霊
的
な
世
界
が
現
　
　
　
文
化
と
歴
史
を
考
え
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
イ
ブ
ン
．
ハ
ル

フ

ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
文
化
の
歴
史
的
類
型
（
ブ
ラ
ジ
ミ
ロ
ブ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
三



一
二
四

ド
ゥ
ー
ン
（
＝
二
三
二
～
一
四
〇
六
）
の
『
歴
史
』
の
時
代
か
ら
あ
っ
　
　
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
は
文
明
の
段
階
、
つ

た
。
G
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
言
語
が
文
化
を
つ
く
る
と
主
張
し
、
「
文
　
　
ま
り
啓
蒙
を
達
成
し
、
そ
れ
が
第
三
の
段
階
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

化
の
植
物
園
で
あ
っ
た
ス
キ
タ
イ
」
を
探
求
し
て
い
た
。
ま
た
彼
と
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
文
化
概
念
は
、
こ
の
伝
統
と
対
話
し
、
ま
た

ほ

ぼ同
時
代
に
活
躍
し
た
G
・
ヴ
ィ
ー
コ
（
一
六
六
入
～
一
七
四
四
）
　
　
こ
の
伝
統
に
お
け
る
文
化
概
念
に
対
す
る
反
応
で
も
あ
る
。
し
か
し

は
、
『
新
し
い
学
』
の
中
で
、
人
間
社
会
の
発
展
を
取
り
上
げ
て
い
る
　
　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
単
な
る
反
啓
蒙
主

し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
『
諸
国
民
の
風
俗
と
精
神
に
つ
い
て
』
の
中
　
　
義
の
思
想
家
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
考
え
る
啓
蒙
は
、
必
ず

で
、
知
識
の
進
歩
と
啓
蒙
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
啓
蒙
　
　
し
も
歴
史
的
な
啓
蒙
と
は
一
致
し
な
い
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
言
う

思
想
家
たち
は
、
世
界
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
見
な
す
だ
け
　
　
「
啓
蒙
」
は
、
十
五
～
十
六
世
紀
の
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
、
二
十
世
紀
初

でな
く
、
世
界
が
啓
蒙
と
い
う
目
的
に
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
　
　
頭
ま
で
の
時
代
の
宗
教
、
思
想
、
芸
術
、
科
学
な
ど
を
指
す
。

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
0
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
著
書
『
西
洋
の
没

　
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
出
身
の
哲
学
者
・
歴
史
学
者
イ
サ
ー
ク
・
イ
　
　
落
』
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
「
現
代
は
文
化
の
変
動
期
で
あ
る
」
に
同

セリ
ン
（
一
七
二
八
～
一
七
入
二
）
は
、
『
人
類
の
歴
史
に
関
す
る
哲
　
　
意
す
る
が
、
啓
蒙
時
代
の
思
想
家
た
ち
と
は
真
逆
の
こ
と
を
述
べ
て

学的
推
測
』
（
一
七
六
四
）
の
中
で
、
世
界
史
を
三
段
階
に
分
け
て
い
　
　
い
る
。
そ
れ
は
、
中
世
が
理
想
と
す
る
目
標
で
あ
っ
て
、
啓
蒙
時
代

る
。
第
一
の
段
階
は
人
類
が
未
成
年
状
態
で
あ
り
、
感
情
と
単
純
さ
　
　
は
暗
黒
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
重
要

を
所
有
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
広
い
意
味
で
の
「
東
洋
の
　
　
な
傾
向
を
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
G
・
E
・
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
人

民族
」
は
、
こ
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
。
第
二
の
段
階
は
、
古
代
　
　
類
の
教
育
』
（
一
七
入
○
）
と
、
J
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
ー
デ
ル
ン
グ

ギリ
シ
ア
人
と
古
代
ロ
ー
マ
人
が
辿
り
着
い
た
段
階
で
、
そ
こ
で
は
　
　
の
『
人
類
文
化
史
試
論
』
（
一
七
入
二
）
の
中
で
、
歴
史
的
発
展
と
い

人
類
が
未開
状
態
を
完
全
に
乗
り
越
え
て
は
い
な
い
が
、
感
情
よ
り
　
　
う
理
念
が
、
初
め
て
宗
教
的
信
仰
の
歴
史
に
採
用
さ
れ
る
。
そ
し
て

も
想
像
が
強
く
な
り
、
人
類
が
啓
蒙
を
探
求
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
　
　
こ
れ
ら
の
申
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
実
現

多
く
の
啓
蒙
時
代
の
思
想
家
た
ち
と
同
様
に
イ
セ
リ
ン
は
中
世
に
つ
　
　
す
る
た
め
の
有
力
な
手
段
と
し
て
見
な
さ
れ
た
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ

い
て
、
暗
黒
の
時
代
で
あ
る
と
し
、
理
性
が
感
情
と
想
像
を
乗
り
超
　
　
は
こ
の
文
化
を
宗
教
的
に
見
る
と
い
う
傾
向
を
受
け
継
ぎ
、
文
化
へ



の

理
解
が宗
教
的
だ
か
ら
こ
そ
、
中
世
文
化
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
　
　
り
、
西
洋
自
体
が
滅
び
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

る
に
至
る
。
そ
し
て
、
啓
蒙
的
文
化
は
反
宗
教
的
だ
と
し
て
い
る
。
　
　
る
。
面
白
い
こ
と
に
は
、
ハ
ラ
リ
も
マ
レ
ー
も
無
神
論
者
で
あ
り
な

啓
蒙的
文
化
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
文
　
　
が
ら
、
西
洋
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
文
化
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る

化に
相
当
す
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
も
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
も
、
啓
蒙
　
　
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
主
張
に
矛
盾
は
な
い
。
彼
ら
は
啓

的
文
化
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
教
文
化
は
終
焉
を
迎
え
る
だ
ろ
う
と
主
　
　
蒙
の
理
念
を
受
け
継
ぎ
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
が
ビ
ュ
ー

張す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
進
化
と
進
歩
の
段
階
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　J
・
G
・
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
人
間
史
論
』
（
一
七
入
四
）
と
ー
・
カ
ン
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
場
合
、
「
文
化
の
進
化
と
進
歩
を
否
定
し
て

ト
の
『
世
界
市
民
的
意
図
に
お
け
る
普
遍
史
の
た
め
の
理
念
』
で
は
、
　
　
い
る
」
と
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
孫
ア
ン
ド
ロ
ニ
ッ
ク
バ
ト
ル
バ
チ
ョ

ヴ
ィ
ー
コ
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
個
人
と
集
団
の
目
標
の
不
一
致
が
　
　
フ
）
神
父
は
述
べ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
二
つ
の
文
化
類
型
を
区

書
か
れ
て

おり
、
後
に
、
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
「
理
性
の
狡
智
」
と
　
　
別
し
、
「
そ
れ
ら
二
つ
の
文
化
類
型
と
は
、
中
世
的
類
型
と
啓
蒙
的
類

　
　
　
　
　
　

名
付
け
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
共
通
点
は
、
野
蛮
な
未
開
状
態
か
ら
　
　
型
で
あ
る
。
一
つ
目
の
類
型
は
有
機
的
か
つ
客
観
的
で
あ
り
、
具
体

文化
へ
の
発
展
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
そ
　
　
的
で
そ
れ
自
体
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
も
う
一
つ
は
バ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れは
西
洋
を
申
心
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
　
　
バ
ラ
で
主
観
的
で
、
抽
象
的
、
表
面
的
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

文化
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
平
等
と
人
権
の
理
念
が
基
本
に
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
古
代
末
期
と
、
ロ
シ

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
傾
向
は
、
現
在
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
の
　
　
ア
の
十
四
～
十
五
世
紀
の
時
代
に
対
し
て
深
い
愛
着
を
も
つ
こ
と
は

典
型
的
な
例
と
し
て
、
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
の
『
サ
ピ
エ
ン
　
　
有
名
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
時
代
の
神
を
中
心
と
し
た
客
観

ス

全史
　
文
明
の
構
造
と
人
類
の
幸
福
』
（
二
〇
一
一
）
と
『
ホ
モ
・
　
　
性
と
秩
序
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
銀
の

デウ
ス
　
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
サ
ピ
エ
ン
ス
の
未
来
』
（
二
〇
一
六
）
と
　
　
時
代
の
多
く
の
思
想
家
は
、
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
の
懐
古
」
に
思

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
レ
ー
『
西
洋
の
自
死
”
移
民
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
・
　
　
い
を
馳
せ
て
い
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
を
「
中
世

イ
ス
ラ
ム
』
（
二
〇
一
入
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
著
書
の
主
な
　
　
的
文
化
」
の
代
表
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ロ
レ
ン
ス

テ
ー
マ
は
、
西
洋
が
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
文
化
を
失
う
こ
と
に
よ
　
　
キ
イ
が
「
カ
ル
ト
」
と
名
付
け
る
正
教
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
相
当
す

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
文
化
の
歴
史
的
類
型
（
ブ
ラ
ジ
ミ
ロ
ブ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



一
二
六

る
機
密
と
修
行
に
、
最
も
近
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
　
　
　
（
一
）
象
徴
を
自
分
の
傲
慢
さ
、
自
慢
、
気
ま
ぐ
れ
を
鑑
み
る
人
間

思想
で
は
、
カ
ル
ト
と
「
近
い
ー
遠
い
」
関
係
に
よ
っ
て
文
化
類
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
言
う
啓
蒙
的
文
化
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま

型
が
決ま
る
。
当
然
な
が
ら
、
カ
ル
ト
と
「
近
い
1
遠
い
」
関
係
　
　
れ
る
の
か
、
そ
の
答
え
は
象
徴
と
の
接
触
の
結
果
に
あ
る
。
具
体
的

と
は
、
神
と
「
近
い
1
遠
い
」
関
係
と
も
言
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
に
は
、
象
徴
を
傲
慢
に
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
最
も
傲
慢
な
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　度
は
象
徴
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
。
し
か
し
象
徴
全
般
を
否
定
す
る

二擬
神
と
「
近
い
i
遠
い
」
の
関
係
に
つ
い
て
齪
灘
離
講
箱
粥
濡
魏
碧
潅
舳
翫

　こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
文
　
　
収
容
所
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
殉
教
者
に
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
の

化を
考
え
る
と
き
に
、
彼
独
自
の
概
念
「
類
似
」
を
用
い
る
。
類
似
　
　
人
生
の
最
も
重
要
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
罪
の
な

は
具
体
的
で
歴
史
的
な
内
容
を
有
し
て
い
る
と
同
時
に
、
何
ら
か
の
　
　
い
人
が
理
由
も
な
く
殺
さ
れ
る
こ
と
は
、
非
常
に
残
酷
な
こ
と
で
あ

理
念的
な
意
味
も
含
む
。
し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
は
こ
の
意
味
を
ど
　
　
る
。
し
か
し
、
正
教
の
思
想
家
で
あ
る
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
殉
教
者

のよ
う
に
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
　
　
に
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
思
想
に
深
い
意
味
を
も
た
せ
る
こ
と
に
な

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
象
徴
の
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
　
　
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
観
点
か
ら
見
る
と
ソ
連
文
化
は
ま
さ
に
象

の問
題
を
解
決
す
る
。
人
間
が
存
在
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
物
事
と
象
徴
　
　
徴
を
傲
慢
に
扱
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
啓

を
媒
体
に
関
係
づ
け
る
。
つ
ま
り
人
間
が
象
徴
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
　
　
蒙
的
文
化
の
悪
魔
的
な
働
き
の
被
害
者
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。

かに
よ
っ
て
、
文
化
の
類
似
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
　
　
　
先
に
引
用
し
た
コ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
と
、
人
間
が
象
徴
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
彼
の
　
　
は
、
人
間
中
心
主
義
的
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
人
間
は
、
神
、
カ
ル

神
と
の
関
係
が
「
近
い
」
か
「
遠
い
」
か
が
決
ま
る
。
こ
こ
で
二
つ
　
　
ト
、
象
徴
を
中
心
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
中
心
に
な

の

象徴
の
見
方
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
、
ど
ん
な
極
端
な
こ
と
で
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
独
立的
な
も
の
に
な
っ
て
す
べ
て
を
決
め
る
力
を
得
る
と
、
道
徳
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　相
対
的
な
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
神
か
ら
解
放
さ
れ
た
独
立
的
な



人間
が
、
道
徳
の
基
礎
や
自
分
の
人
生
の
意
味
に
出
合
う
こ
と
は
不
　
　
と
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
の
本
質
は
カ
ル
ト
申
心
主
義
を
否
定
す

可能
に
近
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
で
あ
り
、
中
心
か
ら
宗
教
を
取
り
出
し
、
そ
の
代
わ
り
に
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ロ

　当
然
な
が
ら
、
リ
オ
タ
ー
ル
な
ど
が
技
術
発
展
の
過
程
で
人
間
的
　
　
考
を
置
く
」
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
思
考
自
体
が
自
律
的
で
な
け

な
も
の
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が
、
人
間
の
啓
蒙
主
義
　
　
れ
ば
な
ら
な
い
」
し
、
カ
ル
ト
を
単
な
る
「
科
目
」
と
し
て
勉
強
す

的
な
発
展
に
つ
い
て
は
否
定
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ヒ
ュ
ー
マ
　
　
る
だ
け
に
な
る
。
彼
は
「
科
目
の
内
容
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
は
プ

ニ
ズ
ム
的
な
人
間
の
理
念
を
取
り
戻
そ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
　
　
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
領
域
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
う
。
カ
ル
ト
が
中
心

こ
が
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
と
他
の
多
く
の
現
代
の
思
想
家
た
ち
と
の
　
　
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
正
道
か
ら
外
れ
た
正
教
、
つ
ま
り
プ
ロ
テ
ス
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
　

明
ら
か
な
相
違
点
で
あ
る
。
彼
は
現
在
の
人
間
の
有
り
よ
う
の
原
因
　
　
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」
と
批
判
す
る
。

が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
始
ま
っ
た
主
観
主
義
と
心
理
主
義
に
あ
る
と
　
　
　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
す
る
一
般
的
な
理
解
は
、
聖
書
の
学
び
で

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
宗
教
、
芸
術
、
科
学
、
思
想
な
　
　
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
学
的
な
特
徴
と
も
言
え

ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
観
　
　
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
宗
教
的
儀
式
で
あ
る
カ
ル
ト
を
学
に
す

点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
大
粛
清
、
　
　
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
主
義
の
原
因
は
啓
蒙
に
あ
り
、
具
体
的
に
は
神
を
　
　
で
い
る
。
さ
ら
に
、
カ
ル
ト
を
学
に
し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
に
も
、

否
定
し
た
人
間
中
心
主
義
に
あ
る
。
こ
の
人
間
中
心
主
義
が
神
学
、
　
　
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
疑
問
に
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
カ
ル
ト

哲学
、
芸
術
の
形
を
取
っ
て
も
そ
の
内
容
自
体
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
　
，
を
学
の
対
象
、
ま
た
学
そ
の
も
の
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
答
え
て
い

し
て
そ
の
内
容
は
当
然
、
神
、
カ
ル
ト
、
象
徴
を
否
定
す
る
と
い
う
　
　
る
。
そ
れ
が
例
え
ば
正
教
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
形
式
的
な
正
教
で

も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
現
代
の
正
教
の
神
学
校
で
実
　
　
あ
っ
て
、
中
身
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
警
告

施さ
れ
る
宗
教
教
育
は
、
根
本
的
に
正
し
く
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
　
　
す
る
。
そ
し
て
学
が
中
心
に
な
る
と
、
思
考
そ
の
も
の
が
中
心
に

れは
、
神
学
校
で
は
「
神
学
の
諸
分
野
で
あ
る
教
義
学
、
倫
理
神
学
　
　
な
っ
て
し
ま
う
と
付
け
加
え
て
い
る
。
思
考
自
体
が
自
律
的
な
も
の

な
ど
」
が
開
講
さ
れ
る
と
そ
れ
は
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
形
を
あ
　
　
で
あ
る
た
め
、
自
律
し
た
思
考
が
カ
ル
ト
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う

ら
か
じ
め
定
め
て
し
ま
う
」
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
　
　
点
が
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
思
考
が
カ
ル
ト

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
文
化
の
歴
史
的
類
型
（
ブ
ラ
ジ
ミ
ロ
ブ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



一
二

八

から
解
放
さ
れ
、
人
間
が
無
宗
教
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
現
　
　
外
の
宗
教
と
の
違
い
を
示
す
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
啓
蒙
の
主
な

代
に

お

い
て
、
我
々
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
思
考
　
　
傾
向
の
一
つ
が
、
学
的
に
宗
教
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
フ

が完
全
に
独
立
し
、
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
の
す
べ
て
の
問
題
が
　
　
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
そ
れ
に
つ
い
て
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ぶ
る
」
こ
と

自
然
科
学
の
発
展
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
現
代
人
は
期
待
し
て
　
　
と
名
付
け
、
人
間
の
傲
慢
さ
を
表
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

いる
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
ト
が
何
か
を
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
何
か

　
　我
々
の
時
代
の
科
学
者
た
ち
は
、
こ
う
言
い
た
い
、
「
宗
教
は
、
　
　
　
　
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
れ
が
カ
ル
ト
に
つ
い
て
プ
ロ

　
　今
の
時
代
に
と
っ
て
現
代
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
　
　
　
　
テ
ス
タ
ン
ト
の
典
型
的
な
解
釈
で
あ
り
、
つ
ま
り
秘
儀
で
は
な

　
　う
で
あ
る
か
ら
、
現
代
も
宗
教
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
。
そ
　
　
　
　
く
永
遠
に
終
わ
ら
な
い
説
教
・
講
義
で
あ
る
）
も
の
で
あ
る
の

　
　
れを
正
直
に
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
現
代
を
代
表
す
る
者
と
し
　
　
　
な
ら
、
ま
た
は
通
訳
者
が
い
な
け
れ
ば
何
も
教
え
る
こ
と
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　
　て
、
宗
教
に
開
戦
を
宣
言
し
な
さ
い
。
誰
が
勝
利
す
る
の
か
見
　
　
　
　
き
な
い
の
な
ら
、
重
要
な
の
は
カ
ル
ト
で
は
な
く
、
通
訳
者
だ
。

　
　
て

みま
し
ょ
う
。
人
類
と
同
じ
く
ら
い
古
い
も
の
で
、
ど
の
時
　
　
　
も
ち
ろ
ん
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
け
を
標
的
に

　
　代
と
も
離
れ
て
い
る
も
の
、
世
界
と
離
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
　
　
し
、
悪
者
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
が
正
教
に
お
け
る
「
プ
ロ

　
　宗
教
が
勝
利
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
永
遠
に
流
れ
て
い
る
「
現
　
　
テ
ス
タ
ン
ト
ぶ
る
」
こ
と
も
批
判
す
る
。
こ
こ
で
言
う
プ
ロ
テ
ス
タ

　
　代
」
、
目
標
を
達
成
す
る
前
に
そ
の
目
標
を
諦
め
て
し
ま
う
「
現
　
　
ン
ト
は
、
一
つ
の
類
型
で
あ
る
。
同
様
に
、
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
も
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

　
　代
」
が
勝
利
す
る
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
し
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
よ
う
に
宗
教
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
本
質
と
は
、
人
間

　
二～
三
世
紀
の
聖
師
父
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
　
　
が
人
間
の
た
め
に
つ
く
る
舞
台
劇
な
の
で
あ
る
。

る
と
、
我
々
が
神
を
知
る
唯
一
の
方
法
は
、
神
は
何
で
な
い
か
を
知
　
　
　
　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
式
が
秘
儀
で
は
な
く
、
見
世
物
、
演
劇
化
さ

る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
　
　
　
れ
た
主
の
苦
難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
儀
式
の
特
徴
が
き
て
い

る
否
定
神
学
（
ア
ポ
フ
ァ
テ
ィ
ッ
ク
・
テ
オ
ロ
ジ
ー
）
が
誕
生
し
、
　
　
　
　
る
。
ま
ず
、
す
べ
て
が
公
に
な
り
、
見
ら
れ
る
た
め
に
行
っ
て

現
代に
至
る
ま
で
否
定
神
学
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
正
教
と
そ
れ
以
　
　
　
　
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
は
用
い
な
い
。
み
な



　
　
がす
べ
て
を
観
察
す
る
た
め
に
、
祭
壇
は
見
世
物
に
さ
れ
る
。
　
　
な
る
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
。
現
代
人
は
何
を
つ
く
っ
て
も
よ
い

　
　行
い
の
す
べ
て
が
、
大
勢
の
人
々
の
前
で
行
わ
れ
る
。
祭
壇
は
　
と
考
え
る
。
「
私
は
自
分
の
世
界
を
つ
く
る
」
、
こ
れ
こ
そ
が
近
代
思

　
　舞
台
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
効
果
、
身
振
り
、
祭
祀
の
　
　
想
、
近
代
人
の
中
心
的
な
考
え
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
言
う

　
　
練習
が
き
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
秘
密
（
プ
ロ
ス
コ
ミ
デ
ィ
ア
）
　
　
「
つ
く
る
こ
と
」
と
は
、
そ
の
人
の
頭
の
中
に
し
か
な
い
も
の
で
あ
り
、

　
　
であ
る
リ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
（
正
教
会
の
奉
神
礼
）
の
す
べ
て
の
部
　
　
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
や
映
画
は
も

　
　
分
が
破
壊さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
正
教
の
儀
式
は
舞
台
劇
で
　
　
ち
う
ん
、
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
も
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
　は
な
く
、
天
使
の
た
め
の
聖
な
る
秘
儀
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
、

　
フ

ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
啓
蒙
的
文
化
の
主
観
主
義
的
、
心
理
主
義
に
　
　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
我
々
の
人
生
に
お
い
て
、
大
き
な
力
を
も
つ
も
の

つ
いて
、
「
イ
コ
ン
が
我
々
を
助
け
る
、
イ
コ
ン
が
我
々
を
美
し
く
す
　
　
で
あ
る
。
人
間
が
自
動
車
を
つ
く
り
そ
れ
に
乗
っ
て
旅
を
す
る
こ
と

る
、
神
の
名
前
が
…
…
、
祈
り
が
…
…
、
機
密
が
…
…
な
ど
で
は
な
　
　
が
、
我
々
の
時
代
の
ブ
イ
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス

く
、
逆
に
我
々
は
イ
コ
ン
を
美
し
く
し
て
い
る
、
我
々
は
名
前
に
名
　
　
キ
イ
は
自
動
車
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
り

誉
を
与
え
る
、
我
々
は
機
密
の
真
の
意
味
を
生
ま
れ
さ
せ
る
」
と
述
　
　
れ
ば
、
「
自
動
車
の
運
転
手
の
心
理
は
、
普
段
、
極
端
に
反
教
会
的
で

べる
。
近
代
の
思
想
家
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
人
々
も
人
生
の
意
　
　
あ
る
。
一
方
、
彼
ら
の
迷
信
は
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
。
現
代
社

味
を
探
求
す
る
こ
と
を
諦
め
て
は
い
な
い
。
し
か
し
中
世
の
人
々
と
　
　
会
の
ア
メ
リ
カ
化
に
突
き
進
む
と
と
も
に
、
悪
魔
や
サ
バ
ト
（
魔
女
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

は
違
い
、
現
代
人
は
象
徴
を
中
心
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
自
分
た
　
　
と
の
契
約
が
可
能
に
な
る
中
世
が
、
再
び
蘇
る
」
。

ち
を
中
心
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
中
心
主
義
の
考
え
に
よ
る
　
　
　
こ
れ
が
悪
魔
の
誤
魔
化
し
の
力
だ
と
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
言
う
。

と
、
人
間
が
世
界
に
、
そ
し
て
当
然
、
象
徴
に
意
味
を
与
え
る
の
で
　
　
一
時
的
に
は
便
利
で
も
、
神
、
カ
ル
ト
、
象
徴
を
否
定
す
る
こ
と
に

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
っ
て
、
人
間
は
最
終
的
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
滅
び
行
く
。
し
か
し

　
フ

ロ
レ
ン
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
近
代
の
思
想
家
は
近
代
の
主
観
主
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
主
張
に
よ
る
と
、
人
聞
が
象
徴
を
通
し
て
カ
ル

義
の
奴
隷
で
あ
り
、
我
々
の
時
代
に
も
言
わ
れ
て
い
る
解
放
と
は
、
　
　
ト
に
参
加
す
る
だ
け
で
変
容
と
救
済
の
希
望
が
可
能
に
な
っ
て
く
る

社
会に
お
い
て
も
宗
教
に
お
い
て
も
単
な
る
見
せ
か
け
で
あ
り
、
単
　
　
と
い
う
。

フ

ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
文
化
の
歴
史
的
類
型
（
ブ
ラ
ジ
ミ
ロ
ブ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
九
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（
二
）
カ
ル
ト
の
象
徴
と
人
間
の
変
容
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
は
、
自
分
の
体
内
に
、
ワ
イ
ン
を
吸
っ
た
パ
ン
を
食
べ
た
に
過
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
り

　
『
真
理
と
柱
の
基
礎
』
の
冒
頭
部
分
で
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
教
会
　
　
な
い
。

と
は
何
な
の
か
を
考
え
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
啓
蒙
的
世
界
観
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ぶ
る

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
正
教
、
ま
た
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
　
　
世
界
観
と
し
て
解
釈
し
た
。
そ
の
逆
の
思
想
は
カ
ル
ト
を
肯
定
す
る

あ
る
教
会
を
、
論
理
的
な
定
義
で
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
　
　
と
い
う
考
え
を
も
ち
、
そ
れ
は
正
教
的
・
中
世
的
文
化
の
姿
で
あ
る
。

であ
る
。
が
、
そ
れ
で
も
何
ら
か
の
定
義
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
カ
ル
ト
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
変
容
と
救
済
の
道
を
歩
む
と
い
う
意

いな
ら
、
教
会
と
は
、
修
行
者
た
ち
が
修
行
の
申
で
出
合
う
美
し
さ
　
　
味
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
自
身
の
こ
と
を
、
知
識
人
の
問
の

であ
る
と
、
彼
は
言
う
。
こ
の
美
し
さ
が
歴
史
に
実
際
存
在
す
る
正
　
　
宣
教
師
だ
と
意
識
し
て
い
る
。
人
々
の
た
め
の
救
済
活
動
を
す
る
こ

教会
の
中
で
、
聖
師
父
た
ち
の
行
っ
て
い
る
儀
式
と
修
行
に
参
加
す
　
　
と
が
、
正
教
の
教
え
と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
、
正
教
の
修
行
者
が
自

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
変
容
と
救
済
の
希
望
を
保
証
し
て
く
　
　
分
た
ち
の
修
行
に
お
い
て
、
自
分
自
身
だ
け
で
な
く
一
切
の
被
造
物

れる
。
正
教
会
の
最
も
中
心
的
な
と
こ
ろ
は
機
密
で
あ
る
。
ま
た
、
　
　
の
神
格
化
を
手
伝
う
こ
と
で
、
救
済
と
繋
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
信

正
教的
・
中
世
的
文
化
は
機
密
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
。
そ
の
機
　
　
じ
ら
れ
て
い
る
。

密
と
は
「
目
に
見
え
る
地
上
の
も
の
の
裏
に
隠
さ
れ
た
目
に
見
え
な
　
　
　
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
『
逆
遠
近
法
』
の
申
で
、
中
世
的
文
化
と
啓

い
天国
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
「
信
仰
の
決
定
　
　
蒙
的
文
化
の
空
間
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
中
世
は
模
倣
を
創
造

的
で
最
重
要
の
戦
い
と
は
、
機
密
の
研
究
で
あ
る
」
と
い
う
。
信
者
　
　
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
象
徴
を
創
造
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
啓

は
機
密
に
参
加
を
す
る
と
、
そ
れ
は
被
造
物
の
神
格
化
と
変
容
の
始
　
　
蒙
的
文
化
は
現
実
の
演
劇
的
な
模
倣
を
創
造
し
て
い
る
の
で
、
フ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
レ
リ

ま
り
で
あ
り
、
機
密
は
「
神
の
温
か
さ
が
広
が
る
暖
炉
」
で
あ
る
。
　
　
レ
ン
ス
キ
イ
は
そ
れ
を
ト
リ
ッ
ク
と
名
付
け
る
。
啓
蒙
的
文
化
が
中

　
一
方
、
啓
蒙
的
文
化
で
は
、
「
機
密
は
単
な
る
儀
式
、
よ
く
言
え
ば
、
　
　
世
的
文
化
に
つ
い
て
、
「
空
間
に
対
す
る
理
解
が
な
い
」
と
非
難
す
る
。

機
密は
像
、
思
い
出
さ
せ
る
も
の
、
記
号
」
で
あ
る
。
も
し
洗
礼
を
　
　
啓
蒙
的
文
化
が
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
を
組
織
す
る
こ
と
に
対
し
、

受
け
て
も
、
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
何
も
新
し
い
も
の
　
　
申
世
的
空
間
は
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
空
間
、
相
対
性
理
論
的

は
得
ら
れ
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
言
う
よ
う
に
尊
体
尊
血
を
受
け
る
　
　
な
曲
が
っ
た
空
間
、
裏
返
さ
れ
た
空
間
を
組
織
す
る
こ
と
で
誕
生
す



る
。
こ
の
二
つ
の
類
型
が
異
な
っ
た
空
間
を
創
造
す
る
理
由
は
、
象
　
　
　
　
一
方
、
近
代
の
哲
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
古
代
哲
学
に
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

徴
と
の
関
係
の
違
い
に
あ
る
。
十
五
～
十
六
世
紀
の
画
家
た
ち
は
宗
　
　
　
　
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教的
な
話
題
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

黙
纐
繍
蒲
韓
蕊
野
聖
驚
黙
繍
　
結
語
　
　
　
　
臼

代
で
あ
っ
て
、
ま
る
で
恐
怖
と
迷
信
の
時
代
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
　
　
　
本
稿
で
は
、
文
化
と
は
何
か
を
考
察
し
た
。
文
化
と
は
人
間
の
地

わ

れ
て

いた
。
ま
た
そ
れ
は
申
世
を
統
治
し
て
い
た
宗
教
と
封
建
主
　
　
球
上
で
の
活
動
の
こ
と
を
指
し
、
思
想
家
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
の
意

義
の
結
果
で
あ
る
と
も
さ
れ
た
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
誇
り
を
も
っ
　
　
味
は
様
々
で
あ
る
。
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
多
く
の
思
想
家
と
同
様

て
、
「
中
世
に
は
真
の
文
化
の
大
河
が
流
れ
、
そ
の
真
の
文
化
が
自
分
　
　
に
、
我
々
の
時
代
は
変
換
期
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
変
換
期
の
意
味

の学
、
芸
術
、
政
治
制
度
な
ど
、
文
化
に
属
す
る
も
の
す
べ
て
を
も
っ
　
　
が
悪
魔
と
の
契
約
を
し
、
宗
教
を
捨
て
る
の
か
、
も
し
く
は
変
容
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
り

て

いる
」
と
宣
言
す
る
。
つ
ま
り
、
啓
蒙
以
来
、
中
世
に
つ
い
て
暗
　
　
救
済
の
道
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
的
な
選
択
で

黒時
代
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
そ
れ
を
完
全
　
　
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
啓
蒙
的

に
否
定
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
想
家
に
異
を
唱
え
る
。
啓
蒙
的
文
化
は
人
間
を
中
心
と
し
、
物
事

　こ
れ
を
読
む
と
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
が
現
代
に
お
け
る
中
世
の
イ
　
　
を
学
に
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
人
間
が
す
べ
て
の
唯
一
の
基
準

デオ
ロ
ー
グ
だ
と
分
か
る
。
彼
は
政
治
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
取
り
上
　
　
で
あ
る
の
な
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
大
粛
清
や
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
い
つ

げ
な
い
が
、
彼
の
文
化
論
こ
そ
が
彼
の
政
治
的
遺
産
だ
と
言
え
る
。
　
　
で
も
起
之
り
得
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
ニ

フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
は
、
今
の
啓
蒙
的
文
化
が
い
つ
か
終
焉
す
る
こ
と
　
　
度
と
起
こ
せ
さ
せ
な
い
、
さ
ら
に
人
間
の
霊
的
な
変
容
と
救
済
の
道

を
教
え
て
く
れ
、
「
新
し
い
中
世
の
時
代
」
の
誕
生
も
予
言
し
て
い
る
。
　
　
を
開
く
た
め
に
、
我
々
は
宗
教
を
中
心
と
し
た
新
中
世
時
代
を
証
言

　
　
未
来
の

人
生観
を
理
解
す
る
た
め
に
、
原
点
に
戻
ら
な
け
れ
ば
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
の
理
想
と

　
　な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
中
世
的
人
生
観
、
西
洋
の
中
世
も
で
あ
　
　
す
る
世
界
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
結
論
が
独
特
な
も
の
で
あ
り
、
文
化

　
　る
が
、
特
に
東
洋
の
中
世
の
原
点
に
戻
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
　
概
念
を
理
解
し
て
い
く
上
で
、
と
て
も
興
味
深
い
解
釈
で
あ
る
。
そ

フ

ロ

レ

ン

スキ
イ
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
文
化
の
歴
史
的
類
型
（
ブ
ラ
ジ
ミ
ロ
ブ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
＝



＝
二
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