
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
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金
子
　
晴
勇

1
ー
ル
タ
ー
生
誕
五
百
年
の
記
念
に
i

は
じ
め
に

　
　
　
ル
タ
ー
は
オ
ッ
カ
ム
を
指
し
て
「
私
の
敬
愛
す
る
師
」
（
ヨ
O
博
ロ
　
一
一
Φ
げ
①
㎏
ζ
O
一
u
昏
け
①
同
）
と
し
ぼ
し
ば
呼
ん
で
い
る
の
み
な
ら
ず
（
≦
》
’
ω
O
鍔

　
　
ω
O
ρ
H
O
い
ω
O
押
爵
ρ
卜
。
評
≦
｝
↓
§
卜
。
層
㎝
日
9
①
）
、
「
私
は
オ
ッ
カ
ム
派
に
属
し
て
い
る
」
（
ω
雌
讐
。
三
ヨ
0
8
帥
巨
＄
o
猷
。
葭
δ
鼠
ω
●
≦
〉
．

　
　
①
》
8
ρ
H
H
）
と
も
語
っ
て
い
る
。
彼
は
大
学
に
お
い
て
も
、
修
道
院
付
属
の
神
学
校
に
お
い
て
も
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
教
育
を
受
け
て
い
る
。

　
　
こ
の
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
が
宗
教
改
革
の
指
導
老
に
と
り
、
同
時
に
超
克
す
べ
き
課
題
と
し
て
も
立
て
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ル
タ
ー
に

　
　
よ
り
受
容
さ
れ
て
い
る
そ
の
優
れ
た
内
容
よ
り
も
、
彼
が
苦
闘
し
て
克
服
し
た
問
題
性
の
方
が
、
歴
史
の
前
景
に
現
わ
れ
て
こ
ざ
る
を
得

　
　
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
点
に
お
い
て
最
近
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ル
タ
ー
研
究
者
た
ち
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
こ
の
伝
統
を
理
解
す
る
さ
い
に
同
じ
傾
向
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
優
れ
た
思
想
を
全
く
無
視
し
て
ル
タ
ー

　
　
は
非
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
下
に
教
育
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
不
幸
な
星
の
下
に
生
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
エ

　
　
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
立
場
か
ら
ル
タ
ー
研
究
を
行
な
う
場
合
も
同
様
で
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
オ
ヅ
カ
ム
主
義
が
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会
と
の
分
裂

　
　
を
引
き
起
こ
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
ル
タ
ー
は
ト
マ
ス
の
『
神
学
大
全
』
を
修
学
時
代
に
学
ん
だ
形
跡
は
な
く
、
主
と
し

　
　
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ピ
ー
ル
の
影
響
下
に
立
つ
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
、
そ
の
指
導
の
下
に
オ
ッ
カ
ム
や
ビ
ー
ル
の
研
究
に
従
事
し
、

　
　
当
時
起
っ
て
き
た
ト
マ
ス
主
義
者
た
ち
か
ら
の
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
対
す
る
批
判
も
知
ら
な
い
ま
ま
に
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
を
受
容
し
て
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六
一



　
　
　
　
　
　
折
口
営
ず
研
究
　
第
五
百
四
十
七
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

30
6
　
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
の
修
道
会
に
属
し
て
い
た
か
ら
、
修
道
会
の
神
学
と
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
学
ん
で

　
　
い
る
。
当
時
リ
ミ
ニ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
に
立
っ
て
お
り
、
こ
の
影
響
が
ル
タ
ー
に
及
ん
で
い
る
た
め
、
「
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
若
き
ル
タ
ー
に
と
り
ア
ウ
グ
ス
テ

　
　
ィ
ヌ
ス
主
義
よ
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
影
響
の
方
が
重
要
で
あ
っ
て
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
彼
が
エ
ル
フ
ル
ト
の
『
命
題

　
　
集
』
注
解
時
代
に
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
引
用
に
よ
っ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
注
目
し
、
い
く
つ
か
の
著
作
を
忌
み
は
じ
め
、

　
　
『
ロ
：
マ
書
講
解
』
に
お
い
て
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
論
駁
し
て
い
る
諸
著
作
を
参
照
し
な
が
ら
彼
の
信
仰
義
士

　
　
論
を
確
立
し
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
行
為
義
認
を
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
と
し
て
退
け
る
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
ル
タ
ー
の
若
き
時
代
に
お
け
る
宗
教
的
苦
闘
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
行
為
義
認
か
ら
直
接
生
じ
た
と
い
う
よ
り
も
、
宗

　
　
教
生
活
の
発
端
を
な
し
て
い
る
死
の
問
題
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
死
の
問
題
を
解
決
し
よ
う

　
　
と
し
て
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
精
神
に
し
た
が
っ
て
求
道
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ビ
ー
ル
の
説
く
義
認
の
た
め
の
準
備
は
役
立
た
ず
、

　
　
彼
は
恩
恵
の
そ
そ
ぎ
を
受
け
た
と
の
確
信
に
い
た
る
こ
と
な
く
、
良
心
の
平
字
も
得
ら
れ
な
い
で
、
か
え
っ
て
自
己
の
罪
に
絶
望
す
る
の

　
　
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
た
め
に
オ
ッ
カ
ム
主
義
は
彼
に
と
り
全
く
無
意
義
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
む
し
ろ
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
自
由
観
や
自
由
意
志
の
学
説
に
彼
も
近
代
人
と
し
て
共
鳴
し
、
積
極
的
に
こ
の
伝
統
を
受
容
し
な
が

　
　
ら
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
達
成
で
き
な
い
救
済
を
信
仰
に
よ
っ
て
経
験
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
オ
ッ
カ
ム
の
意
志

　
　
論
か
ら
一
般
的
道
徳
の
領
域
に
お
け
る
意
志
の
自
律
と
し
て
の
自
由
お
よ
び
行
為
の
生
産
的
動
力
因
と
し
て
の
能
力
を
学
び
と
っ
て
い
る

　
　
が
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
神
と
の
関
係
に
ま
で
拡
大
し
た
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
誤
認
論
と
対
決
し
、
宗
教
改
革
の
「
信
仰
に
よ
る
の
み
し

　
　
（
ω
O
一
p
Ω
　
崩
一
匹
Φ
）
の
原
理
を
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
彼
の
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
対
す
る
態
度
は
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

　
　
か
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
受
容
と
否
定
す
る
批
判
と
が
同
時
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
オ
ッ
カ
ム
主
義
が
非
カ
ト

　
　
リ
ッ
ク
的
で
あ
る
こ
と
が
論
証
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
ル
タ
ー
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
は
改
善
さ
れ
る
も
の
で



は
な
い
。
実
際
、
彼
自
身
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
彼
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
主
義
を
自
己
自
身
で
徹
底
的
に
生
き
ぬ
い
て
こ

そ
、
そ
れ
を
批
判
的
に
超
克
し
得
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
哲
学
と
神
学
と
の
関
係
に
対
し
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

オ
ッ
カ
ム
に
発
す
る
両
老
の
分
離
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
神
学
を
哲
学
か
ら
解
放
し
、
純
粋
な
福
音
の
教
義
を
確
立
す
る
に
い
た

っ
て
い
る
。
実
際
、
オ
ッ
カ
ム
こ
そ
ス
コ
ラ
神
学
者
の
だ
れ
よ
り
も
信
仰
の
主
体
性
を
重
ん
じ
、
神
学
を
意
志
の
主
体
に
集
中
さ
せ
、
神

学
の
中
心
に
神
の
全
能
と
人
聞
の
罪
や
功
績
と
の
関
係
を
闘
う
伝
統
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
伝
統
に
立
っ
て
は
じ
め
て
以
前
に

は
予
想
だ
に
で
き
な
か
っ
た
実
存
的
な
救
済
の
問
い
が
惹
き
起
こ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
意
志
の
問
題
に
入
る
前
に
、
オ

ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
に
立
つ
ル
タ
ー
が
哲
学
と
神
学
と
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
か
を
ま
ず
考
察
し
、
次
に
そ
の
中
で
も
中
心
的
主

題
で
あ
る
意
志
の
問
題
に
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。
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オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
は
ル
タ
ー
に
よ
り
神
学
を
哲
学
か
ら
分
離
す
る
方
向
で
受
容
さ
れ
、
そ
の
傾
向
が
徹
底
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ

の
点
で
彼
は
エ
ラ
ス
ム
ス
と
全
く
対
立
し
て
い
る
。
一
五
〇
三
年
忌
出
版
さ
れ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
兵
士
の
提
要
』
（
守
。
ゲ
三
象
§
慧
一
三
。
・

。
ぽ
韓
ド
乱
）
の
な
か
で
エ
ラ
ス
ム
ス
は
神
学
と
哲
学
と
の
一
致
に
お
い
て
真
理
を
捉
え
、
パ
ウ
ロ
と
プ
ラ
ト
ン
と
の
総
合
を
試
み
て
い
る
。

こ
こ
に
フ
ィ
チ
ー
ノ
以
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
の
み
な
ら
ず
、
ト
マ
ス
に
見
ら
れ
る
総
合
的
思
惟
と
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
る
に
ル
タ
ー
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
哲
学
と
神
学
と
の
総
合
を
目
論
む
神
学
体
系
を
解
体
し
、
両
老
の
境

界
を
厳
し
く
見
守
る
伝
統
の
中
で
思
索
を
開
始
し
て
い
る
。

　
ル
タ
ー
は
修
道
士
と
な
っ
て
か
ら
修
道
会
付
属
の
神
学
校
で
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ビ
ー
ル
の
弟
子
た
ち
か
ら
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
教
育
を
受
け

る
こ
と
に
よ
り
、
神
学
を
哲
学
か
ら
分
離
し
て
考
え
始
め
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
微
候
は
彼
の
二
五
歳
の
時
に
友
人
宛
て
に
書
い
た
手
紙

の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
当
時
彼
は
修
道
会
か
ら
派
遣
さ
れ
て
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
を
週
に
四
回

　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

も
講
読
し
、
神
学
部
で
は
神
学
の
研
究
に
従
事
し
、
哲
学
と
神
学
と
を
同
時
に
研
究
し
た
た
め
、
両
者
に
対
し
い
か
な
る
態
度
を
と
る
べ

き
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
神
の
恵
み
に
よ
り
す
べ
て
順
調
に
行
っ
て
い
る
が
、
研
究
は
困
難
で
あ
り
、
と
く
に

哲
学
の
研
究
は
苦
し
い
し
と
、
そ
の
手
紙
で
述
べ
て
か
ら
、
神
学
の
方
に
代
わ
り
た
い
と
の
希
望
を
も
ら
し
、
「
と
り
わ
け
、
ク
ル
ミ
の

中
の
芯
、
小
麦
の
胚
珠
、
骨
の
髄
を
探
求
す
る
よ
う
な
神
学
の
方
に
代
わ
り
た
い
」
と
語
っ
て
い
る
（
ぐ
雫
》
。
一
W
H
。
押
　
同
刈
り
《
O
中
。
）
。
彼
は
こ

の
頃
冨
。
8
冨
9
。
器
螢
窪
窪
ω
の
学
位
を
取
得
し
た
た
め
教
養
部
に
お
け
る
仕
事
が
い
っ
そ
う
増
え
、
さ
ら
に
神
学
部
で
も
聖
書
の
講
義

に
た
ず
さ
わ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
も
い
っ
そ
う
高
ま
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
彼
が
希
望
を
述
べ
て
哲
学
か
ら
代

r
わ
り
た
い
と
い
う
神
学
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
神
学
で
あ
っ
て
、
彼
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
、
か
つ
て
エ
ル
フ
ル
ト
で
学
ん
だ
オ
ッ
カ
ム

主
義
の
偉
大
な
解
釈
者
ト
ル
ー
ト
フ
ェ
ッ
タ
ー
に
再
会
し
た
こ
と
も
そ
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
願
い
は
や
が
て
か
な
え
ら
れ
て
彼
は
聖
書
学
の
教
授
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
初
期
の
聖
書
講
解
で
は
オ
ッ
カ

ム
主
義
が
克
服
さ
れ
、
彼
自
身
の
思
想
が
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
み
ら
れ
る
神
学
と
哲
学
と
の
分
離
か
ら
い
っ
そ
う
発
展
し
、
神
学
の
哲
学
に

対
す
る
戦
い
と
そ
の
支
配
か
ら
の
解
放
の
方
向
に
進
展
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
の
中
で
「
私
は
哲
学
に
対
す
る
呪
い

と
聖
書
に
対
す
る
勧
告
と
い
う
こ
の
恭
順
を
主
に
負
う
て
い
る
と
信
じ
る
。
…
…
こ
の
私
は
多
年
に
わ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
研
究
に
身
を
磨

り
つ
ぶ
し
…
…
そ
れ
が
虚
栄
と
破
滅
と
に
導
く
研
究
で
あ
る
と
知
る
に
い
た
っ
た
」
（
ぐ
引
》
●
　
α
①
り
　
G
◎
刈
H
り
　
日
刈
鞭
●
）
と
語
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

哲
学
を
反
駁
し
打
倒
す
る
た
め
に
の
み
、
そ
の
誤
謬
を
も
知
る
必
要
が
あ
る
と
彼
は
続
け
て
述
べ
て
い
る
。

　
哲
学
に
対
す
る
反
抗
的
態
度
は
ト
マ
ス
主
義
か
ら
は
最
も
遠
く
、
哲
学
と
神
学
と
の
仲
間
関
係
を
引
き
裂
く
傾
向
に
あ
っ
た
オ
ッ
カ
ム

主
義
の
中
か
ら
発
展
し
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
オ
ッ
カ
ム
に
始
ま
る
哲
学
と
神
学
と
の
分
離
は
、
一
方
で
は
哲
学
的
思
惟
の
自
律
性

の
獲
得
と
、
他
方
で
は
神
学
に
対
す
る
純
粋
な
宗
教
感
情
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ル
タ
ー
の
哲

学
に
対
す
る
攻
撃
は
、
哲
学
と
神
学
と
を
区
別
し
な
い
で
混
同
す
る
傾
向
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
律
法
と
福
音
、
し
た
が
っ
て

道
徳
と
宗
教
と
を
区
別
す
る
こ
と
の
な
か
に
彼
の
神
学
的
思
惟
が
運
動
す
る
よ
う
に
、
混
同
を
排
斥
し
、
分
離
す
る
こ
と
の
な
か
に
オ
ッ
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カ
ム
主
義
者
と
し
て
の
思
索
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
最
初
期
の
欄
外
注
記
に
「
嘘
つ
き
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」

（｛

宸
ﾑ
ロ
一
四
け
O
『
　
＞
H
陣
ロ
リ
け
O
斤
Φ
一
Φ
o
ウ
　
芝
》
．
　
㊤
層
　
鱒
G
Q
冒
　
刈
）
と
攻
撃
を
加
え
て
い
て
も
、
実
際
は
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
と
一
致
し

な
く
は
な
い
、
と
い
っ
た
恥
し
ら
ず
の
ナ
ン
セ
ン
ス
」
（
一
げ
一
α
こ
　
鱒
“
》
　
卜
∂
ω
融
●
）
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
と
の
混
同
を
彼
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

し
か
る
に
初
期
の
著
作
、
た
と
え
ぽ
『
ロ
ー
マ
年
魚
解
』
を
注
意
し
て
読
む
と
分
か
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
概
念
を
用
い
て

信
仰
の
運
動
を
説
明
し
て
い
る
の
で
（
o
『
．
　
≦
》
．
O
①
曜
　
ω
刈
一
”
　
卜
∂
融
∴
　

蒔
幽
ト
ユ
”
　
目
ゑ
．
）
、
哲
学
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
態
度
は
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、

決
し
て
拒
否
の
み
を
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
ル
タ
ー
は
哲
学
の
領
域
と
神
学
の
領
域
を
区
別
し
、
経
験
的
に
知

覚
し
う
る
人
間
と
そ
の
諸
関
係
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
解
明
し
て
お
り
、
神
学
の
領
域
に
か
か
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
彼
を
肯
定
的
に
評

価
し
、
そ
の
概
念
も
使
用
す
る
が
、
ス
コ
ラ
神
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
誤
っ
て
神
学
に
適
応
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
対
し
て
は
否
定
的

に
か
か
わ
り
批
判
を
加
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
哲
学
は
人
間
の
自
然
的
経
験
を
問
題
に
し
、
神
学
は
聖
書
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
と

信
仰
を
問
題
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ
人
間
や
世
界
を
扱
っ
て
い
て
も
哲
学
と
神
学
と
で
は
思
考
の
範
疇
を
異
に
し
て
お
り
、
ア
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ト
テ
レ
ス
の
範
疇
論
や
原
因
説
と
は
原
理
的
に
相
違
し
た
神
学
的
範
疇
を
ル
タ
ー
は
区
別
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
哲
学
と
神
学
と
の
区
別
に
つ
い
て
学
問
的
に
討
論
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
提

題
集
お
よ
び
小
贔
を
参
照
し
て
み
た
い
。

　
e
　
『
哲
学
老
の
書
物
は
神
学
に
役
立
つ
か
役
立
た
な
い
か
に
つ
い
て
の
討
論
の
結
論
』
（
O
。
ロ
色
邑
。
器
馨
冨
。
欝
嵩
侍
Φ
吻
為
謬
一
ぴ
誌
筈
出
。
。
。
。
・

9
。
議
ヨ
ω
葺
餌
艶
①
。
・
鎧
二
口
¢
巳
。
ω
。
。
畠
ひ
8
δ
α
Q
一
§
口
㎝
δ
）
と
い
う
極
め
て
短
い
提
題
集
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
最
初
の
提
題
は
「
聖

な
る
神
学
は
、
た
と
え
神
的
な
霊
感
に
よ
る
教
え
で
あ
っ
て
も
、
伝
統
の
文
学
や
言
語
と
相
容
れ
が
た
い
も
の
で
は
な
い
」
（
≦
＞
G
①
》
・
。
P

鋒
）
と
主
張
し
、
続
い
て
神
学
の
育
成
の
た
め
に
「
文
法
学
」
（
σ
q
同
二
日
P
瞥
P
⇔
け
図
O
鋤
）
が
と
り
わ
け
役
立
つ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
第
三

提
題
で
は
「
そ
れ
ゆ
え
、
教
会
の
博
士
た
ち
が
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
術
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ

　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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折
口
学
躍
耕
究
　
　
箪
〃
五
百
　
四
十
－
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

の
哲
学
の
研
究
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
（
筐
島
‘
貰
り
h
●
）
と
ス
コ
ラ
神
学
に
対
し
批
判
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
事
物
の
永
遠
的
運
動
と
始
原
に
つ
い
て
の
哲
学
は
神
学
に
決
し
て
役
立
た
な
い
」
（
羨
令
嗣
⊃
P
b
。
は
．
）
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
世
界
の
形
而
上
学
的
永
遠
性
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
の
有
限
な
被
造
性
と
の
対
立
を
前
提

し
た
発
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
然
と
事
物
の
特
性
に
つ
い
て
の
哲
学
」
を
ル
タ
ー
は
神
学
に
役
立
つ
と
認
め
て
い
る
（
崔
氏
‘
卜
。
P
b
。
㎝
困
・
）
。

　
◎
次
に
『
キ
リ
ス
ト
無
界
の
改
善
に
関
し
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
老
貴
族
に
与
え
る
書
』
（
＞
5
α
魯
9
昔
島
島
①
5
＞
瓜
①
一
儀
窪
緩
。
ぴ
興

宕
幾
窪
く
。
鐸
紆
。
。
畠
募
島
。
冨
昌
ω
欝
巳
①
ω
ゆ
①
ω
。
・
興
暮
σ
q
”
一
士
。
）
と
い
う
宗
教
改
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
し
た
論
文
の
な
か
に
ル
タ
ー
の

大
学
改
革
論
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
衰
微
し
た
ド
イ
ツ
の

大
学
を
再
興
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
受
容
さ
れ
て
き
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
代
わ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
を
受
け
入
れ
ね
ば

な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
う
ス
コ
ラ
神
学
を
倒
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
古
典
教
育
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

思
想
を
採
用
す
る
よ
う
に
彼
は
提
案
し
て
い
る
。
彼
自
身
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
講
義
し
、
か
つ
そ
の
概
念
を
使
用
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は

神
学
に
適
用
し
が
た
く
、
と
く
に
そ
の
倫
理
学
の
自
然
主
義
が
神
学
と
相
容
れ
が
た
い
と
言
う
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
「
私
も
ま

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
読
ん
で
、
聖
ト
マ
ス
や
ス
コ
ト
ゥ
ス
よ
り
も
よ
く
彼
を
理
解
し
て
い
る
」
（
ノ
＜
㌧
r
　
　
①
”
　
幽
α
Q
o
”
　
一
り
P
）
と
ま
で
断
言
し

て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』
や
『
形
而
上
学
』
、
『
霊
魂
論
』
ま
た
最
良
の
書
と
い
わ
れ
る
『
倫
理
学
』
も
受

け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
論
理
学
』
『
修
辞
学
』
『
詩
学
』
は
保
存
す
る
に
値
す
る
と
み
な
し
、
哲
学
の
諸
分
野
を
分
け
て
批
判

的
に
受
容
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

　
ル
タ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
ト
マ
ス
や
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
優
っ
て
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
ス
コ
ラ
神
学
を
論
駁
す
る
討
論
』
（
U
9
学
業
。
8
緊
鑓
ω
9
。
剛
螢
ω
膏
鋤
日
島
8
δ
σ
q
貯
ヨ
）
の
中
に
農

開
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
第
四
三
、
四
四
提
題
に
は
次
の
よ
う
に
批
判
が
な
さ
れ
て
い

る
。
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
し
に
は
誰
も
神
学
老
に
な
れ
な
い
と
い
う
主
張
は
間
違
っ
て
い
る
。
反
対
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
し
に
神
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学
者
と
な
る
と
ぎ
、
そ
の
と
ぎ
に
の
み
人
は
神
学
者
と
な
る
」
（
愚
｝
ト
旨
伊
ぱ
節
）
α
か
か
る
拒
絶
は
哲
学
と
神
学
と
の
分
離
と
い
う

基
本
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
三
世
紀
以
来
受
容
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
像
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
次
の

第
五
一
提
題
に
明
瞭
で
あ
る
。
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
ラ
テ
ン
人
た
ち
の
著
作
で
正
し
く
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
極
め

て
疑
わ
し
い
」
（
曇
飢
．
”
卜
⊃
N
ρ
卜
⊃
。
。
）
。
か
く
て
ス
コ
ラ
神
学
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
対
す
る
批
判
に
よ
っ
て
ル
タ
ー
は
ト
マ
ス
や
ス
コ

ト
ゥ
ス
よ
り
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
発
言
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
に
お
い
て
は
、
実
際
は
真
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
像
を
弁
護
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
も
成
り

　
　
　
　
　
（
5
）

立
つ
と
い
え
よ
う
。

　
⇔
　
　
『
言
が
肉
と
成
っ
た
と
い
う
命
題
に
関
す
る
討
論
』
（
U
δ
9
。
。
ε
翼
δ
跡
号
ω
㊦
ロ
8
コ
欝
“
＜
。
同
ピ
ヨ
8
δ
賦
。
ε
ヨ
・
。
。
r
届
。
。
り
）
は
ル

タ
ー
の
完
成
期
に
お
け
る
哲
学
と
神
学
と
の
区
別
を
よ
く
蓑
わ
し
て
い
る
。
こ
の
討
論
に
お
い
て
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
一
章
一
四
節
の
「
言

が
肉
と
成
っ
た
」
と
い
う
受
遺
を
示
す
命
題
が
神
学
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
に
と
っ
て
は
い
か
に
無
意
義
で
あ
る
か
を
ル

タ
ー
は
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
当
時
の
パ
リ
大
学
の
神
学
者
た
ち
は
「
神
学
に
お
い
て
も
哲
学
に
お
い
て
も
真
理
は
一
つ
で
あ
る
」

（
罷
①
ヨ
⑦
の
ω
。
〈
臼
ロ
ヨ
ぎ
昏
8
一
。
α
q
冨
簿
℃
三
。
8
℃
ぽ
帥
）
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
最
悪
の
誤
謬
で
あ
る
（
≦
》
．
。
。
O
戸
ω
．
第
）
。
こ
の

パ
リ
大
学
を
中
心
と
し
た
伝
統
的
ス
コ
ラ
神
学
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
立
っ
て
神
学
と
哲
学
と
の
区
別
を
力
説
す
る
。
そ

の
た
め
に
鞍
点
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
神
学
に
お
い
て
〈
言
が
肉
と
成
っ
た
〉
と
い
う
の
は
真
理
で
あ
る
。
し
か
し
哲
学

に
お
い
て
は
そ
れ
は
端
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
馬
鹿
げ
て
い
る
」
（
テ
ー
ゼ
　
一
一
ぴ
賦
二
　
G
。
”
ω
h
）
。
「
神
は
人
で
あ
る
」
（
U
窪
。
。
鐘
ぎ
ヨ
ρ
）

と
い
う
の
は
「
人
は
騨
馬
で
あ
る
」
（
甲
圃
O
B
O
　
①
o
α
け
　
鎚
ω
一
こ
口
ω
．
）
と
同
様
に
無
意
味
で
あ
る
（
聲
山
．
》
。
。
ふ
弊
）
。
し
た
が
っ
て
神
学
と
哲
学
は
そ
の

対
象
と
す
る
領
域
を
異
に
し
て
い
る
。
哲
学
は
あ
く
ま
で
理
性
の
営
み
で
あ
る
が
、
神
学
は
理
性
的
に
探
求
さ
れ
る
対
象
で
は
な
く
、
信

仰
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
「
哲
学
と
神
学
は
相
違
し
て
い
る
。
哲
学
は
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
認
識
可
能
な
も
の
に
関
し
て
探
求
を
な
し
、
神
学
は
信
仰
し
得
ら

　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

れ
る
も
の
、
つ
ま
り
信
仰
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
に
関
し
て
探
求
す
る
」
（
芝
》
’
　
ω
O
　
剛
目
》
　
①
℃
　
鱒
⑦
鴇
’
）
。

　
こ
れ
に
続
け
て
ル
タ
ー
は
学
問
に
は
適
用
す
る
領
域
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
重
要
な
の
は
U
芭
①
良
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
関
し
て
で
あ
る
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
カ
は
弁
証
論
で
あ
る
が
、
当
時
の
論
理
学
書
に
つ
け
ら
れ
た
表
題
で
あ
る
。
哲
学
で
は
論
理
学
が

重
要
な
学
科
に
入
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
を
神
学
に
も
適
用
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ル
タ
ー
は
「
弁
証
論
の
原
理
が
こ
の
分
野
で
真
理
で
あ

る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
否
定
す
る
」
（
薫
畠
．
弘
b
。
”
餐
）
と
言
う
。
も
し
妥
当
す
る
と
し
た
ら
、
信
仰
箇
条
も
理
性
の
判
断
に
依
存
し
、
勝
手

に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
弁
証
論
は
真
理
を
探
求
す
べ
く
恩
恵
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
神
的
な
道
具
で
あ
り
、
諸
学
の
学
で

あ
る
が
、
定
義
し
た
り
分
類
す
る
こ
と
を
教
え
る
端
女
で
あ
っ
て
、
主
人
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
が
適
用
で
き
る
の

は
「
神
学
に
い
た
る
ま
で
に
過
ぎ
な
い
。
神
学
に
お
い
て
、
も
し
弁
証
論
が
そ
の
働
き
を
止
め
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
端
女
（
き
。
陶
馬
弓
）
は

追
放
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
転
侮
‘
卜
・
♪
卜
。
O
ゐ
①
）
。
も
ち
ろ
ん
、
弁
証
論
の
一
般
的
形
式
論
理
学
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
が
適
用
さ
れ
得
る
範
囲
が
あ
り
、
も
し
そ
の
範
囲
を
超
え
て
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
越
権
行
為
が
こ
こ
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
哲
学
は
目
に
見
え
る
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
神
学
は
目
に
見
え
な
い
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
」
。
こ
の
不
可
視
の
領
域

は
神
学
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
尊
さ
の
ゆ
え
に
弁
証
論
が
適
用
で
き
な
い
。
「
神
学
、
受
註
、
義
認
は
理
性
も
し
く
は
哲
学
を
超
え
て
お

り
、
そ
の
外
に
存
在
す
る
」
（
陣
窪
山
‘
同
ω
》
卜
。
。
。
）
。

　
こ
の
よ
う
に
哲
学
と
神
学
と
を
分
離
し
て
混
同
し
な
い
よ
う
に
ル
タ
ー
は
た
え
ず
警
戒
し
て
い
る
。
こ
の
討
論
と
同
じ
時
期
に
書
か

れ
た
『
詩
篇
五
一
篇
講
解
』
（
閏
轟
隣
蝕
。
勺
ω
巴
巳
口
”
δ
ω
込
。
（
嵩
ω
G
。
）
）
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
の
〔
恩
恵
と
か
罪
と
か
い

う
〕
条
項
に
つ
い
て
の
真
の
認
識
は
人
間
的
理
性
の
認
識
や
知
恵
に
懸
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
も
な
く
、

い
わ
ぽ
私
た
ち
の
家
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
心
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
天
か
ら
啓
示
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
し
（
芝
》
。
お
月
・
。
昼
8
㌣
）
。
し
た
が
っ
て
恩
恵
や
罪
と
い
う
神
学
の
主
題
は
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
、
哲
学
的

に
考
察
可
能
な
主
題
で
は
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。



　
　
　
そ
れ
で
は
ル
タ
ー
に
影
響
を
与
え
て
い
る
オ
ッ
カ
ム
で
は
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
オ
ッ
カ
ム
は
伝
統

　
　
的
ス
コ
ラ
神
学
の
方
法
に
た
い
し
極
め
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
哲
学
の
論
証
と
信
仰
と
を
区
別
し
、
厳
密
な
意
味
で
の
論
証
（
密
日
。
含
θ
叫
㌣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
け
卿
。
）
は
神
学
に
お
い
て
は
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
み
な
し
な
が
ら
も
、
な
お
神
学
を
一
つ
の
学
問
と
考
え
て
い
る
。
神
学
の
出

　
　
発
点
は
信
仰
と
聖
書
の
権
威
で
あ
っ
て
、
神
学
は
信
仰
が
聖
書
と
教
会
の
教
え
か
ら
採
用
し
た
理
論
的
実
践
的
真
理
に
つ
い
て
の
一
種
の

　
　
学
聞
的
認
識
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
純
粋
に
権
威
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
神
学
が
信
仰
命
題
を
学
問
的
形
式
を
も
っ
て
扱
う
か
ぎ
り
、

　
　
そ
れ
は
学
間
的
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
神
学
は
内
容
上
偶
然
的
真
理
と
必
然
的
真
理
を
も
ち
、
神
の
創
造
や
受
肉
は
偶
然
的
真
理
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
て
も
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
内
容
に
お
い
て
神
の
創
造
者
と
し
て
の
存
在
性
と
か
受
払
可
能
性
な
ど
は
必
然
的
真
理
と
し
て
み
な
さ
れ
得
る
。

　
　
「
神
は
万
物
の
聞
接
的
原
因
も
し
く
は
直
接
的
原
因
で
あ
る
と
私
が
主
張
す
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
論
証
さ
れ
得
な
く
と
も
、
権
威
と
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
性
と
に
よ
っ
て
私
は
こ
の
こ
と
を
説
得
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
こ
う
し
て
神
学
は
学
問
上
の
確
実
性
に
関
し
て
哲
学
に
劣
る
が
、
権
威
の
伝
承
と
理
性
的
考
察
に
よ
り
考
え
ら
れ
得
る
も
の
と
し
て
、

　
　
論
証
的
で
な
く
と
も
蓋
然
的
思
考
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
は
、
哲
学
と
神
学
と
の
統
合
の
上
に
立
つ

　
　
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
構
想
さ
れ
て
き
た
宗
教
哲
学
の
体
系
は
、
も
ち
ろ
ん
ス
コ
ラ
神
学
が
そ
の
最
大
の
試
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

　
　
が
、
い
ま
や
原
理
的
に
解
体
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
は
こ
の
解
体
の
歩
み
を
徹
底
的
に
遂
行
し
て
い
る

　
　
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
そ
れ
で
は
神
学
が
哲
学
か
ら
分
離
し
て
い
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
信
仰
の
概
念
の
相
違
に
あ
る
の
で

　
　
は
な
か
ろ
う
か
。
ル
タ
ー
は
信
仰
が
隠
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
理
性
に
よ
り
解
明
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
オ
ッ
カ
ム
主
義

　
　
に
お
い
て
は
信
仰
内
容
を
理
性
的
に
解
明
す
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
信
仰
は
認
識
論
的
に
論
証
し
が
た
い
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
の
よ
う
に
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
お
い
て
は
神
学
の
哲
学
か
ら
の
分
離
が
認
識
論
的
関
心
か
ら
生
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
ル
タ
ー
で
は
そ
れ
が

　
　
信
仰
の
経
験
か
ら
直
接
生
じ
、
神
学
は
理
性
に
よ
り
解
明
で
き
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

餅　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
「
信
仰
は
貿
に
見
え
な
い
事
柄
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
仰
に
場
所
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
信
ぜ
ら
れ
る
す
べ
て
の
も

の
は
隠
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
対
象
的
な
も
の
、
知
覚
、
経
験
に
た
い
し
紺
立
の
相
の
下
に
あ
る
も
の
よ
り
も
深
く
隠
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
な
い
。
…
…
も
し
私
が
何
ら
か
の
理
性
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
神
が
あ
わ
れ
み
深
く
窪
し
く
あ
り
、
か
っ
か
く
も

大
い
な
る
怒
り
と
不
正
と
を
現
わ
し
た
も
う
か
〔
と
い
う
背
理
〕
を
理
解
で
き
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
信
仰
は
い
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
私
は
そ
れ
を
理
解
し
得
な
い
ゆ
え
に
、
信
仰
を
訓
練
す
べ
き
揚
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
説
教
し
、

人
び
と
に
伝
え
る
と
き
は
、
神
が
殺
し
、
信
仰
が
死
の
な
か
で
生
の
訓
練
を
う
け
る
と
き
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
か
ら
」
（
≦
》
」
G
。
”

①
◎
。
。
。
讐
刈
中
）
。

　
神
の
存
在
は
窮
め
が
た
い
形
而
上
学
的
秘
義
で
あ
っ
て
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
オ
ッ
カ
ム
の
よ
う
に
「
神
の
絶
対
的
権
能
し
（
宕
8
藍
ρ
。
U
虫

⇔
冨
巳
暮
p
）
の
概
念
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
全
能
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ル
タ
ー
は
神
に
つ
い
て
の
理
性
的
思
弁
の
す
べ
て

を
拒
否
し
、
こ
の
神
の
前
に
立
つ
宗
教
的
畏
怖
と
信
仰
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
信
仰
の
非
合
理
性
を
強
調
す
る
よ
う

に
な
っ
て
、
オ
ヅ
カ
ム
主
義
が
哲
学
を
神
学
の
補
助
学
と
し
て
認
め
た
の
に
紺
し
、
そ
れ
を
も
拒
否
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
信
仰
が
認
識
論
的
に
考
察
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
前
に
立
つ
実
存
的
な
自
己
理
解
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る

た
め
、
オ
ッ
カ
ム
が
認
め
た
自
由
意
志
も
、
倫
理
学
的
に
解
明
さ
れ
る
よ
り
も
、
神
の
前
に
実
存
的
に
把
握
さ
れ
、
原
罪
を
荷
う
も
の
と

し
て
悲
観
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
彼
自
身
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
し
た
が
っ
て
救
済
を
得
よ
う
と
努
力
す
る
経
験
を
と
お
し

て
自
己
の
罪
を
自
覚
し
、
つ
い
に
オ
ッ
カ
ム
主
義
と
決
定
的
に
対
決
す
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
自
己
の
自
然

的
能
力
た
る
理
性
や
意
志
に
よ
っ
て
は
神
の
前
に
立
ち
得
な
い
こ
と
の
自
覚
が
「
信
仰
に
よ
る
の
み
」
の
信
仰
信
認
へ
と
彼
を
導
い
た
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
哲
学
と
神
学
の
区
別
に
よ
っ
て
ル
タ
：
の
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
の
受
容
と
継
承
も
し
く
は
発
展
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で

あ
る
が
、
次
に
伝
統
と
の
対
決
に
い
た
る
意
志
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。



二

　
　
　
さ
て
、
前
節
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
基
礎
を
お
く
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
批
判
を
簡
単
に
述
べ
た
が
、
そ
の
批
判
の
対
象
は

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
に
も
っ
ぱ
ら
集
中
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
『
ス
コ
ラ
神
学
に
対
す
る
論
駁
』
（
一
五
一
七
年
）
で
は
「
ア
リ

　
　
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
の
ほ
ぼ
全
体
は
恩
恵
に
対
し
て
最
悪
の
敵
で
あ
る
」
（
テ
ー
ゼ
四
…
）
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
（
≦
》
．
押
込
。
邸
9
δ
）
。

　
　
そ
の
理
由
と
し
て
、
　
「
私
た
ち
は
義
の
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
義
人
に
造
ら
れ
て
こ
そ
義
の
行
為
を

　
　
な
す
」
（
テ
ー
ゼ
四
〇
一
ぴ
一
』
4
悼
邸
9
Q
o
h
）
と
い
う
ル
タ
ー
の
義
認
論
の
主
題
が
先
行
し
て
い
る
。
同
様
の
批
判
は
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
に
お

　
　
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
三
巻
で
明
瞭
に
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

　
　
ば
、
義
は
行
為
か
ら
続
い
て
生
じ
る
。
し
か
し
、
神
に
よ
る
と
、
義
は
行
為
に
先
行
し
、
行
為
は
義
か
ら
生
じ
る
」
（
ぐ
く
》
．
　
G
別
①
噸
　
日
日
め
噂
　
り
蹴
．
）
。

　
　
ル
タ
ー
に
よ
る
と
行
為
の
善
性
は
人
格
の
存
在
か
ら
導
か
れ
、
人
格
は
神
に
対
す
る
信
仰
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
人
格
の
形
成

　
　
と
い
う
「
生
成
」
が
来
て
「
存
在
」
を
確
立
し
、
そ
こ
か
ら
「
行
為
し
が
生
じ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
の
批

　
　
判
と
な
っ
て
い
る
が
、
ル
タ
ー
は
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
運
動
の
範
疇
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
「
こ
れ
ま
で
パ
ウ
ロ
は
新
し
い
人
間
の
生
成
を
教
え
、
新
し
い
存
在
を
与
え
る
新
し
い
誕
生
を
語
っ
て
き
た
。
い
ま
や
彼
は
実
に
新
し

　
　
い
誕
生
か
ら
生
じ
る
行
為
を
教
え
て
い
る
が
、
い
ま
だ
新
し
い
人
間
に
成
っ
て
い
な
い
者
が
こ
れ
を
先
取
り
し
て
も
、
そ
の
行
為
は
無
益

　
　
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
行
為
よ
り
も
存
在
が
先
行
し
、
存
在
よ
り
も
受
動
が
先
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
牢
乎
ω
婁
騒
ぎ
①
。
。
器
ρ
慈
ヨ

　
　
。
喝
魯
p
詳
9
器
呂
8
ヨ
鵠
け
一
ρ
霊
ヨ
⑦
。
・
。
・
・
■
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
成
・
存
在
・
行
為
と
続
く
の
で
あ
る
（
国
茜
。
ぽ
詳
。
。
。
。
・
p
8
禽
2
。
ユ
器
田
租
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
暮
け
霞
）
」
（
≦
》
．
G
月
ρ
ニ
メ
ト
）
累
．
）
。

　
　
　
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
生
成
・
存
在
・
行
為
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
し
（
ω
Φ
O
口
づ
畠
昌
ヨ
　
》
H
一
ω
樽
O
酔
⑦
一
①
ヨ
）
と
あ
る
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
レ
ス
の
運
動
の
カ
テ
ゴ
リ
；
に
属
す
る
（
一
σ
一
翼
；
　
　
心
蒔
卜
⊃
讐
　
卜
σ
）
。
と
こ
ろ
で
ル
タ
ー
に
と
り
信
仰
は
神
の
恩
恵
を
受
容
す
る
働
き
で
あ
っ
て
、

囎　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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哲
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第
五
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七
二

「
受
苦
」
（
賢
m
。
。
。
【
δ
）
と
「
受
動
的
経
験
」
（
国
二
①
己
豊
）
を
と
お
し
て
働
く
御
霊
の
創
造
的
形
成
作
用
に
よ
る
新
生
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
喜
ば
し
い
受
苦
」
（
。
『
蹄
。
語
。
ゲ
♂
監
。
）
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
「
源
泉
」
（
σ
q
コ
鼠
）
か
ら
行
為
が
生
ま
れ
る
（
≦
》
●
三
二
メ
ω
。
。

浄
）
。
す
な
わ
ち
、
「
新
し
い
誕
生
に
よ
り
罪
か
ら
義
へ
、
生
成
に
よ
り
非
存
在
か
ら
存
在
に
い
た
る
よ
う
に
、
移
り
行
く
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
造
ら
れ
て
こ
そ
正
し
く
行
為
す
る
」
（
≦
》
陰
　
α
①
層
　
蒔
耀
い
矯
　
H
㎝
　
映
．
）
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
受
苦
（
冨
。
・
。
・
一
。
）
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

運
動
の
範
疇
に
あ
る
と
い
う
。

　
も
ち
ろ
ん
ル
タ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
三
巻
に
見
ら
れ
る
「
義
は
行
為
か
ら
生
じ
る
」
を
全
面
的
に
否

定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
り
考
え
ら
れ
て
い
る
行
為
に
よ
る
義
は
「
き
わ
め
て
外
面
的
な
も
の
に
お
い

て
」
生
じ
て
お
り
、
「
市
民
的
賢
し
（
旧
宅
三
◎
唱
。
謹
。
9
。
）
と
し
て
「
分
配
と
交
換
に
お
け
る
哲
学
者
た
ち
の
い
う
義
」
な
の
で
あ
っ
て
、

「
神
の
前
に
は
非
難
さ
れ
る
も
の
」
（
8
臥
蚕
0
8
話
買
。
冨
霞
）
で
あ
る
（
彦
畠
こ
凸
。
。
u
。
。
O
）
。
「
神
の
前
に
」
と
い
う
規
定
と
対
立
す
る
の
は

「
人
々
の
前
に
」
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
は
こ
の
後
者
に
妥
当
す
る
。
だ
か
ら
、
「
人
間
の
教
え
で
は
人
間
の
義
が
示
さ

れ
教
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
や
人
々
の
前
に
（
O
O
目
鋤
ヨ
　
ω
①
　
①
け
　
げ
O
謹
一
づ
一
ぴ
¢
じ
噂
）
正
し
く
あ
り
義
と
な
る
か
を
教

え
る
」
（
録
ユ
．
弘
P
b
。
刈
｛
●
）
。
こ
う
し
て
一
般
の
道
徳
的
な
義
は
外
面
的
で
人
々
の
前
と
い
う
市
民
的
義
と
し
て
判
定
さ
れ
る
が
、
ル
タ
：

に
よ
る
と
、
か
か
る
義
は
「
神
の
前
に
非
難
さ
れ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
彼
は
倫
理
学
の
扱
う
人
間
の
行
為
に
関
し
て
、
と
く
に
哲
学

と
神
学
と
を
こ
の
よ
う
に
厳
密
に
区
別
し
て
お
り
、
そ
れ
を
混
同
す
る
ス
コ
ラ
神
学
に
対
し
て
は
厳
し
い
対
決
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
彼
が
攻
撃
し
て
い
る
の
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫

理
学
を
神
学
に
適
用
し
て
い
る
ス
コ
ラ
神
学
の
傾
向
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
は
目
的
論
的
形
成
説
に
立
ち
、

人
間
の
善
性
の
形
成
過
程
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
「
人
間
の
善
は
人
間
の
卓
越
性
（
ア
レ
テ
ー
）
に
即
し
て
の
魂
の
活
動
で
あ

（
2
エ
）

る
」
と
み
な
さ
れ
、
こ
の
活
動
は
反
復
す
る
習
慣
に
よ
り
性
格
を
形
成
す
る
か
ら
、
倫
理
学
は
善
い
性
格
（
エ
…
ト
ス
）
を
形
成
す
る
実

践
的
学
問
と
み
な
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
十
三
世
紀
以
降
、
こ
の
習
慣
概
念
が
神
の
恩
恵
に
も
適
用
さ
れ
て
、
超
自
然
的
行
為
の
前
提
と
し



て
習
性
的
恩
恵
（
α
q
翼
貯
訂
び
ぎ
跳
ω
）
の
必
要
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
完
全
な
行
為
は
完
全
な
形
相
か
ら
生
じ

る
」
（
O
ヨ
巳
ω
婁
臣
℃
①
冷
。
ε
。
・
餌
h
。
§
帥
℃
象
8
β
曜
）
の
命
題
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
内
的
人
間
の
形
相
か
ら
完
全
な
功

績
と
な
る
行
為
が
生
じ
る
の
だ
か
ら
、
恩
恵
が
内
的
習
性
と
し
て
心
に
そ
そ
が
れ
て
魂
を
完
全
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
習
性
と
は
能
力
に
内
属
し
て
い
る
性
質
も
し
く
は
形
相
で
あ
る
」
と
い
う
。
だ
か
ら
ル
タ
ー
も
、
心
に
そ
そ
が
れ
た
恩
恵
は
、
「
心
に
付

属
す
る
性
質
」
で
あ
り
、
「
形
相
的
義
」
（
h
O
H
旧
臣
一
団
o
o
　
7
レ
㎝
け
一
一
陣
鋤
）
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
習
性
（
訂
び
ぎ
。
。
）
で
あ
る
と
説
明
す
る
（
≦
》
●

画
O
お
ト
。
卜
。
伊
鱒
。
。
勢
鵠
ρ
竃
塗
）
。
こ
の
習
性
は
自
然
本
性
に
よ
り
生
じ
る
「
獲
得
し
た
習
性
」
（
訂
げ
ぎ
。
・
9
。
ρ
三
の
ぎ
ω
）
と
区
別
さ
れ
て

「
注
が
れ
た
習
性
」
（
冨
ぼ
2
。
・
ぎ
h
ロ
。
・
話
）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
習
性
が
魂
の
能
力
態
で
あ
る
以
上
、
功
績
思
想
が
生
じ
る
傾
向
が
あ

　
　
　
　
　
（
1
4
）

つ
た
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
習
性
は
一
般
に
「
人
は
キ
タ
ラ
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
り
キ
タ
ラ
奏
老
と
な
る
。
す
な
わ
ち
反
復
し
た
行

為
の
実
践
に
よ
り
、
こ
の
能
力
を
開
発
す
る
」
と
説
明
さ
れ
、
徳
行
の
前
提
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ル
タ
ー
は
反
復
の
実
行

に
よ
り
義
に
い
た
ろ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
「
不
幸
な
習
性
」
（
戴
魯
き
寒
り
…
≦
》
●
お
同
”
轟
辰
）
で
あ
り
、
た
だ
「
絶
望
の
習
性
」

（
冨
σ
ぎ
。
。
ユ
Φ
の
篤
謎
ぎ
三
。
・
…
筐
鳥
‘
①
昼
。
。
）
し
か
そ
こ
か
ら
生
じ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
に
立
っ
て
い
る

た
め
内
的
能
力
態
に
よ
る
行
為
の
実
現
よ
り
も
、
そ
の
都
度
神
の
意
志
に
対
し
て
決
断
す
る
人
問
の
意
志
と
功
績
と
の
関
係
を
問
題
に
し

　
（
1
5
）

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
そ
の
さ
い
、
ル
タ
ー
が
初
期
の
著
作
に
お
い
て
、
意
志
ま
た
は
自
由
意
志
を
い
か
に
理
解
し
た
か
は
鯛
の
と
こ
ろ
で
論
じ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
と
対
決
し
論
争
し
た
諸
文
書
を
と
お
し
て
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
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ル
タ
ー
が
オ
ッ
カ
ム
主
義
と
対
決
し
た
最
大
の
問
題
点
は
義
認
論
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
行
為
義
認
か
ら
信
仰
義
認
へ
の
転

換
と
い
う
彼
自
身
の
宗
教
的
救
済
を
も
た
ら
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
彼
の
実
存
的
関
心
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
が
最
初
影

　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
　
哲
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七
四

42
6
　
響
を
受
け
た
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
神
学
は
直
接
オ
ッ
カ
ム
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ビ
ー
ル
の
著
作
を
と
お
し
て
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
の
最
後
の
偉
大
な
ス
コ
ラ
学
者
と
い
わ
れ
る
テ
ユ
！
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
教
授
は
「
近
代
的
敬
度
」
（
α
①
〈
O
け
一
〇
　
　
B
O
匹
①
目
昌
9
）
に

　
　
所
属
し
て
は
い
た
が
、
神
学
に
お
い
て
は
当
代
の
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
代
表
老
に
し
て
完
成
老
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
最
晩
年
を
エ
ル
フ
ル

　
　
ト
で
過
し
、
　
一
四
九
五
年
に
没
し
て
い
る
が
、
ル
タ
ー
が
エ
ル
フ
ル
ト
大
学
に
入
学
し
た
の
は
一
五
〇
一
年
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
ビ
ー
ル

　
　
の
強
い
影
響
下
に
直
ち
に
立
た
さ
れ
、
そ
の
著
作
を
暗
記
す
る
に
い
た
る
ま
で
徹
底
的
に
教
育
さ
れ
た
こ
と
は
け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
の
オ
ッ
カ
ム
主
義
は
ビ
ー
ル
の
教
説
を
と
お
し
て
彼
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ビ
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
教
説
の
全
体
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
で
、
ル
タ
ー
が
ビ
ー
ル
の
学
説
の
中
か
ら
繰
り
返
し
引
用
し
て
い
る
一
つ
の
命
題
に
限
っ
て
考
察
し

　
　
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
で
は
な
い
が
、
説
明
原
理
は
で
き
る
限
り
少
数
で
無
駄
の
な
い
も
の
を
採
用
す
べ
き
で
あ

　
　
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
ル
タ
ー
の
新
し
い
神
学
の
開
始
は
「
神
の
義
」
（
蓼
け
三
堕
U
巴
の
発
見
に
由
来
す
る
が
、
こ
の
義
は
「
受
動
的
」
（
冨
ω
。
・
冨
）
で
あ
っ
て

　
　
「
能
動
的
」
（
帥
O
貫
く
P
）
で
は
な
い
と
規
定
さ
れ
る
（
芝
》
■
α
♪
一
G
。
辞
嵩
躇
∴
お
押
蔭
H
矯
・
。
第
）
。
神
の
義
を
人
間
の
能
力
に
よ
り
能
動
的

　
　
に
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
が
後
期
ス
コ
ラ
神
学
の
一
般
的
傾
向
で
あ
り
、
ビ
ー
ル
は
義
認
の
準
備
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
命
題
ー
オ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
カ
ム
自
身
は
こ
れ
を
用
い
な
か
っ
た
が
…
1
を
使
っ
て
次
の
よ
う
に
明
快
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
神
は
ご
自
身
の
も
と
に
立
ち
帰
っ
て
い
る
す
べ
て
の
人
に
、
ま
た
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
し
て
い
る
人
に
対
し
（
聲
巳
ぎ
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
①
。
・
江
螢
。
δ
葺
）
罪
を
の
ぞ
き
、
同
時
に
助
け
主
な
る
高
言
を
そ
そ
ぎ
た
も
う
（
σ
q
「
⇔
欝
ヨ
　
ぎ
露
華
⑦
お
）
と
定
め
た
も
う
た
し
。
こ
の
テ
キ
ス

　
　
ト
は
ス
コ
ラ
神
学
に
お
け
る
日
曝
の
た
め
の
準
備
を
語
る
命
題
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
は
「
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を

　
　
な
す
人
に
対
し
神
は
恩
恵
を
拒
ま
な
い
」
（
閃
費
ρ
9
①
訂
畠
ρ
信
。
山
一
口
ω
o
①
o
励
び
U
O
¢
田
口
。
コ
山
。
嵩
①
⑳
p
δ
σ
q
円
舞
蟹
ヨ
．
）
と
い
わ
れ
る
。
ト
マ
ス
は
『
神
学

　
　
大
全
』
に
お
い
て
こ
の
命
題
を
解
釈
し
、
恩
恵
の
た
め
の
準
備
は
運
動
者
と
し
て
の
神
か
ら
と
、
動
か
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
自
由
意
志

　
　
か
ら
と
の
総
合
に
お
い
て
成
立
し
、
神
の
恩
恵
は
す
べ
て
の
人
間
の
力
に
優
る
賜
物
で
あ
る
か
ら
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
も
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
そ
れ
が
恩
恵
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ス
コ
ラ
神
学
の
一
般
的
考
え
方
に
よ
れ
ば
、

　
罪
人
は
内
的
に
神
の
恩
恵
に
よ
り
働
き
か
け
ら
れ
、
恩
恵
と
の
共
働
に
よ
り
自
ら
義
認
の
た
め
に
準
備
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
由
意
志
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
「
内
的
に
魂
を
動
か
す
、
も
し
く
は
善
い
意
向
を
喚
起
す
る
神
の
無
償
の
援
助
」
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
義
認
に
対
し
備
え
得
な
い
と
説
か

　
　
れ
て
い
た
。
ト
マ
ス
主
義
の
大
部
分
が
こ
の
よ
う
に
恩
恵
に
対
し
て
は
功
績
と
な
ら
な
い
準
備
、
つ
ま
り
「
無
償
で
働
く
恩
恵
」
（
㎎
鋤
け
冨

　
　
σ
q
藁
凶
。
。
困
p
。
。
δ
房
）
を
説
い
て
い
た
の
に
略
し
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
ラ
や
ス
コ
ト
ゥ
ス
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
義
認
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
め
の
準
備
を
「
合
宜
的
功
績
」
（
舅
Φ
葺
ロ
豊
山
。
。
9
σ
q
旨
。
）
と
し
て
説
く
よ
う
に
な
り
、
義
認
に
向
か
う
最
初
の
歩
み
は
罪
人
の
な
か
に
働

　
　
く
自
由
意
志
で
あ
り
、
し
か
も
聖
霊
の
助
け
を
も
た
な
い
自
然
の
ま
ま
の
意
志
か
ら
開
始
す
る
と
説
き
、
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
的
串

　
　
向
が
見
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
て
オ
ッ
カ
ム
主
義
者
ビ
ー
ル
の
次
の
文
章
の
な
か
に
、
先
に
あ
げ
た
義
認
の
た
め
の
準
備
の
定
式

　
　
に
対
す
る
セ
、
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
的
解
釈
に
私
た
ち
は
出
会
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
魂
は
自
由
意
志
に
よ
り
障
害
を
と
り
の
ぞ
き
、
神
に
向
か
う
良
い
運
動
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
最
初
の
恩
恵
に
合
宜

　
　
的
に
（
山
。
8
・
σ
Q
謹
。
）
値
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
神
は
、
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
し
て
い
る
人

　
　
の
行
為
（
営
嘗
ω
建
。
闘
①
書
房
ρ
ロ
a
『
。
。
Φ
。
ω
酔
）
を
最
初
の
恩
恵
を
与
え
る
た
め
に
受
け
入
れ
た
も
う
が
、
そ
れ
も
義
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ

　
　
し
い
か
ら
（
㊦
×

畠
O
び
一
け
O

一
郎
ω
け
開
け
一
〇
一
Φ
）
で
は
な
く
、
神
の
寛
大
さ
か
ら
（
賃
。
。
器
ま
霞
熟
け
簿
。
）
か
く
な
す
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
魂
は
障

　
　
害
を
と
り
の
ぞ
い
て
、
罪
の
行
為
と
罪
へ
の
同
意
と
を
止
め
、
神
に
向
か
い
、
自
己
の
根
源
と
屠
的
に
向
か
う
よ
う
に
、
良
い
運
動
を
起

　
　
す
な
ら
ば
、
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
障
害
を
と
り
の
ぞ
く
行
為
と
神
に
向
か
う
良
い
運
動
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
神
は
そ
の
寛
大
さ
か
ら
し
て
恩
恵
を
そ
そ
ぎ
入
れ
る
べ
く
受
け
入
れ
た
も
う
」
。

　
　
　
ビ
ー
ル
の
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
の
特
質
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
ス
コ
ラ
神
学
の
術
語
と
し
て
よ
く

　
　
用
い
ら
れ
て
い
る
「
合
壁
的
功
績
」
（
ヨ
①
昏
餌
ヨ
号
8
昌
σ
Q
註
。
）
と
「
応
報
的
功
績
」
（
ヨ
。
「
ぎ
ヨ
号
8
鄭
象
σ
q
呂
）
の
区
別
に
つ
い
て
、
ビ

　
　
ー
ル
が
い
か
に
理
解
し
て
い
た
か
を
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
功
績
概
念
の
二
重
性
に
つ
い
て
ル
タ
ー
自
身
は
『
ガ
ラ
テ
や
書

436　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

講
解
』
（
一
五
三
一
年
）
で
詳
論
し
て
い
る
が
（
≦
》
’
お
押
器
。
心
ω
。
。
）
、
若
き
ル
タ
ー
が
司
祭
叙
任
以
前
に
確
実
に
学
ん
で
い
る
ビ
：
ル

の
『
ミ
サ
規
定
の
説
明
』
（
O
§
o
艮
。
・
ζ
跡
器
穿
℃
。
ω
三
。
）
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
ビ
ー
ル
は
人
間
の
行
為
が
二
重
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
人
閲
の
自
然
の
所
与
と
力
か
ら
行

な
わ
れ
、
他
方
で
は
自
然
的
能
力
に
恩
恵
が
加
わ
っ
て
行
な
わ
れ
、
こ
う
し
て
二
重
の
行
為
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
行
為
が
功
績

と
な
る
た
め
に
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
自
由
に
選
び
と
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
次
に
報
酬
を
も
っ
て
報
い
る
人
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

て
報
酬
に
値
す
る
功
績
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
、
こ
の
受
け
入
れ
が
報
酬
に
ふ
さ
わ
し
い
功
績
に
よ
る

場
合
、
か
か
る
功
績
は
「
応
報
的
功
績
」
と
い
わ
れ
、
受
け
入
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
功
績
の
場
合
に
も
報
酬
は
分
配
さ
れ
る
け
れ
ど

も
、
こ
の
場
合
、
報
い
る
人
は
「
相
当
以
上
に
」
（
島
謎
8
巳
凶
σ
q
聲
房
に
）
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
な
り
、
か
か
る
功
績
が
「
合
宜
的
功
績
」

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
神
の
慈
し
み
と
あ
わ
れ
み
に
の
み
依
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
ビ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
的
使
信
を

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
先
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
で
「
そ
れ
も
義
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
神
の
寛
大
さ

か
ら
か
く
な
す
」
と
い
わ
れ
る
と
き
に
、
当
然
支
払
わ
れ
る
べ
き
報
い
以
上
の
報
酬
が
、
正
義
の
原
理
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
寛
大
な
気

前
よ
さ
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
す
な
わ
ち
「
合
宜
的
」
に
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ビ
ー
ル
に
よ
る
と
自
然
的
能
力
に
も
と
つ
く
功
績
は
救
い
の
最
初
の
恩
恵
に
役
立
つ
の
み
で
、
永
遠
の
生
命
に
は
達
し
な
い
。

「
意
志
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
本
性
上
、
も
し
く
は
道
徳
的
に
生
じ
た
善
い
行
為
は
、
恩
恵
が
共
に
な
い
な
ら
、
現
世
的
に
も
永
遠
的
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

応
報
的
な
功
績
と
は
な
ら
な
い
」
。
自
然
的
能
力
は
か
か
る
厳
密
な
意
味
で
の
権
利
を
も
た
な
い
が
、
広
い
意
味
で
は
功
績
を
も
ち
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

「
恩
恵
な
し
に
行
な
わ
れ
た
道
徳
的
に
善
い
行
為
は
合
宜
的
に
あ
る
種
の
霊
的
あ
る
い
は
現
世
的
善
に
対
し
功
績
と
な
る
」
。
こ
の
よ
う
に

語
っ
て
か
ら
合
宜
的
功
績
が
例
の
命
題
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

・
「
さ
ら
に
、
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
し
て
い
る
罪
人
に
神
は
恩
恵
を
与
え
た
も
う
。
神
は
こ
の
恩
恵
を
、
ゼ
カ
リ
ャ
書
（
一
」

三
）
の
言
葉
、
『
私
に
帰
れ
、
ぞ
う
す
れ
ば
私
も
あ
な
た
に
帰
ろ
う
』
…
…
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
さ
な
い
な
ら
、
、



ぽ
、
与
え
た
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
合
宜
的
に
（
ユ
①
8
話
議
。
」
。
。
百
山
。
ρ
質
＆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

『
。
。
Φ
Φ
ω
酔
）
罪
人
は
恩
恵
に
値
す
る
。
こ
の
恩
恵
は
霊
的
な
善
で
あ
る
L
。

　
他
方
、
恩
恵
が
与
え
ら
れ
た
場
合
の
功
績
は
、
永
遠
の
生
命
に
値
す
る
「
応
報
的
」
（
山
Φ
8
コ
象
α
q
ぎ
）
な
も
の
と
な
る
。

　
「
自
由
意
志
と
共
に
働
く
恩
恵
か
ら
、
ま
た
運
動
者
な
る
聖
霊
か
ら
、
さ
ら
に
至
福
の
報
賞
に
対
す
る
神
の
約
束
と
規
定
か
ら
支
払
わ

れ
る
に
値
す
る
行
為
の
尊
さ
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
恩
恵
に
よ
っ
て
生
じ
た
私
た
ち
の
行
為
は
至
福
の
報
賞
に
応
報
的
に
値
す
る
も
の

　
（
2
9
）

で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
ビ
ー
ル
に
お
い
て
は
二
つ
の
功
績
は
一
つ
の
救
済
秩
序
に
入
れ
ら
れ
、
合
宜
的
功
績
か
ら
応
報
的
功
績
に
発
展
し
、
前
者
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
恩
恵
は
第
一
の
恩
恵
（
り
H
ぎ
。
。
σ
q
H
⇔
二
餌
）
、
つ
ま
り
「
罪
人
の
義
認
」
（
露
頭
。
薮
。
§
o
ε
で
あ
り
、
後
者
に
よ
り
得

ら
れ
る
の
は
永
遠
の
生
命
で
あ
る
。
こ
の
功
績
思
想
こ
そ
若
き
ル
タ
ー
が
自
ら
体
得
し
、
そ
の
求
道
生
活
に
お
い
て
実
践
し
、
批
判
的
に

克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
神
学
の
共
有
物
で
あ
っ
た
が
、
ビ
ー
ル
に
よ
っ
て
実
に
明
快
に
説
か

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
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四

　
ル
タ
ー
は
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
義
認
の
た
め
の
準
備
を
示
す
命
題
お
よ
び
術
語
を
用
い
て
一
五
〇
九
年
以
来
の
著

作
で
自
己
の
思
想
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
彼
自
身
が
影
響
を
受
け
た
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
に
従
う
求
道
老
と
し
て
の
苦
闘
と
そ

こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
救
済
と
の
経
験
、
お
よ
び
こ
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
新
し
い
神
学
の
確
立
が
徐
々
に
進
行
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
結
果
オ
ッ
カ
ム
、
ビ
ー
ル
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
自
由
意
志
の
学
説
に
対
す
る
批
判
が
同
時
に
奴
隷
意
志
の
主
張
と
な
っ
て

明
確
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
か
か
る
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
対
す
る
批
判
の
歩
み
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
e
「
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
『
命
題
集
』
へ
の
欄
外
覚
書
」
（
切
碧
α
ぴ
。
ヨ
。
葺
§
σ
Q
＄
い
ロ
ひ
9
ω
碧
山
魯
ω
・
艮
窪
N
Φ
口
山
Φ
ω

　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

評
賃
潔
い
。
ヨ
げ
時
儀
歩
嵩
H
o
山
H
）
。
こ
れ
は
エ
ル
フ
ル
ト
の
修
道
院
で
行
な
わ
れ
た
ル
タ
ー
の
注
解
の
断
片
的
覚
書
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
が

オ
ッ
カ
ム
主
義
に
原
則
的
に
立
ち
な
が
ら
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
へ
関
心
を
示
し
は
じ
め
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
と
は
異
な
る
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の
萌
芽
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
意
志
の
問
題
で
も
、
意
志
の
自
由
、
自
然
的
道
徳
、
合
宜
的
功
績
が
オ
ッ
カ
ム
主
義
に

従
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
て
、
罪
に
つ
か
え
る
奴
隷
と
い
え
ど
も
意
志
を
も
つ
か
ぎ
り
善
を
本
性
的
に
意
志
す
る
が
、
悪
の
方
向
に
向
か
う

可
能
性
も
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
恩
恵
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
善
い
意
志
を
願
い
求
め
る
意
志
を
「
合
宜
的
功

績
で
あ
り
、
応
報
的
で
は
な
い
」
（
ヨ
⑦
同
ぎ
ヨ
号
8
譲
毎
p
巳
β
8
口
象
σ
q
唇
）
と
注
記
し
て
い
る
（
≦
》
●
P
鐸
H
㊤
）
。
し
か
る
に
、
そ

こ
で
は
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
自
身
は
功
績
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
入
は
恩
恵
に
値
す
る
何
ら
か
の
善
を
な
し
て
い
る

の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
目
。
営
び
貸
含
。
・
”
ω
窪
酔
．
回
凝
伽
．
N
ρ
9
c
。
）
。
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

『
霊
と
文
字
騒
に
言
及
し
て
、
人
は
自
由
意
志
に
よ
り
恩
恵
を
受
け
る
前
に
多
く
の
善
を
な
し
得
て
も
、
恩
恵
は
無
償
で
与
え
ら
れ
る
と

説
い
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
ル
タ
ー
の
先
の
注
記
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
う
ち
で
慣
用
句
と
も
な
っ
て
い
た
も
の
を
付
記
し
た
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

て
、
彼
が
オ
ッ
カ
ム
主
義
者
と
し
て
い
か
に
ビ
ー
ル
の
教
説
に
一
致
し
て
い
た
か
を
示
す
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
道

徳
哲
学
よ
り
も
人
間
の
罪
と
悲
惨
に
つ
い
て
の
い
っ
そ
う
真
剣
な
考
察
が
行
な
わ
れ
、
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
と
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
影
響
に
よ
り
彼
自
身
の
思
想
が
次
第
に
形
成
さ
れ
る
に
い
た
る
萌
芽
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
ぽ
神
自
身
こ
そ

恩
恵
で
あ
る
と
説
く
の
は
μ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
と
オ
ッ
カ
ム
に
従
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
恩
恵
の
そ
そ
ぎ
に
よ
り
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が

形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
善
い
わ
ざ
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
伝
統
的
ス
コ
ラ
神
学
の
学
説
に
対
し
て
、
聖
霊
自
身
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
意
志
と
共
働
す
る
可
能
性
を
彼
が
問
い
た
だ
し
て
い
る
点
は
彼
独
自
の
思
想
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
（
ノ
＜
》
●
り
”
尊
ω
”
昏
⊃
l
Q
◎
）
。

　
◎
　
『
第
一
回
詩
篇
講
解
』
（
U
譲
葉
p
。
。
・
ε
二
等
ω
聾
9
一
ロ
β
嶺
一
ω
∴
㎝
）
。
こ
の
講
参
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
行
為
義
認
、
も
し
く
は
功
績

思
想
を
「
神
の
契
約
」
（
冨
。
2
ヨ
U
①
凶
）
の
観
点
か
ら
受
け
継
ぎ
、
し
か
も
、
そ
の
契
約
が
も
っ
ぱ
ら
「
神
の
あ
わ
れ
み
の
み
し
（
ω
。
訂

巨
ω
巴
8
集
①
）
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
修
正
し
て
い
る
た
め
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
と
原
理
的
に
異
な
る
立
場
に
立
っ
て
契
約
概
念
を
修



　
　
正
す
る
こ
と
に
よ
り
克
服
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
義
金
の
た
め
の
準
備
に
つ
い
て
の
命
題
と
術
語
が
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
用
さ
れ
て
は
い
て
も
、
伝
統
的
意
味
と
は
異
な
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
詩
篇
一
一
三
篇
第
一
節
の
釈
義

　
　
で
キ
リ
ス
ト
が
信
徒
に
霊
的
に
到
来
し
、
信
徒
を
救
済
す
る
恩
恵
に
つ
い
て
語
り
、
救
済
の
た
め
の
功
績
を
否
定
し
た
上
で
、
オ
ッ
カ
ム

　
　
主
義
の
功
績
思
想
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
従
来
の
伝
統
的
な
意
義
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
「
こ
の
よ
う
に
霊
的
な
到
来
は
恩
恵
に
よ
り
、
将
来
の
到
来
は
栄
光
に
よ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
功
績
か
ら
生

　
　
じ
る
の
で
は
な
く
、
あ
わ
れ
み
た
も
う
神
の
純
粋
な
約
束
か
ら
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
神
は
霊
的
な
到
来
の
た
め
に
、
『
求

　
　
め
よ
、
さ
ら
ば
受
け
と
ら
ん
。
捜
せ
、
さ
ら
ぽ
見
い
だ
さ
ん
。
叩
け
、
さ
ら
ぽ
開
か
れ
ん
。
す
べ
て
求
め
る
者
は
受
け
と
り
等
々
』
（
一
、

　
　
タ
イ
　
七
．
七
）
と
約
束
し
た
も
う
て
い
る
。
こ
こ
で
正
当
に
も
教
会
の
博
士
た
ち
は
言
う
、
『
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
し
て
い
る
人

　
　
に
神
は
間
違
い
な
く
恩
恵
を
与
え
た
も
う
』
（
7
0
巨
鼠
舞
。
δ
嵩
二
二
。
伍
｝
β
器
。
ω
ρ
島
窪
ω
ぎ
喘
p
毎
ぴ
一
一
一
け
震
伽
簿
σ
q
§
冨
幹
）
と
。
そ
し
て
応
報

　
　
的
に
（
曾
8
け
感
σ
q
8
）
与
え
ら
れ
る
よ
う
恩
恵
に
対
し
準
備
し
得
な
く
と
も
一
と
い
う
の
は
恩
恵
は
比
較
し
が
た
い
も
の
だ
か
ら
1

　
　
神
の
約
束
と
あ
わ
れ
み
の
契
約
の
ゆ
え
に
、
よ
く
合
着
的
に
　
（
α
。
8
ロ
σ
Q
毎
。
）
与
え
ら
れ
る
よ
う
準
備
し
得
る
の
で
あ
る
」
（
≦
》
．
企

　
　
卜
⊃
曾
》
ω
箪
陰
）
Q

　
　
　
ル
タ
ー
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
契
約
神
学
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
は
形
式
上
完
全
に
継
承
さ
れ
て
は
い
て
も
、

　
　
功
績
は
明
瞭
に
否
定
さ
れ
て
お
り
、
神
の
あ
わ
れ
み
に
立
つ
契
約
と
し
て
義
脚
の
た
め
の
準
備
が
説
か
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
恩
恵
は

　
　
比
較
し
が
た
い
の
で
」
（
農
貯
①
。
・
二
蓉
。
ヨ
冨
鑓
匿
柳
。
・
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
功
績
と
比
較
考
量
し
て
相
当
分
の
恩
恵
を
授
け
る
と
い
う

　
　
見
方
が
退
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
罪
深
い
人
間
が
神
の
前
に
立
ち
得
な
い
と
い
う
実
存
的
な
自
己
認
識
と
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
畏

　
　
怖
と
が
、
神
と
人
と
の
絶
対
的
懸
絶
と
い
う
形
で
膚
覚
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
だ
が
、
か
か
る
神
と
人
と
の
断
絶
を
橋
渡
し
す
る
の
が
、

　
　
神
の
あ
わ
れ
み
に
よ
る
約
束
の
契
約
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
教
会
の
博
士
た
ち
が
説
く
、
義
認
の
た
め
の
準
備
は
認
め
ら
れ
な
け
れ

　
　
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
が
神
の
救
済
意
志
に
合
致
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
、
「
合
宜
的
」
（
島
①
8
昌
σ
q
凄
。
）
は
「
合
致
す
る
」
（
8
譲
・

476　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

讐
㊦
δ
）
と
し
て
新
し
く
解
釈
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
使
徒
が
『
今
の
時
の
苦
し
み
は
〔
将
来
の
栄
光
と
較
べ
る
に
〕
値

し
な
い
（
昌
窪
窪
茸
8
巳
一
σ
q
器
）
』
（
ロ
マ
　
八
・
一
八
）
と
言
う
。
し
か
し
、
よ
く
合
宜
に
立
つ
よ
う
に
（
げ
窪
Φ
8
ロ
σ
q
讐
①
）
。
そ
れ
ゆ
え
、

神
は
す
べ
て
を
無
償
で
、
た
だ
神
の
あ
わ
れ
み
の
約
束
に
し
た
が
っ
て
授
け
た
も
う
。
も
ち
ろ
ん
、
神
は
私
た
ち
が
こ
の
た
め
に
私
た
ち

に
で
き
る
か
ぎ
り
を
尽
し
て
準
備
す
る
よ
う
に
欲
し
て
お
ら
れ
る
」
（
塗
匹
G
卜
⊃
①
卜
⊃
”
目
O
h
臨
．
）
。
こ
う
し
て
義
心
の
た
め
の
準
備
は
神
の
意
志
と

し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
て
も
、
実
質
的
に
救
済
を
実
現
す
る
の
に
役
立
た
な
く
な
っ
て
お
り
、
意
志
に
お
け
る
神
と
の
合
致
と
し
て
「
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

宜
性
」
が
新
た
に
理
解
さ
れ
、
ビ
ー
ル
が
与
え
て
い
た
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
的
な
意
味
内
容
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
⇔
　
ビ
ー
ル
の
コ
レ
ク
ト
リ
ウ
ム
へ
の
欄
外
覚
書
（
一
五
一
五
年
）
。
ル
タ
ー
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
も
そ
の
意
味
内

容
を
変
化
さ
せ
て
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が
明
瞭
に
オ
ッ
カ
ム
主
義
を
批
判
し
は
じ
め
る
の
は
ビ
ー
ル
の
ロ
ソ
バ
ル
ド
ゥ
ス
『
命

題
集
』
の
注
解
》
b
亀
。
。
§
ど
ヨ
．
、
に
対
す
る
覚
書
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
堕
罪
以
後
の
人
間
の
意
志
が
無
力
と
な
っ
て

い
る
と
み
な
し
、
ビ
…
ル
と
対
決
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
ビ
ー
ル
が
「
旅
人
と
し
て
の
人
間
の
意
志
は
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

自
身
の
自
然
的
能
力
に
よ
り
す
べ
て
の
も
の
に
優
っ
て
神
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
ル
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
批
判

し
て
い
る
。
「
こ
う
し
て
、
人
間
の
意
志
は
弱
い
も
の
で
も
な
い
し
、
恩
恵
も
必
要
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
見
解
の
す
べ
て

は
自
由
意
志
の
愚
か
な
土
台
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
あ
た
か
も
自
由
意
志
は
自
己
自
身
か
ら
、
対
立
し
て
い
る
も
の
の
双
方
へ
、
向
か
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

と
が
可
能
で
あ
る
か
の
ご
と
く
。
だ
が
実
際
は
、
た
だ
悪
に
向
っ
て
傾
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
ビ
ー
ル
の
主
張
に
あ
る
、
「
自
己

の
力
で
す
べ
て
に
優
っ
て
神
を
愛
す
る
」
と
い
う
オ
ッ
カ
ム
特
愛
の
命
題
は
、
「
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
」
と
以
前
言
わ
れ
て
い

た
命
題
と
同
義
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
自
由
意
志
の
能
力
と
功
績
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
善
悪
の
い
ず
れ
に
も
決
断
で
き
る
無
記
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

中
立
的
な
自
由
意
志
は
と
く
に
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
よ
り
主
張
さ
れ
は
じ
め
、
オ
ッ
カ
ム
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
後
に

『
奴
隷
意
志
論
』
の
な
か
で
そ
の
よ
う
な
善
悪
無
記
の
中
間
的
意
志
、
純
粋
な
「
絶
対
的
意
欲
」
（
接
。
・
2
舞
ロ
ヨ
く
巴
①
）
と
い
っ
た
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

も
の
は
な
い
と
語
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
初
期
に
お
い
て
も
こ
こ
で
現
実
に
あ
る
の
は
悪
に
の
み
傾
い
て
い
る
意
志
で
し
か
な
い
と
批
判



　
　
し
て
い
る
。
「
こ
の
傾
向
性
に
反
抗
し
て
自
由
意
志
が
立
ち
上
っ
て
も
、
そ
れ
も
少
な
く
と
も
不
本
意
で
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
喜
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
で
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
ル
タ
ー
は
結
ん
で
い
る
。
こ
の
現
実
の
罪
の
状
態
を
意
志
に
認
め
な
い
の
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
で
あ

　
　
る
と
彼
は
ビ
ー
ル
を
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
い
や
、
か
え
っ
て
あ
な
た
が
こ
の
よ
う
に
語
り
、
も
っ
ぱ
ら
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
同
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
4
）

　
　
し
て
、
あ
た
か
も
自
然
本
性
が
悪
に
傾
い
て
い
な
い
よ
う
に
語
っ
て
い
る
方
が
お
か
し
い
」
。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
ビ
ー
ル
の
学
説
が

　
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
批
判
し
は
じ
め
て
い
る
。
彼
は
意
志
の
現
実
が
悪
に
染
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
認
識
か
ら
オ
ッ

　
　
カ
ム
主
義
の
道
徳
的
自
然
主
義
を
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
㊨
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
（
9
乱
勺
帥
集
暑
9
δ
財
。
畠
圃
。
ヨ
碧
。
の
閃
智
計
。
図
。
。
”
乞
。
タ
嵩
嵩
1
ω
Φ
℃
μ
盟
①
）
。
こ
の
講
解
で
ル
タ
ー
は
パ
ウ
ロ
の

　
　
教
説
を
釈
義
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
思
想
を
教
義
学
的
に
厳
密
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
と
く
に
意
志
が
原
罪
に
よ
り
悪
に
傾
き
、

　
　
無
限
に
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
か
か
る
悪
の
深
淵
性
の
自
覚
と
共
に
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
義
認
の
た
め
の
準
備
を
示
す
定
式
を

　
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
と
し
て
明
ら
か
に
告
発
し
拒
否
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
こ
の
誤
謬
の
全
体
的
実
質
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
的
見
解
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
今
日
だ
れ
も
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
表
明
し
た
り
名
乗

　
　
つ
た
り
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
多
く
の
人
た
ち
は
、
事
態
的
に
も
意
見
に
お
い
て
も
、
た
と
え
そ
れ
と
気
づ
い
て
い
な
く
と
も
、
実
際

　
　
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
恩
恵
を
受
け
る
の
に
先
立
っ
て
、
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
こ
と
を
（
響
①
お
臼
＆
ぎ
ω
。

　
　
婁
）
自
由
意
志
に
帰
さ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
自
分
が
神
に
よ
り
罪
へ
強
制
さ
れ
て
、
必
然
的
に
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
て
い

　
　
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
不
敬
度
の
き
わ
み
で
あ
る
の
に
、
彼
ら
は
善
い
意
図
を
形
成
す
る
な
ら
、
神
の
恩
恵
の
そ
そ
ぎ
を
誤
る
こ

　
　
と
な
く
獲
得
す
る
、
と
平
然
と
か
つ
大
胆
に
も
考
え
て
い
る
。
…
…
…
し
か
る
に
、
真
実
に
善
を
行
な
っ
て
い
る
人
は
、
人
間
が
自
己
自

　
　
身
か
ら
何
も
な
し
得
な
い
の
を
知
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
し
て
い
る
人
に
神
は
誤
り
な
く
恩
恵
を
そ
そ

　
　
ぎ
た
も
う
』
と
い
う
慣
用
と
な
っ
た
命
題
は
全
く
馬
鹿
げ
て
お
り
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
の
誤
謬
を
熱
心
に
弁
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

　
　
さ
い
『
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
』
と
い
う
語
句
に
よ
っ
て
何
か
を
な
す
、
ま
た
な
し
得
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
実
際
、

496　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
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統
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八
二

教
会
全
体
は
明
ら
か
に
こ
の
言
葉
へ
の
信
頼
に
よ
っ
て
お
お
か
た
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
」
（
≦
》
●
　
α
①
”
　
㎝
O
卜
⊃
博
　
μ
甲
虫
一
）
。

　
こ
う
し
て
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
対
す
る
決
定
的
対
決
と
批
判
が
表
明
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
同
時
に
ル
タ
ー
は
こ
の
講
解
に
お
い
て

自
由
意
志
は
神
と
の
関
係
に
お
い
て
単
に
善
を
な
す
の
に
無
力
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
罪
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
集
（
ア
モ
ー
ル
バ
ッ
ハ
版
）
全
八
巻
を
発
見
し
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
論
駁
集
の
諸

著
作
か
ら
数
多
く
の
文
章
を
引
用
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
権
威
に
も
と
づ
い
て
信
仰
義
認
論
を
確
立
す
る
の
み
な
ら
ず
、
『
ユ
リ
ア

ヌ
ス
論
駁
』
（
O
o
翼
鎚
飴
石
β
q
ヨ
）
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
、
自
由
意
志
は
「
奴
隷
意
志
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
語
る
に
い
た
る
。
こ
う
し

て
義
認
の
た
め
の
準
備
を
自
由
意
志
の
功
績
に
帰
す
る
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
に
対
す
る
批
判
は
同
時
に
奴
隷
意
志
の
主
張
と
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
自
由
意
志
は
神
と
の
関
係
に
お
い
て
は
全
く
無
力
で
あ
り
、
罪
の
主
体
と
し
て
原
罪
を
担
っ
て
い
る
と
の
強
烈
な

自
覚
が
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ル
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
観
点
を
パ
ウ
ロ
解
釈
に
よ
り
確
立
し
、
こ
こ
か
ら
オ
ッ
カ
ム
主
義
を
公
式
の
討
論
の
場
に
お
い
て
も
徹
底
的
に

告
発
し
批
判
す
る
こ
と
を
開
始
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
に
討
論
集
を
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

五

　
私
た
ち
の
主
題
と
関
連
す
る
学
問
的
討
論
集
を
四
つ
採
り
あ
げ
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
扱
う
二
つ
の
討
論
は
神
学
得
業
士
や
命
題
集
注

解
資
格
を
取
得
す
る
の
に
必
要
な
試
験
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
提
題
集
で
あ
っ
て
、
候
補
者
は
教
授
団
全
員
の
前
で
こ
の
提
題
を
弁
護
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
の
二
つ
の
討
論
は
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
を
め
ぐ
っ
て
起
っ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
彼
の
属
す
る
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
派
修
道
会
の
会
合
で
、
ま
た
ト
マ
ス
主
義
者
エ
ッ
ク
に
よ
っ
て
問
い
か
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
討
論
集
の
な
か
で
自
由
意
志
と
恩
恵
を
め
ぐ
る
問
題
が
い
か
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
、
そ
し
て
終
わ
り
に
カ
ト
リ
ッ
ク
薮
会
と

決
定
的
決
裂
に
い
た
っ
た
文
書
を
扱
っ
て
み
た
い
。



　
　
　
e
　
『
恩
恵
を
欠
い
た
人
間
の
能
力
と
意
志
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
問
題
』
（
O
¢
器
巴
。
ユ
①
〈
三
び
器
簿
く
。
『
三
・
。
ε
ぎ
ヨ
ー
ロ
貯
ω
ぎ
。

　
　
σ
q
韓
猷
臼
。
・
℃
9
舞
9
H
黛
①
）
。
こ
れ
は
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
の
終
了
し
た
一
五
一
六
年
九
月
に
ル
タ
ー
が
そ
の
学
生
バ
ル
ト
ロ
モ
イ
ス
・
ベ

　
　
ル
ン
ハ
ル
デ
ィ
の
命
題
集
注
解
資
格
試
験
の
た
め
に
作
成
し
た
聞
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
の
像
へ
向
け
て
造
ら
れ
て
い
る
人
間
は
自
己

　
　
の
自
然
的
能
力
に
よ
っ
て
創
造
者
な
る
神
の
戒
め
を
守
り
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
善
を
な
し
、
あ
る
い
は
恩
恵
と
共
に
功
績
を
得
、
か
っ

　
　
も
ろ
も
ろ
の
功
績
を
認
識
し
得
る
か
ど
う
か
」
（
ぞ
》
■
γ
に
ρ
α
塗
）
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
聖
書
の
権
威
と
「
恩
恵
の
弁
護

　
　
者
」
（
σ
Q
毫
髪
山
①
h
雪
。
。
。
目
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
見
解
と
を
土
台
に
し
て
否
定
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
て
い
る
。
「
神
の
恩
恵
が

　
　
な
い
な
ら
ば
、
人
間
は
神
の
戒
め
を
決
し
て
守
り
得
な
い
し
、
合
宜
的
に
も
応
報
的
に
も
（
〈
①
一
三
①
。
8
σ
q
凄
。
〈
巴
山
Φ
8
邑
柳
σ
q
コ
。
）
自
ら

　
　
恩
恵
に
対
し
準
備
し
得
な
い
で
、
実
に
必
然
的
に
罪
の
下
に
止
ま
る
」
（
一
げ
一
α
こ
　
　
一
蒔
刈
》
　
一
〇
　
中
●
）
。
こ
こ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
結
論
と
討
論
内

　
　
容
は
ル
タ
ー
と
候
補
者
と
の
共
同
の
思
想
で
あ
っ
て
、
ル
タ
ー
自
身
も
そ
れ
を
「
自
分
の
立
場
」
（
℃
o
ω
三
〇
ヨ
雷
）
と
手
紙
で
述
べ
て
い

　
　
る
（
≦
》
噛
じ
d
「
」
”
①
ρ
一
。
。
）
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
命
題
も
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
「
人
間
は
、
自
己
に
で
き

　
　
る
か
ぎ
り
を
な
す
（
猷
。
臼
⑦
碧
＆
ぎ
ω
①
婁
）
と
き
で
も
、
罪
を
犯
し
て
い
る
。
自
己
自
身
か
ら
は
意
志
す
る
こ
と
も
思
惟
す
る
こ
と
も

　
　
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
≦
》
．
　
H
響
　
H
心
Q
o
”
　
H
蒔
　
野
）
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
「
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
」
人
は
「
恩
恵
の
下
に
な

　
　
い
場
合
し
（
①
×
。
一
器
鋤
σ
Q
§
包
を
い
う
の
で
あ
っ
て
（
筐
負
置
G
。
嚇
ミ
）
、
ビ
ー
ル
の
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
さ
ら
に
人
問
が
善
い
行
い
を
す
る
と
神
が
そ
れ
に
恵
み
を
も
っ
て
報
い
て
く
れ
る
と
い
う
考
え
に
対
し
、
「
神
は
受
け
る
に
値
す
る
者

　
　
に
の
み
罰
を
下
し
、
受
け
る
に
値
し
な
い
者
に
の
み
あ
わ
れ
み
を
下
す
」
（
筐
仙
‘
置
メ
ω
。
。
ご
と
説
い
て
、
神
の
あ
わ
れ
み
を
力
説
す
る
。

　
　
こ
う
い
う
恩
恵
の
み
の
主
張
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
で
明
ら
か
に
し
た
奴
隷
的
意
志
の
思
想
で
あ
っ
て
、

　
　
こ
の
討
論
で
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
学
説
を
引
用
し
て
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
て
い
る
。
「
恩
恵
を
欠
い
た
人
間
の
意
志
は
自
由

　
　
で
は
な
く
、
不
本
意
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
奴
隷
的
に
仕
え
る
」
（
〈
o
ぽ
艮
霧
ゲ
。
a
三
ω
。
・
冒
①
鴨
9
二
9
。
昌
。
昌
①
ω
二
ぴ
①
尽
一
ω
Φ
飢
。
・
Φ
『
〈
罫
葎
舞

胴　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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八
四

52　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

6　
　
き
5
ぎ
く
冨
．
圃
玄
山
こ
一
ミ
”
ω
。
。
h
）
。
こ
の
テ
キ
ス
ド
の
「
仕
え
る
」
は
エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ソ
版
の
「
奴
隷
的
」
（
ω
①
肖
く
恥
）
を
含
意
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
意
志
の
奴
隷
化
は
罪
の
奴
隷
と
な
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
も
の
で
、
「
不
本
意
に
で
は
な
く
、
自
発
的
に
奴
隷
的
に
仕
え

　
　
て
い
る
」
（
Z
o
p
　
3
ヨ
①
p
　
貯
く
津
。
　
。
。
Φ
α
〈
o
一
口
づ
酔
僧
識
①
ロ
。
o
辱
博
ρ
一
げ
達
こ
辰
G
o
”
①
h
）
の
で
あ
る
。
続
け
て
ル
タ
ー
が
引
用
し
て
い
る
ア
ウ
グ
ス

　
　
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
の
二
書
簡
論
駁
』
の
言
葉
は
、
救
い
主
に
よ
っ
て
自
由
と
さ
れ
な
い
な
ら
自
由
意
志
は
善
に
向
か
っ
て
で

　
　
は
な
く
、
悪
に
対
す
る
愛
好
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
由
意
志
は
自
由
と
さ
れ
な
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
ら
、
悪
に
向
け
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
い
、
こ
の
自
由
意
志
の
拘
束
状
態
を
『
ユ
リ
ア
ヌ
ス
論
駁
』
で
「
奴
隷
的
意
志
」
と
名
づ
け
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
も
こ
の
拘
束
状
態
が
自
発
的
に
起
っ
て
い
て
、
奴
隷
状
態
に
向
か
っ
て
い
る
自
由
意
志
の
存
在
を
こ
こ
で
は
認

　
　
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
奴
隷
状
態
に
あ
る
自
由
意
志
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
や
が
て
ル
タ
ー
は
自
由
意
志
と
対
立
す
る

　
　
奴
隷
意
志
の
存
在
を
主
張
し
、
さ
ら
に
恩
恵
の
下
に
立
つ
人
問
の
功
績
を
も
否
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
ト
マ
ス
や
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
と

　
　
も
明
ら
か
に
対
立
す
る
方
向
を
と
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
ω
　
『
ス
コ
ラ
神
学
を
論
駁
す
る
討
論
』
（
一
五
一
七
年
）
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
学
生
フ
ラ
ン
ツ
・
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
神
学
得
業
士
試
験
の
た

　
　
め
ル
タ
ー
が
起
草
し
た
提
題
集
で
あ
り
、
当
時
の
近
代
派
の
代
表
者
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
者
ピ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
た
め
公
開
討

　
　
論
も
熱
の
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
討
論
は
ル
タ
ー
の
新
し
い
神
学
を
よ
く
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
考
察
し

　
　
て
き
た
テ
ー
マ
に
関
し
ル
タ
ー
の
思
想
の
発
展
を
示
し
て
い
る
点
だ
け
を
問
題
に
し
た
い
。

　
　
　
ま
ず
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
命
題
に
つ
い
て
「
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
の
こ
と
を
な
す
（
h
¢
。
8
お
ρ
き
α
㊦
。
・
ニ
コ
。
。
①
）
な
ら
恩
恵
の
た
め
の
障

　
　
害
は
と
り
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
虚
偽
で
あ
る
。
若
干
の
権
威
に
対
決
し
て
こ
れ
を
主
張
す
る
。
要
す
る
に
自
然
本
性
は
正

　
　
し
い
戒
め
も
良
い
意
志
を
も
も
っ
て
い
な
い
」
（
テ
ー
ゼ
三
一
二
、
三
四
≦
》
．
一
b
・
。
9
。
。
適
し
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
命
題
の
捌
の
表
現

　
　
で
も
あ
る
オ
ッ
カ
ム
の
命
題
を
も
あ
げ
て
「
本
性
に
よ
り
す
べ
て
に
優
っ
て
神
を
愛
す
る
こ
と
（
影
碍
臼
Φ
α
窪
ヨ
。
・
毛
興
。
日
ご
ε
は
キ
マ

　
　
イ
ラ
の
よ
う
に
空
想
的
な
用
諮
で
あ
る
」
（
テ
ー
ゼ
一
八
量
負
軍
。
も
σ
ρ
ω
）
と
非
難
を
加
え
、
恩
恵
に
い
た
る
準
備
は
神
の
予
定
以
外
に
は
な
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い
と
主
張
す
る
。
な
お
、
オ
ッ
カ
ム
は
「
す
べ
て
に
優
っ
て
神
を
愛
す
る
こ
と
」
が
人
闘
に
本
性
上
可
能
で
あ
る
こ
と
を
倫
理
的
意
味
で

た
え
ず
説
い
て
い
た
が
、
こ
れ
を
恩
恵
へ
の
準
備
と
結
び
つ
け
た
の
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
老
の
ピ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
批

判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
恩
恵
へ
の
最
善
に
し
て
誤
る
こ
と
な
き
準
備
と
た
だ
一
つ
の
配
備
は
神
の
永
遠
の
選
び
と
予
定
で
あ
る
。
人

間
の
側
で
は
無
配
備
し
か
な
く
、
恩
恵
に
先
行
し
て
い
る
の
は
か
え
っ
て
恩
恵
に
対
す
る
反
逆
で
あ
る
」
（
テ
ー
ゼ
ニ
九
、
三
〇
転
注
．
”
卜
。
鱒
μ

ミ
開
．
）
。
こ
の
予
定
に
対
す
る
ス
コ
ラ
神
学
の
説
く
二
つ
の
必
然
性
の
区
別
に
つ
い
て
「
予
定
は
結
果
の
必
然
性
に
よ
り
必
然
的
で
あ
る
が
、

結
果
す
る
も
の
の
必
然
性
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
と
の
発
言
に
よ
っ
て
は
何
も
生
じ
は
し
な
い
」
（
テ
ー
ゼ
一
三
π
三
負
・
。
鐸
ω
ω
ご
と
い
う
。

「
結
果
の
必
然
性
」
（
5
①
O
O
o
o
o
o
一
律
鋤
o
o
　
O
O
賞
ω
O
ρ
郎
Φ
昌
け
一
〇
〇
）
と
は
自
由
意
志
を
排
除
し
な
い
必
然
性
で
あ
る
が
、
「
結
果
す
る
も
の
の
必
然
性
」

（
謬
①
O
⑦
の
ω
一
戸
P
o
o
　
O
O
昌
ω
Φ
ρ
q
O
コ
叶
一
q
o
）
は
自
由
意
志
を
排
除
す
る
。
総
連
の
区
別
は
「
条
件
的
必
然
性
と
絶
対
的
必
然
性
」
（
冨
8
ω
ω
冨
。
。
8
謬
言
。
・

匿
δ
舞
接
ω
9
9
帥
）
と
も
ス
コ
ラ
神
学
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
区
別
を
知
っ
て
い
る
が
、
無
意
味
で
あ
る
と
し
て

「
　
　
　
　
　
（
4
3
）

退
ぞ
け
て
い
る
。

　
次
に
奴
隷
的
意
志
の
主
張
に
関
し
て
は
「
私
た
ち
は
始
め
か
ら
終
り
に
い
た
る
ま
で
自
己
の
行
動
の
主
人
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
奴
隷

で
あ
る
。
哲
学
者
に
対
し
て
こ
れ
を
主
張
す
る
」
（
テ
ー
ゼ
三
九
筐
野
・
、
・
。
ρ
①
）
と
述
べ
て
か
ら
行
為
義
認
に
立
つ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

倫
理
学
を
攻
撃
し
て
「
恩
恵
の
最
悪
の
敵
」
と
呼
ん
で
い
る
（
テ
ー
ゼ
四
一
）
。
そ
こ
に
は
、
「
神
の
恩
恵
を
欠
い
た
す
べ
て
の
律
法
の
わ

ざ
は
外
的
に
善
と
見
え
て
も
、
内
的
に
は
罪
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
学
者
に
反
対
し
て
こ
れ
を
主
張
す
る
」
（
テ
ー
ゼ
七
六
筐
倉
認
メ
ω
銀
）

と
い
う
彼
の
内
面
的
人
間
の
理
解
と
な
ら
ん
で
、
「
悪
し
き
樹
に
造
ら
れ
た
人
間
は
悪
の
ほ
か
何
も
の
も
意
志
し
得
な
い
し
、
な
し
得
な

い
」
（
テ
ー
ゼ
四
一
げ
一
山
．
》
笛
ト
っ
♪
同
Q
◎
弊
）
、
ま
た
「
神
の
恩
恵
を
欠
い
た
意
志
は
邪
曲
で
悪
し
き
行
為
を
必
然
的
に
生
み
だ
す
」
（
テ
ー
ゼ
七
葉
身

・。

m、

驍
ｨ
）
と
い
う
日
常
の
道
徳
か
ら
全
く
か
け
離
れ
た
、
実
存
的
に
深
め
ら
れ
た
、
宗
教
的
な
自
己
理
解
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ

人
間
の
本
性
に
対
す
る
現
実
主
義
的
な
理
解
の
深
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
「
本
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
、
か
つ
不
可
避
的
に
悪
で
あ
る
」

（
テ
ー
ゼ
九
彦
伍
二
黒
。
卜
。
♪
ト
コ
ト
っ
）
と
い
う
認
識
と
な
り
、
自
由
意
志
と
矛
盾
的
に
対
立
す
る
奴
隷
意
志
の
主
張
が
生
じ
る
根
底
を
な
し
て
い
る

　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
六

も
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
（
U
置
二
三
9
。
ま
頃
。
八
色
げ
臼
ぴ
q
。
⑦
冨
げ
ぎ
”
5
H
。
。
）
。
　
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
派
修
道
会
の
総
会
に
お

い
て
ル
タ
ー
が
自
己
の
教
え
に
関
す
る
異
端
嫌
疑
を
は
ら
す
た
め
に
提
出
し
た
提
題
集
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
ル
タ
ー
の
新
し
い
神
学
思
想

の
全
体
像
の
核
心
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
彼
の
主
張
は
テ
ー
ゼ
一
三
に
お
い
て
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
命
題
を

批
判
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
「
堕
罪
以
後
の
自
由
意
志
は
単
な
る
名
目
上
の
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
ず
（
H
O
ω
　
O
o
o
け
　
侮
①
　
ω
O
一
〇
　
峠
一
齢
二
一
〇
）
、
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
し
て
い

る
以
上
は
（
晋
ヨ
獄
。
評
ρ
き
窪
ぎ
。
。
o
婁
）
、
死
に
い
た
る
罪
を
犯
す
」
（
≦
》
．
お
。
。
㎝
P
ω
ω
h
．
）
。

　
自
由
意
志
は
神
の
律
法
を
実
行
し
得
る
能
力
で
あ
り
、
ル
タ
ー
は
神
と
の
関
係
で
こ
れ
を
否
認
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
自
己
の
救
済
に

も
善
い
わ
ざ
に
も
達
し
得
な
い
の
で
、
奴
隷
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
の
証
明
の
と
こ
ろ
で
彼
は
言
う
、
「
テ
ー
ゼ
の
前
半

で
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
自
由
意
志
が
罪
の
と
り
こ
で
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
わ
け
は
、
そ
の
存
在
が
無
で
あ
る
か
ら
で

は
な
く
、
た
だ
悪
に
向
っ
て
の
み
自
由
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
一
一
篇
‘
G
。
α
P
ω
α
ご
と
。
彼
に
よ
る
と
自
由
意
志
は
あ
っ
て

も
、
悪
に
向
か
っ
て
の
み
意
志
決
定
を
下
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
悪
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
こ
こ
で
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
を
引
用
し
て
自
説
を
主
張
し
、
自
由
意
志
が
悪
へ
拘
束
さ
れ
て
は
い
て
も
、
な
お
自
己
決
定
の
能
力
を
も
っ
て
い
る
点
を
否
定
し
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
自
由
意
志
の
存
在
を
そ
の
内
実
を
欠
い
た
「
単
な
る
名
目
」
（
。
。
o
ぎ
。
・
聾
巳
溜
。
。
）
に
お
い
て
認
め

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
実
在
性
（
壇
Φ
o
o
）
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
命
題
に
従
っ
て
生
き
る
人
は
罪
に
罪
を
重
ね
る
継
続
性
に
立
っ
て
い
る
、
と
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
、
「
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
の
こ
と
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
恩
恵
に
達
し
よ
う
と
思
う
人
は
、
罪
に
罪
を
重
ね
て
二
重
の
罪
過
に
陥

っ
て
い
る
」
（
テ
ー
ゼ
一
六
博
三
匹
二
ω
①
ρ
卜
。
摯
）
と
。
こ
の
二
重
の
罪
過
に
つ
い
て
、
人
間
は
最
善
を
尽
し
て
も
罪
を
犯
し
て
お
り
、
し
か
も

自
己
自
身
の
も
の
の
み
を
追
求
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恩
恵
に
い
た
り
得
る
と
考
え
て
、
自
負
心
と
高
慢
の
罪
に
陥
っ
て
い
る
、



　
　
と
ル
タ
ー
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
罪
に
深
く
染
っ
て
い
る
た
め
、
人
間
の
行
為
は
善
の
仮
面
を
つ
け
て
い
て
も
、
悪
し
き
根
か

　
　
ら
生
じ
て
い
る
た
め
、
善
で
あ
っ
て
同
時
に
悪
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
言
う
、
「
神
の
わ
ざ
が
功
績
で
あ
る
と
い
う
の
は
（
私
た
ち
は
人
問

　
　
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
わ
ざ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
）
、
そ
れ
が
罪
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
」
（
テ
ー
ゼ
六
圃
ぴ
剛
山
こ
G
O
α
『
》
目
⑩
浄
）
と
。

　
　
つ
ま
り
人
聞
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
る
場
合
に
は
、
神
の
わ
ざ
と
い
え
ど
も
罪
か
ら
自
由
で
は
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
タ
…
の
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
（
ω
ぎ
鳶
＝
【
韓
房
簿
℃
Φ
8
鋤
§
）
と
い
う
逆
説
的
命
題
の
も
っ
と
も
尖
鋭
化
し
た
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
に
お
け
る
ル
タ
…
の
主
張
は
彼
自
身
が
名
付
け
た
「
神
学
的
逆
説
」
（
終
8
び
α
Q
博
8
9
円
巴
。
葛
）
に
立
っ
て

　
　
い
る
た
め
（
ぐ
『
》
「
　
日
り
　
ω
α
ω
”
　
一
一
）
、
非
常
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
指
導
者
た
ち
に
は
思
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
レ
オ
十
世
の
教

　
　
書
は
こ
の
討
論
の
テ
ー
ゼ
＝
二
を
破
門
に
付
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
由
意
志
の
存
在
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
悪
に

　
　
傾
い
て
い
て
、
善
に
向
か
い
得
な
い
ゆ
え
に
、
奴
隷
的
で
あ
る
と
い
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
彼
は
そ
の
不
自
由
を
強
制
（
O
O
9
9
9
ロ
5
。
）

　
　
と
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
の
わ
ざ
に
よ
り
導
か
れ
る
功
績
、
つ
ま
り
恩
恵
に
支
え
ら
れ
た
功
績
も
罪
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
し
た

　
　
が
っ
て
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
と
い
う
、
透
徹
し
た
自
己
認
識
は
、
討
論
の
進
む
に
し
た
が
い
、
や
が
て
ト
マ
ス
の
ご
と
き
優
れ

　
　
た
功
績
論
を
も
突
破
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
⑳
　
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
討
論
（
一
五
一
九
年
）
。
イ
ン
ゴ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
大
学
の
教
授
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
エ
ッ
ク
の
挑
戦
を
受
け
て
、
ル
タ
ー

　
　
と
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
で
教
皇
の
酋
長
権
と
優
位
、
お
よ
び
自
由
意
志
と
善
い
わ
ざ
に
対
す
る
恩
恵
の
関
係
等
に
つ
い

　
　
て
討
論
を
行
な
っ
た
。
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
は
当
時
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ト
マ
ス
主
義
の
中
心
地
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
も
基
本
的
に
ト
マ
ス
の
立
場

　
　
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
に
立
つ
オ
ッ
カ
ム
主
義
老
ビ
ー
ル
の
主
張
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
ル
タ
ー
と
の
対
立
は

　
　
こ
の
点
に
関
し
て
前
景
に
現
わ
れ
て
来
て
い
な
い
。
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
討
論
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
報
告
書
を
み
て
も
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に

　
　
な
る
。
ル
タ
ー
が
こ
の
討
論
で
主
張
し
た
テ
ー
ゼ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
善
い
行
為
で
あ
れ
悪
い
行
為
で
あ
れ
、
自
由
意
志
が
行
為
を

　
　
支
配
す
る
主
人
で
あ
る
、
と
勝
手
に
喋
り
立
て
る
者
は
、
信
仰
が
何
で
あ
り
、
痛
悔
が
何
で
あ
り
、
自
由
意
志
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し

鰯　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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八
八

て
い
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
あ
る
い
は
御
言
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
義
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
か
、
信
仰
が
罪
過
の
す
べ

て
を
廃
棄
す
る
の
で
は
な
い
と
夢
想
す
る
者
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
」
（
≦
｝
卜
。
”
δ
酬
H
。
。
翠
玉
ま
傷
こ
島
油
層
一
～
お
ρ
ミ
）
。
こ
の
テ

ー
ゼ
を
め
ぐ
る
討
論
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
パ
ラ
テ
ィ
ン
宛
て
の
手
紙
に
は
エ
ッ
ク
と
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ヅ
ト

が
討
論
の
終
り
の
三
日
間
に
こ
の
自
由
意
志
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
両
老
が
合
意
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
「
そ
し
て
エ
ッ
ク
が
再
び
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
妥
協
し
か
つ
承
認
し
た
の
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
人
が
『
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な

し
』
て
も
、
そ
れ
は
罪
で
あ
る
。
恩
恵
を
欠
い
た
自
由
意
志
は
罪
の
ほ
か
何
も
な
し
得
な
い
。
す
べ
て
の
善
い
わ
ざ
の
中
に
も
罪
は
存
在

し
、
人
が
『
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
こ
と
』
に
よ
っ
て
恩
恵
に
対
し
て
準
備
し
得
る
こ
と
自
体
が
恩
恵
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際

に
お
い
て
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
ス
コ
ラ
主
義
者
は
否
定
し
て
い
る
の
だ
」
（
ζ
貯
9
窪
2
》
器
α
q
菩
ρ
切
山
．
ど
¢
H
8
か
ら
の
引
用
。

≦
諺
・
ゆ
域
」
－
島
G
。
）
。

　
こ
こ
に
エ
ッ
ク
と
の
論
争
で
オ
ヅ
カ
ム
主
義
の
命
題
閃
帥
8
お
ρ
ロ
＆
ぎ
。
・
Φ
①
。
・
け
の
解
釈
も
合
意
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
命
題
の
ト
マ
ス
的
解
釈
に
エ
ッ
ク
は
従
っ
て
い
て
討
論
に
お
い
て
も
ビ
ー
ル
と
明
白
に
一
線
を
顧
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言

う
、
「
人
聞
は
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
善
を
な
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
恩
恵
の
援

助
（
鍵
益
ご
営
σ
q
翼
冨
）
は
い
つ
も
除
外
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
『
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
』
の
意
味
し
て

　
　
　
　
　
（
4
5
）

い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
エ
ヅ
ク
に
よ
る
と
恩
恵
と
自
由
意
志
は
協
力
し
合
っ
て
い
て
、
自
由
意
志
は
そ
れ
自
身
の
活
動
を
な
し
て
い
る

が
、
そ
れ
も
神
の
恩
恵
に
依
存
し
て
い
る
。
「
終
り
に
、
私
は
自
由
意
志
が
善
き
わ
ざ
に
向
か
う
そ
れ
自
身
の
特
別
な
活
動
性
（
箕
。
豆
9
簿

碧
。
。
芭
謎
ρ
。
島
く
ぎ
ω
）
を
も
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
神
と
恩
恵
と
が
与
え
た
も
う
よ
う
な
活
動
性
を
も
〔
同
時
に
〕
も
っ
て
い
る
と
告
白
す

（
4
6
）

る
」
。
エ
ッ
ク
は
自
著
も
げ
蔓
8
冨
器
話
．
．
に
お
い
て
人
間
の
自
由
意
志
を
つ
ら
ぬ
い
て
神
は
活
動
し
、
そ
の
活
動
因
は
万
物
に
ゆ
き
わ
た

る
と
み
な
し
て
い
る
。
「
神
は
人
間
の
動
力
因
（
O
P
鐸
ω
効
　
⑦
臣
O
一
〇
コ
6
0
　
ケ
O
ヨ
一
口
償
路
P
）
で
あ
る
か
ら
、
神
が
働
き
た
ま
わ
な
い
な
ら
、
そ
の
他
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
何
事
も
な
さ
れ
な
い
。
ま
た
人
間
の
自
然
的
活
動
の
い
っ
さ
い
は
被
造
物
よ
り
も
神
が
優
っ
た
原
因
と
な
っ
て
生
じ
て
い
る
」
。
だ
か
ら
、

　
　
人
聞
の
救
済
も
そ
の
開
始
は
神
に
由
来
す
る
し
、
こ
の
点
で
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
は
拒
否
さ
れ
、
神
の
前
に
功
績
と
な
る
善
い
わ
ざ
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
す
べ
て
は
神
の
救
い
の
秩
序
に
依
存
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
エ
ッ
ク
が
恩
恵
と
自
由
意
志
を
恩
恵
の
優
位
の
下
に
総
合
的
に
把
握
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
の

　
　
伝
統
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
両
者
を
区
別
し
、
二
者
択
一
的
に
分
離
し
て
考
え
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
神
に
対
し
て
も
人
格
的

　
　
に
関
係
す
る
よ
う
に
人
間
を
立
て
、
責
任
を
負
う
主
体
と
み
な
す
近
代
人
の
自
由
の
意
識
が
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
背
景
に
あ
る
こ
と
か
ら
生

　
　
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
ル
タ
ー
は
か
か
る
自
由
の
意
識
に
立
つ
自
由
意
志
は
神
の
前
に
は
無
力
で
あ
り
、
原
罪
に
よ
り
悪
に

　
　
傾
く
奴
隷
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
自
覚
し
、
一
般
の
人
々
の
懐
い
て
い
る
自
由
意
志
の
観
念
を
攻
撃
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

　
　
で
あ
る
．
こ
こ
か
ら
ル
タ
ー
は
エ
ッ
ク
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
「
実
際
、
す
べ
て
の
人
は
、
す
く
な
く
と
も
未
熟
な
人
は
、
自
由
意
志
と
〔
い
う
雷
葉
を
〕
聞
く
と
、
そ
れ
が
善
に
も
悪
に
も
等
し
く

　
　
向
か
い
得
る
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
た
だ
悪
に
の
み
向
か
い
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
は
全
く
考
え
て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
自
己
に
対
す
る

　
　
信
頼
に
進
ん
で
い
っ
て
、
自
力
に
よ
っ
て
神
に
帰
り
得
る
と
推
測
す
る
」
（
≦
〉
』
”
黛
メ
α
ε
。

　
　
　
自
由
意
志
を
善
悪
無
記
な
も
の
と
し
て
中
立
的
に
考
え
る
見
方
は
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
始
ま
り
オ
ッ
カ
ム
に
よ
り
強
化
さ
れ
て
オ
ッ
カ
ム
主

　
　
義
に
流
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
こ
う
い
う
自
律
の
立
場
が
神
関
係
に
お
い
て
は
い
か
に
信
仰
に
相
反
し
、
自
己
信
頼
の
不
信
仰
と
高
慢
に

　
　
陥
っ
て
い
る
か
を
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
の
ス
コ
ラ
神
学
批
判
は
ト
マ
ス
に
は
通
じ
ず
、
自
分
の
育
っ
た
オ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
カ
ム
主
義
に
の
み
妥
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
一
般
化
し
て
い
う
な
ら
神
か
ら
自
立
し
た
意
志
と
し
て
の
「
恣
意
」
（
≦
三
窪
H
）

　
　
に
ル
タ
ー
の
批
判
は
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
討
論
の
さ
中
に
行
な
わ
れ
た
ル
タ
ー
の
説
教
（
一
五
一

　
　
九
年
六
月
二
九
日
）
は
こ
の
点
に
触
れ
て
い
る
。
「
自
由
意
志
（
山
魯
h
お
団
鼠
瓢
）
は
…
…
・
：
自
己
自
身
か
ら
は
全
く
何
事
も
な
し
得
な
い
。

　
　
善
を
承
認
し
た
り
実
行
し
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
恣
意
の
も
と
に
許
さ
れ
て
い
な
い
ハ
艮
ぎ
ω
。
ぎ
曾
亭
亭
器
村
⑦
h
「
①
｝
二
邑
6
。
か
え
っ

鯉　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
ナ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

586　
　
て
意
志
を
自
由
に
す
る
神
の
恩
恵
に
も
と
づ
い
て
の
み
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
」
（
ぞ
く
諺
．
　
b
ρ
》
　
ト
コ
腿
“
“
　
ω
融
．
）
。
そ
れ
で
も
な
お
ル
タ
：
は
こ
の
説

　
　
教
で
は
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
の
時
と
同
じ
く
自
由
意
志
の
名
称
を
残
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
残
す
理
由
が
い
ま

　
　
や
は
っ
き
り
と
救
済
史
的
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
「
人
は
ア
ダ
ム
に
お
い
て
自
由
で
あ
っ
た
。
だ
が
今
や

　
　
堕
罪
に
よ
り
破
滅
し
、
罪
の
と
り
こ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
自
由
意
志
の
名
称
は
、
か
つ
て
は
自
由
で
あ
っ
た
が
、
恩
恵
に
よ

　
　
り
再
び
自
由
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に
、
保
存
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
目
違
山
こ
鍾
メ
窪
し
。
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
で
は
自

　
　
由
意
志
は
単
な
る
名
目
だ
け
の
も
の
（
目
・
ω
α
Φ
8
一
。
簿
巳
。
）
と
消
極
的
に
語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
名
称
」
（
渚
磐
。
）
を

　
　
残
す
理
由
が
積
極
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
自
由
意
志
は
救
済
に
い
た
る
実
質
的
価
値
を
も
た
な
い
け
れ
ど
も
、
自
由
の
弁

　
　
証
法
の
契
機
と
し
て
、
な
お
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
『
レ
オ
十
世
の
新
教
書
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
マ
ル
チ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
全
条
項
の
主
張
』
（
〉
。
。
ω
①
三
。
。
ヨ
昌
三
ヨ
帥
誌
。
色
。
三
ヨ

　
　
ζ
．
ピ
葺
三
門
唱
輿
び
轟
轟
訂
§
尻
×
．
H
g
o
）
。
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
討
論
後
ル
タ
ー
の
教
説
に
対
す
る
異
端
嫌
疑
が
高
ま
り
、
一
五
二
〇
年
に

　
　
は
教
皇
の
教
書
国
華
霞
σ
q
①
U
。
ヨ
げ
Φ
が
出
さ
れ
、
四
一
条
項
に
の
ぼ
る
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
論
駁
を
試
み
た
の

　
　
が
『
主
張
』
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
論
文
で
あ
り
、
そ
の
第
三
六
命
題
と
そ
の
解
説
こ
そ
四
年
後
に
エ
ラ
ス
ム
ス
ボ
ル
タ
ー
批
判

　
　
の
中
心
に
据
え
た
内
容
を
も
つ
問
題
の
箇
所
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
ル
タ
ー
の
思
想
と
い
っ
た
い
ど
こ
が
ど
う
相
違
し
て
い

　
　
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
第
三
六
命
題
自
体
は
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
の
第
一
三
提
題
の
反
復
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
が
堕
罪
以
後
の

　
　
人
間
の
意
志
が
無
力
に
な
り
、
恩
恵
な
し
に
は
救
済
を
達
成
し
得
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
さ
い
に
、
か
か
る
人
間
の
現
実
を
述
べ
る
た
め

　
　
に
採
用
し
た
二
次
的
補
説
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
絶
対
的
必
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
が
、
自
由
意
志
を
全
く
排
除
す
る
決
定
論
に
向
か
わ

　
　
せ
て
い
る
点
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
従
来
と
っ
て
き
た
自
由
意
志
に
対
す
る
解
釈
が
変
更
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
そ
う
い
う
お
け
で
こ
の
条
項
を
新
し
く
作
り
直
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
恩
恵
を
受
け
る
前
の
自
由
意
志
は
単
な
る
名

　
　
目
上
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
私
が
以
前
述
べ
た
の
は
間
違
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
『
自
由
意
志
は
実
際
に
は
空
想
的
捏
造
物
、



　
　
も
し
く
は
事
態
を
欠
い
た
名
目
で
あ
る
』
と
私
は
端
的
に
言
う
べ
き
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
人
が
善
も
し
く
は
悪
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

　
　
は
そ
の
人
の
手
中
に
は
な
く
、
…
…
…
す
べ
て
は
絶
対
的
必
然
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
（
O
ヨ
隅
一
帥
　
α
①
　
　
P
①
O
①
o
o
o
自
陣
け
O
仲
①
　
　
帥
一
U
o
o
O
一
に
叶
自
j
　
　
O
〈
O
昌
一
煽
嵩
魯
）
か

　
　
ら
で
あ
る
。
詩
人
〔
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
〕
が
『
す
べ
て
は
法
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
る
』
と
語
っ
た
と
き
、
彼
も
こ
の
こ
と
を
言
お
う
と

　
　
し
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
キ
リ
ス
ト
も
『
あ
な
た
が
た
の
父
の
意
志
な
し
に
は
木
の
葉
の
一
つ
も
落
ち
な
い
』
と
言
う
。
さ
ら
に
イ
ザ
ヤ

　
　
が
『
も
し
で
き
る
と
い
う
な
ら
、
善
な
り
悪
な
り
を
行
っ
て
み
よ
』
と
語
っ
て
潮
笑
し
て
い
る
」
（
≦
》
．
8
竃
ρ
ω
賠
）
。

　
　
　
ル
タ
ー
は
神
学
的
決
定
論
と
も
い
う
べ
き
思
想
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
神
と
の
関
連
で
の
み
こ
の
よ
う
に
主
張
し

　
　
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
私
た
ち
が
下
位
の
も
の
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
事
態
は
自
由
意
志
と
偶
然
に
属
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
」

　
　
（
一
ぴ
一
匹
。
　
一
戸
①
　
ω
O
　
　
　
”
　
　
　
　
　
　
　
M
）
と
、
そ
の
妥
当
す
る
領
域
を
限
定
し
、
「
し
か
し
、
上
位
の
も
の
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
す
べ
て
は
必
然
的
で
あ
る

　
　
（
0
5
P
コ
一
高
　
　
o
n
信
口
片
　
　
コ
①
O
①
o
ロ
ω
P
画
一
9
）
。
と
い
う
の
は
私
た
ち
が
意
志
す
る
よ
う
に
は
な
く
、
神
が
意
志
す
る
よ
う
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
同
窪
身

　
　
に
ρ
ω
一
や
）
。
だ
か
ら
「
神
に
対
し
て
は
自
由
意
志
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
と
現
世
的
な
も
の
に
対
し
て
自
由
意
志
は
明

　
　
ら
か
に
存
在
す
る
」
（
一
げ
一
畠
　
　
　
困
心
①
　
　
ω
卜
⊃
野
　
　
　
．
讐
　
　
　
　
　
　
　
讐
）
。
自
由
意
志
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
妥
当
領
域
を
限
定
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
と
変
化
し
て
い

　
　
な
い
。
ま
た
、
ビ
ー
ル
の
オ
ヅ
カ
ム
主
義
の
命
題
に
対
す
る
批
判
も
同
様
に
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
の
さ
い
彼
は
「
神
の
恩
恵
の
必
要
な

　
　
の
を
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
否
定
す
る
よ
り
も
、
あ
な
た
が
そ
れ
を
人
間
の
能
力
の
う
ち
に
置
こ
う
と
す
る
方
が
、
私
に
は
い
っ
そ
う
悪
質
で
あ

　
　
る
と
思
わ
れ
る
」
（
塗
野
ぱ
。
。
℃
。
。
○
と
い
っ
て
教
皇
の
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
批
判
す
る
。
ま
た
「
御
霊
な
し
に
自
分
の
自
然
本

　
　
性
か
ら
御
霊
を
得
よ
う
と
熱
望
し
、
あ
る
い
は
自
己
に
で
き
る
か
ぎ
り
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
御
霊
に
対
し
て
準
備
す
る
こ
と
は
ど
う
し

　
　
て
可
能
な
の
か
」
（
同
ぴ
一
匹
．
　
　
一
山
『
　
　
H
o
◎
h
　
　
　
　
”
　
　
　
　
　
　
　
9
）
と
問
い
、
ま
た
、
「
御
霊
に
向
か
っ
て
歩
み
入
る
た
め
に
自
由
意
志
は
準
備
し
得
る
と
あ
な
た
は

　
　
主
張
し
て
い
る
」
（
一
ぴ
一
α
’
　
　
一
陣
ω
　
　
目
野
　
　
　
　
讐
　
　
　
　
　
　
　
　
噸
）
と
き
め
つ
け
て
教
皇
も
ビ
ー
ル
と
同
じ
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
ル
タ
ー
は
断
定
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
よ
う
に
彼
が
攻
撃
し
て
い
る
の
も
、
教
皇
自
身
の
教
え
と
い
う
よ
り
も
、
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
の
間
違
っ
た
邪
説
が
教
会
の
中
に
支

　
　
配
的
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
、
と
く
に
単
純
な
人
々
を
害
し
て
い
る
現
実
を
捉
え
、
こ
れ
を
改
革
し
よ
う
と
し
な
い
教
皇
の
姿
勢
を
批
難

596　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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九
二

す
る
た
め
な
の
で
あ
る
（
筐
匹
二
置
。
。
藁
一
塗
）
。

　
さ
て
、
ル
タ
ー
が
こ
れ
ま
で
の
意
見
を
変
更
し
、
た
の
は
、
「
単
な
る
名
目
上
の
も
の
」
か
ら
「
実
際
に
は
空
想
的
捏
造
物
も
し
く
は
事
態

を
欠
い
た
名
目
」
（
警
守
。
箕
¢
ヨ
ヨ
塞
げ
器
器
信
け
一
酔
風
早
。
・
ぎ
①
お
）
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
意
志
の
内
実
を
徹
底
し
て
排
斥
し

て
い
る
点
と
、
神
に
よ
っ
て
の
み
救
い
は
実
現
す
る
と
い
う
「
神
の
独
占
活
動
」
（
≧
一
。
ぎ
≦
一
昏
蟹
巨
匠
け
Ω
o
密
。
・
）
の
教
説
を
補
強
す
る
た

め
に
加
え
ら
れ
た
絶
対
的
必
然
性
の
主
張
が
、
新
た
に
彼
の
思
想
に
決
定
論
的
特
質
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
と
の
二
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
『
主
張
』
の
ド
イ
ツ
語
版
で
は
絶
対
的
必
然
性
の
命
題
も
議
論
も
見
ら
れ
ず
、
ル
タ
ー
自
身
も
、
こ
の
母
国
語
版
の
方
が
よ
り
良
い
と

言
っ
て
い
る
（
ぐ
刈
》
．
切
辱
b
σ
9
卜
a
α
囲
曵
h
　
　
　
　
　
　
M
）
。
さ
ら
に
こ
の
版
で
は
自
由
意
志
を
表
わ
す
聖
書
的
表
現
と
し
て
「
我
意
」
（
。
話
魯
註
頴
）
を
あ

げ
て
い
る
点
を
見
て
も
（
毛
》
幽
　
刈
　
　
心
蒔
り
　
　
ト
。
㎝
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
℃
）
、
ル
タ
ー
が
自
由
意
志
は
「
事
態
を
欠
い
た
名
目
」
に
す
ぎ
な
い
と
『
主
張
』
で
言
う
真
意

が
そ
の
存
在
を
も
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
自
由
意
志
と
矛
盾
的
に
対
立
す
る
必
然
性
は
『
奴
隷
意
志
論
』
で
は
「
隠
れ
た
る
神
」
（
0
2
。
。
①
訂
8
巳
ぎ
。
・
）
の
形
而
上
学
的
側
面
を

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
を
現
実
の
人
間
に
妥
当
す
る
と
み
な
す
な
ら
、
マ
ニ
教
や
ウ
ィ
ク
リ
フ
と
同
じ
決
定
論
に
陥
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

と
エ
ラ
ス
ム
ス
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ル
タ
ー
の
思
想
が
神
学
的
決
定
論
で
あ
る
か
否
か
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
と
の
論
争
を
と
お

し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
道
徳
の
領
域
と
宗
教

の
領
域
と
を
厳
密
に
区
別
し
、
道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
を
徹
底
し
て
拒
否
し
て
お
り
、
聖
な
る
「
神
の
前
に
」
（
O
O
「
働
ヨ
　
H
）
Φ
O
）
畏
怖
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

も
っ
て
関
わ
る
宗
教
的
意
識
に
立
っ
て
思
索
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
に
神
学
と
哲
学
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
が

自
由
意
志
の
理
解
の
上
に
も
反
映
し
、
か
つ
い
っ
そ
う
徹
底
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
オ
ッ
カ
ム
主
義
自
体
を
超
克
す
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

　
ル
タ
ー
に
お
け
る
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
が
い
か
に
受
容
さ
れ
、
そ
の
間
題
が
い
か
に
克
服
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
を
、
初
期
の
著
作

や
討
論
集
を
と
お
し
て
私
た
ち
は
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
神
学
が
哲
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
信
認
の
た
め
の
準
備
に
関
す

る
オ
ッ
カ
ム
主
義
と
の
対
決
を
と
お
し
て
神
学
が
哲
学
も
し
く
は
道
徳
か
ら
解
放
さ
れ
、
宗
教
に
固
有
の
領
域
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
歩

み
を
解
明
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
自
由
意
志
の
概
念
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
人
間
の
主
体
性
、

つ
ま
り
自
律
と
し
て
の
自
由
の
理
解
で
あ
る
。
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
き
た
意
志
の
自
律
性
は
、
「
神
の
絶
対
的
権
能
」
と
い
う

自
由
の
観
念
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
は
神
の
属
性
で
あ
る
が
、
人
間
も
こ
の
自
由
に
対
応
す
る
存
在
者
と
し
て
無
記
中
性
的
自
由

を
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
の
自
由
意
志
の
概
念
は
こ
の
点
で
オ
ッ
カ
ム
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、
ほ

か
な
ら
ぬ
こ
の
自
由
意
志
を
神
に
の
み
認
め
て
人
間
に
は
拒
否
し
て
い
る
（
≦
》
●
一
〇
Q
”
　
①
Q
◎
①
》
　
卜
a
“
鵠
■
）
。
人
間
に
は
神
関
係
に
お
い
て
自
由
意

志
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
は
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
か
ら
の
み
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
に
し
た
が

う
求
道
途
上
に
お
け
る
絶
壁
に
関
す
る
彼
自
身
の
苦
闘
が
あ
り
、
そ
れ
を
経
て
ば
じ
め
て
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
彼
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
を
克
服
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
な
っ
た
根
本
的
理
由
は
オ
ッ
カ
ム
主
義
者
た
ち
が
、
ビ
ー
ル
の
学
説
に
典
型
的
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
意
志
を
道
徳
の
領
域

に
適
用
し
た
上
で
宗
教
的
救
済
に
ま
で
導
こ
う
と
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
連
続
性
を
断
ち

切
り
、
宗
教
的
に
信
仰
の
う
ち
に
救
済
を
求
め
た
た
め
、
自
由
意
志
の
否
定
と
い
う
方
向
に
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
ル
タ
～
と
同
様
に
自
由
意
志
に
対
し
て
奴
隷
的
意
志
を
説
い
て
い
る
が
、
彼
は
自
由
意
志
が
善
に
向
か

っ
て
自
由
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
悪
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
か
を
明
確
に
区
別
し
た
の
で
あ
っ
て
、
奴
隷
状
態
に
お
い
て
も
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

意
志
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
ル
タ
ー
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
影
響
の
下
に
こ
の
よ
う
な
自
由
意
志
の
働
き
を
認
め
て
い

　
　
　
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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九
四

る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
が
次
第
に
低
く
な
り
、
終
り
に
は
存
在
（
目
①
ω
）
を
欠
い
た
名
目
（
簿
巳
塁
）
と
み
な
さ
れ
、
つ
い
に
絶
対
的
必

然
性
の
導
入
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
線
か
ら
後
退
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
神
の
自
由
と
人
間
の

自
由
と
を
排
他
的
に
と
ら
え
る
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
が
影
響
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
神
と
人
と
の
関
係
を
相
互
に
自
由
な
意

志
的
関
係
と
み
な
し
、
そ
の
他
の
客
体
的
存
在
へ
の
関
連
を
排
除
す
る
オ
ッ
カ
ム
の
自
由
論
が
背
景
に
立
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ル
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

は
こ
の
前
提
に
立
っ
て
「
信
仰
に
よ
る
の
み
」
の
原
理
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
信
仰
の
受
動
性
の
中
に
働
い
て
い
る
主
体
的
契
機
、

後
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
》
9
茜
巨
謁
に
よ
っ
て
示
す
実
存
的
態
度
は
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
土
壌
か
ら
生
じ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
注

（
1
）
　
た
と
え
ば
潤
諒
。
ユ
。
互
O
謬
蝕
。
信
巳
国
償
。
冨
ユ
ω
二
①
ぎ
伍
費
冨
＝
o
ω
o
℃
窯
ω
o
ず
讐
↓
7
⑦
o
δ
σ
q
δ
創
霧
≦
瓢
ゲ
色
ヨ
〈
o
コ
○
集
訂
ヨ
は
オ
ッ

　
カ
ム
の
神
観
「
神
の
絶
対
的
権
能
」
の
説
が
教
会
の
恩
恵
論
を
危
う
く
し
、
そ
の
論
理
的
で
合
理
主
義
的
展
開
に
は
深
い
宗
教
的
内
容
が
欠
け
て
い

　
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
書
の
序
文
を
書
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
改
革
史
家
ロ
ル
ツ
（
一
■
い
o
H
g
）
も
著
老
の
考
え
を
支
持
し
て
い
る
。
な
お
ロ

　
ル
ツ
は
○
冨
幻
⑦
h
9
ヨ
僧
門
〇
コ
げ
O
⑦
箕
の
。
窪
三
面
ω
α
・
押
ω
・
霜
G
。
で
オ
ッ
カ
ム
を
「
根
底
か
ら
非
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
あ
る
」
と
み
な
し
て
い
る
。

　
ま
た
国
．
い
竃
。
ω
o
ユ
。
ざ
い
β
臣
⑦
議
ピ
①
訂
。
〈
o
§
§
蹄
鉱
。
コ
≦
澱
。
昌
も
ト
マ
ス
の
立
場
か
ら
ル
タ
ー
を
批
判
的
に
検
討
し
、
オ
ッ
カ
ム
主
義
の

　
歴
史
的
意
義
、
お
よ
び
ル
タ
ー
が
オ
ッ
カ
ム
主
義
で
教
育
を
受
け
た
こ
と
の
意
義
を
全
然
評
価
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
ト
マ
ス
に
よ
っ

　
て
ル
タ
ー
が
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
理
由
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
≦
．
U
⑦
巳
。
界
U
冨
丙
鼻
。
・
〔
①
げ
ニ
コ
α
q
ユ
葭
≧
（
器
算
僻
二
8
。
・
・

　
呂
飢
く
2
象
。
房
二
〇
聞
。
〈
o
昌
O
暮
ω
Q
o
ぎ
貯
。
・
窪
ω
い
信
岳
費
で
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
神
学
は
ス
コ
ト
ゥ
ス
ま
で
真
正
な
代
表
者
を
も
つ
、

　
と
主
張
さ
れ
、
ル
タ
ー
が
直
面
し
受
容
し
た
オ
ッ
カ
ム
主
義
は
正
当
な
代
表
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ル
タ
ー
が
死
せ

　
る
伝
統
を
受
け
継
い
だ
不
幸
な
事
態
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
ρ
ω
g
謁
ρ
》
爵
琶
ぎ
一
ω
9
興
累
。
邑
悪
評
ヨ
ニ
。
。
”
ぎ
“
厚
昏
興
ω
葺
象
算
轡
ω
．
＝
臨
．
を
参
照
。

（
3
）
　
拙
稿
「
初
期
エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
間
学
の
特
質
」
（
国
立
音
楽
大
学
研
究
紀
要
第
一
五
集
）
二
二
頁
以
下
参
照
σ
／
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（
4
）
　
拙
著
『
ル
タ
ー
の
人
間
学
』
四
八
頁
参
照
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
う
教
皇
派
の
神
学
考
と
対
比
し
て
ル
タ
ー
は
「
哲
学
奢
ア
リ
ス
ト

　
テ
レ
ス
の
方
が
い
っ
そ
う
善
良
で
、
正
直
な
理
性
を
も
っ
て
い
て
、
神
性
を
そ
れ
に
混
入
し
た
り
し
な
い
」
（
≦
諺
。
　
戯
O
　
剛
”
　
心
同
O
”
　
H
一
驚
．
）
と
畢
一
口
う
。

（
5
）
　
同
様
の
こ
と
を
O
．
国
び
ω
一
ぎ
σ
q
い
ピ
蛋
ひ
Φ
づ
国
ぎ
｛
口
｝
繋
囚
町
q
ぎ
。
。
Φ
ぎ
U
窪
犀
①
戸
ω
■
O
α
も
述
べ
て
い
る
。

（
6
）
　
臼
巴
①
。
ユ
8
は
一
六
世
紀
で
は
論
理
学
（
一
〇
σ
q
8
餌
）
に
代
わ
る
語
で
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ソ
の
三
冊
の
論
理
学
書
に
付
け
ら
れ
た
題
名
を
見
る
な
ら
明

　
ら
か
で
あ
る
Q
O
o
ヨ
℃
①
コ
鮎
ρ
。
ユ
。
自
認
δ
o
二
〇
〇
ω
冨
二
ρ
嶺
N
O
『
弁
証
法
の
要
約
的
理
論
』
、
∪
同
巴
㊦
。
舐
。
窃
犀
げ
転
回
q
讐
傍
。
さ
H
欝
。
。
『
弁
証
法
四
巻
』
、

　
織
田
0
8
ヨ
p
。
露
象
巴
Φ
o
門
門
o
o
ω
’
δ
蒔
刈
『
弁
証
法
の
諸
問
題
』
、
こ
れ
に
つ
い
て
頃
．
ω
o
ゲ
。
貫
O
⑦
ω
o
臣
。
巨
。
α
碧
い
。
σ
q
一
r
ら
舘
の
邦
訳
『
西
洋
論
理

　
学
史
』
一
八
頁
参
照
。

（
7
）
即
ω
8
げ
臼
σ
q
”
零
貯
田
。
げ
匙
曾
。
。
σ
q
讐
窪
σ
q
窃
薮
。
窪
・
唱
し
d
畠
●
同
H
押
G
。
．
認
①
勝

（
8
）
　
即
ω
Φ
Φ
び
。
茜
》
o
℃
．
9
θ
こ
G
o
．
刈
8
〔
．

（
9
）
○
β
三
鉱
巨
牙
○
昆
冨
ヨ
》
ρ
口
。
象
び
①
蟹
。
・
①
箕
。
量
目
剛
冒
ρ
．
ω
…
く
戸
ρ
」
駆
．

（
1
0
）
　
じ
ご
．
瓢
似
α
q
σ
q
『
コ
F
日
野
。
一
〇
α
q
ぼ
同
門
譲
ま
。
。
8
乞
①
げ
鉱
い
葺
げ
。
桟
蓉
島
ぎ
ユ
臼
。
8
節
養
母
一
ω
。
一
お
5
8
冨
ユ
｝
二
9
”
ω
・
め
鋒
に
こ
の
点
が
詳
し

　
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
に
立
つ
ス
コ
ラ
主
義
の
行
為
義
認
が
疑
問
視
さ
れ
批
判
さ
れ
た
の
は
『
第
一
回
詩
篇
講
解
』
（
≦
》
．
《
↑
P

　
卜
⊃
黙
■
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
2
）
　
》
ユ
。
。
ε
け
①
げ
。
。
u
国
け
凱
9
Z
圃
o
o
ヨ
8
ゲ
①
鋤
り
δ
O
o
。
隣
昌
㎝
・

（
1
3
）
　
↓
7
0
筥
p
。
吻
》
の
三
慧
ρ
G
o
⊆
ヨ
ヨ
p
縛
ゲ
①
2
0
σ
q
冨
ρ
H
・
H
押
ρ
・
㎝
倉
⇔
．
財

（
1
4
）
　
ト
マ
ス
は
罪
の
習
性
（
罫
σ
巨
ω
）
に
よ
り
自
然
本
性
が
壊
敗
し
て
い
る
と
き
、
恩
恵
に
よ
り
新
た
に
内
的
な
習
性
が
形
成
さ
れ
、
戒
め
を
実
行
し

　
得
る
よ
う
に
な
る
と
説
き
、
神
の
恩
恵
の
そ
そ
ぎ
に
よ
り
意
志
が
準
備
さ
れ
る
と
い
う
（
ω
崖
ヨ
壽
け
『
8
♂
σ
q
冨
＝
押
ρ
δ
。
。
払
ポ
塑
低
b
参
照
）
。
し
た

　
が
っ
て
、
神
の
恩
恵
を
行
為
の
開
始
点
に
お
い
て
説
い
て
い
る
た
め
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ゥ
ス
主
義
は
回
避
さ
れ
て
い
る
が
、
恩
恵
と
の
共
働
に
よ
る
功

　
績
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
運
動
者
と
し
て
の
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
自
由
意
志
の
運
動
に
対
し
て
終
点
の
よ

　
う
に
立
て
ら
れ
る
も
の
は
、
人
間
の
功
績
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
出
発
点
の
よ
う
に
こ
の
運
動
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
」

　
（
8
・
。
∬
り
芦
の
．
員
♪
鋤
．
O
）
。
し
か
る
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
よ
る
と
共
働
的
恩
恵
に
は
活
動
的
恩
恵
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
先
行
し
、
両

　
者
は
区
刷
さ
れ
、
ト
マ
ス
も
こ
の
区
別
を
明
瞭
に
述
べ
て
は
い
て
も
、
実
際
は
共
働
的
恩
恵
の
み
が
力
説
さ
れ
、
結
果
と
し
て
功
績
思
想
が
生
じ
て

ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統

九
五
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ご
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
》
。
く
O
ロ
譲
餌
戦
跡
騨
O
犀
鴇
り
σ
ゴ
H
げ
に
O
ゴ
山
O
鴇
U
O
σ
q
ヨ
①
5
瞬
Φ
ω
o
ゴ
…
o
ゴ
け
①
℃
ω
仙
．
H
H
H
堕
ω
・
①
㎝
卜
⊃
頃
。
）
。

（
1
5
）
　
騨
H
鴇
焦
。
ゲ
“
0
5
p
α
①
g
昌
自
国
億
。
ゲ
ゆ
噌
冴
二
⑦
ぎ
α
禽
℃
ゴ
出
。
ω
o
唱
臣
ω
o
げ
。
昌
8
7
0
2
0
σ
q
目
口
。
ω
≦
出
ゲ
①
一
霞
〈
o
嵩
O
o
豊
国
ヨ
u
ω
．
ド
H
b
。
P
お
よ
び
K

　
・
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
…
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
自
由
観
の
変
遷
」
（
松
本
丁
寧
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
研
究
』
）
二

　
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
1
6
）
　
拙
稿
「
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
契
約
神
学
」
（
『
ル
タ
ー
i
歴
史
と
現
代
に
お
け
る
』
（
聖
岳
舎
）
所
収
》
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
7
）
　
ビ
ー
ル
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
い
．
○
罠
海
ρ
O
§
霞
p
O
9
。
耳
一
色
。
欝
》
塁
。
一
慧
巳
霞
ω
o
欝
§
σ
q
ヨ
障
O
ρ
。
げ
誌
色
国
巴
ぎ
α
2

　
U
尻
O
皿
9
誌
o
o
o
三
鑓
。
。
o
げ
〇
一
p
・
。
。
二
〇
山
ヨ
静
Φ
o
δ
σ
q
冨
ヨ
”
お
①
N
お
よ
び
鵠
．
○
び
。
同
巳
碧
”
↓
ゲ
Φ
国
白
く
①
。
。
ぼ
。
［
ζ
⑦
α
一
①
＜
巴
日
ゲ
0
2
0
⑳
団
．
○
簿
げ
臥
巴

　
論
陣
惹
き
山
い
卑
Φ
竃
。
島
。
〈
筥
掌
。
ヨ
ぎ
象
。
。
β
お
①
。
。
が
優
れ
た
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
ビ
ー
ル
の
引
用
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
依
っ
て
い
る
。

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

国
■
翻
⑦
匡
0
7
0
マ
O
算
こ
ψ
H
込
」
⑩
●

Q
’
し
d
冷
r
o
o
①
「
5
P
O
郎
①
o
o
畠
Φ
｛
O
ω
昌
く
搾
印
匡
び
口
ω
O
ず
臥
⑭
二
匂
目
海
．

↓
劉
》
ρ
亘
一
昌
鋤
。
。
”
ω
ロ
諺
ヨ
餌
叶
『
ゆ
。
一
〇
σ
q
ド
ρ
り
同
H
や
タ
日
μ
ρ
即
ω
●

6
劉
諺
ρ
二
陣
揖
2
Ω
ρ
O
ワ
。
潔
二
H
－
H
H
魑
論
’
H
O
P
p
①
．

U
．
ω
o
o
帥
煽
o
n
》
ぴ
ぴ
●
H
＜
o
Q
o
コ
ρ
盛
ω
．
目
蔭
”
ρ
■
N
樋
劇
（
○
娼
碧
p
o
ヨ
急
薗
×
〈
目
剖
ω
・
“
龍
・
）

国
．
≦
●
囚
O
び
ポ
軍
】
U
信
け
げ
㊦
婦
馬
田
島
切
同
型
ω
ヨ
雌
ロ
’
じ
d
9

　
同
囲
・
ω
b
O
O
を
参
照
。

（
2
3
）
　
ρ
じ
d
圃
⑦
r
ζ
び
●
昌
ω
窪
戸
集
ω
．
同
勢
ρ
●
ど
即
卜
⊃
”
9
《
鍛
・
O
ぴ
母
ヨ
碧
”
o
軍
。
一
∫
ワ
嵩
卜
。
．
ズ
0
8
c
。
O
か
ら
引
用
す
る
。

（
2
4
）
　
頃
■
○
げ
臼
巳
仁
9
麟
O
Ψ
9
け
二
7
日
①
O
露

（
2
5
）
　
麟
．
○
ぴ
臼
日
o
P
o
噂
．
9
£
℃
噌
H
“
ω
．

（
2
6
）
　
○
●
b
d
冨
r
O
助
旨
。
鉱
ロ
。
竃
跡
器
国
×
℃
o
忽
江
ρ
げ
o
H
α
q
．
寓
・
○
ぴ
隠
蟹
p
郎
日
日
山
≦
．
O
o
ロ
ニ
の
コ
p
ど
し
d
α
．
岡
押
　
蒔
心
卜
σ
量
即
①
一
5
ゲ
錠
口
ω
o
『
ぎ
器
磐
U
δ

　
α
o
℃
唱
①
マ
①
＜
2
象
①
房
酔
ぽ
鐸
⑦
山
①
の
ω
娼
警
ヨ
一
菖
o
H
巴
8
携
償
昌
儀
い
巨
び
o
N
。
・
器
h
禽
ヨ
舞
。
訟
ω
o
ご
①
国
昌
凱
①
o
H
窪
轟
σ
q
り
ω
．
刈
中
の
引
用
。
以
下
同
じ
。

（
2
7
）
　
O
●
じ
d
δ
ピ
O
鳴
●
o
搾
こ
H
押
蒔
蔭
ω
．

（
2
8
）
　
O
「
切
冨
r
O
℃
・
9
け
こ
H
押
蒔
劇
G
◎
齢

（
2
9
）
　
○
．
切
δ
　
o
宰
。
搾
こ
H
押
腿
幽
餅

（
3
0
）
　
≦
・
○
無
二
〇
h
炉
U
δ
≧
自
⑦
も
け
p
江
。
房
占
a
く
臼
象
⑦
霧
け
壁
書
Φ
．
〈
o
嵩
．
U
二
嵩
。
。
ω
o
o
ε
ω
ぴ
固
い
艮
ゲ
①
び
G
o
。
。
。
O
O
は
ビ
ー
ル
の
明
快
な
論
述
を
ほ



665

　
め
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
と
オ
ッ
カ
ム
の
総
合
に
い
た
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
二
つ
の
功
績
概
念
に
つ
い
て
β
ζ
．
ζ
。
U
o
コ
9
α
q
7

　
↓
ゲ
①
い
m
ξ
鋤
嵩
山
夢
o
O
o
ω
娼
。
＝
鵠
ぴ
二
け
ゲ
①
ジ
ワ
一
㎝
？
H
O
卜
◎
を
参
照
。

（
3
1
）
　
○
．
ω
0
7
Φ
o
r
竃
鉾
瓜
冨
ド
葺
げ
㊦
『
響
く
。
轟
囲
¢
・
夢
○
壽
一
ω
ヨ
島
N
員
幻
①
剛
。
『
ヨ
¢
。
島
。
ジ
じ
d
α
■
圃
H
．
ψ
幽
①
刈
は
『
命
題
集
』
の
中
に
引
用
さ
れ
た
ア
ウ
グ

　
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
新
し
い
方
向
が
開
始
し
て
い
る
と
い
う
。

（
3
2
）
　
野
○
「
§
o
ψ
o
ワ
。
一
け
「
v
ω
●
卜
3
①
㊤
．

（
3
3
）
　
『
第
一
回
詩
篇
風
解
』
に
お
け
る
契
約
概
念
に
つ
い
て
は
前
述
の
拙
論
「
ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
契
約
神
学
」
を
参
照
。
な
お
こ
の
概
念

　
は
主
と
し
て
Q
D
・
国
．
O
N
ヨ
⑦
讐
”
国
。
ヨ
◎
G
o
O
三
ε
島
ω
・
》
O
o
ヨ
℃
①
鑓
喚
く
Φ
ω
9
を
o
m
ひ
。
》
葺
7
吸
。
唱
。
ぴ
σ
q
《
o
【
6
感
冒
⑦
ゴ
O
Φ
話
。
コ
£
。
コ
α
ピ
ロ
け
プ
費

　
冒
昏
①
O
o
馨
㊦
惹
。
｛
子
①
躍
↓
7
ω
O
困
O
σ
q
8
巴
↓
げ
O
q
α
Q
葺
曽
す
一
ω
Φ
塗
の
指
摘
に
従
う
。

（
3
4
）
　
り
．
○
δ
訂
ρ
o
サ
9
∬
ω
■
ω
O
卜
。
は
『
第
一
回
詩
篇
講
解
』
で
オ
ッ
カ
ム
主
義
を
完
全
に
克
服
し
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
。
b
ご
帥
a
け
ト
暮
び
Φ
窃

　
轡
①
年
。
〈
o
B
〈
。
き
。
お
窪
o
O
o
簿
・
Q
Q
●
爵
も
新
し
い
認
識
が
原
則
的
に
開
始
し
て
い
る
と
み
な
す
。

（
3
5
）
　
ρ
b
d
冨
図
．
い
ぴ
．
頃
H
ω
o
簿
’
価
同
。
。
．
卜
。
メ
ρ
●
目
コ
．
P
ド
5
9
．
ピ
い
●
O
話
コ
ρ
o
ワ
。
溶
“
o
o
噌
ω
α
O
か
ら
の
引
用
。

（
3
6
）
　
囲
し
．
O
田
口
ρ
o
㍗
舞
‘
…
玄
α
亀
か
ら
の
引
用
。

（
3
7
）
　
自
由
意
志
が
無
記
的
冒
臣
厳
㊦
話
簿
2
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
ト
マ
ス
も
認
め
て
い
た
。
「
自
由
意
志
は
よ
く
選
ん
だ
り
悪
し
く
選
ん
だ
り
す

　
る
こ
と
に
対
し
て
無
記
的
に
ふ
る
ま
う
（
ぎ
象
｛
8
お
葺
費
目
『
p
び
①
酔
）
」
（
ω
償
葦
屋
鋤
ひ
8
δ
σ
Q
博
器
H
”
タ
。
。
ρ
孚
卜
。
）
。
し
か
し
選
択
意
志
は
目
的
に

　
い
た
る
手
段
の
選
択
に
関
し
て
自
由
で
あ
っ
て
も
目
的
自
体
は
知
性
に
よ
り
示
さ
れ
、
知
性
の
導
き
に
意
志
は
従
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
る

　
に
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
な
る
と
知
性
は
真
理
を
受
容
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
意
志
は
自
発
的
な
も
の
で
、
知
性
を
も
動
か
す
と
考
え
ら
れ
、
選
択
の
力
は

　
意
志
そ
の
も
の
に
属
す
と
説
か
れ
た
。
つ
ま
り
、
自
由
意
志
で
は
な
く
、
意
志
自
体
が
自
由
な
も
の
と
し
て
相
対
立
す
る
可
能
性
の
問
で
決
定
を
下

　
す
選
択
力
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
オ
ッ
カ
ム
に
い
た
る
と
無
記
的
性
格
と
し
て
明
白
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が

　
無
記
的
に
か
つ
偶
然
的
に
、
相
対
立
し
て
い
る
も
の
を
起
こ
し
得
る
能
力
を
自
由
と
呼
ぶ
」
（
O
信
。
象
ぴ
①
3
ω
。
讐
①
碁
押
ρ
■
一
①
．
○
冨
鎚
6
冨
。
・

　
δ
σ
q
ざ
壁
H
×
》
。
。
N
読
響
）
。
こ
う
し
て
意
志
は
善
や
価
値
と
い
う
目
的
か
ら
離
れ
た
、
そ
れ
以
前
に
存
在
す
る
、
完
全
に
無
記
的
な
決
定
の
自
由
と

　
し
て
動
力
因
的
な
生
産
力
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
8
）
　
ル
タ
ー
は
無
記
中
立
的
意
志
に
対
し
批
判
を
加
え
、
そ
れ
は
「
単
な
る
弁
証
論
的
捏
造
物
」
（
碁
Φ
旨
ヨ
h
お
ヨ
窪
9
日
α
蕊
⑦
。
骨
¢
ヨ
）
に
す
ぎ
な
い

　
と
言
う
（
≦
｝
H
c
。
噛
①
①
ρ
卜
。
ρ
禽
ρ
ド
）
o

ル
タ
ー
と
オ
ッ
カ
ム
主
義
の
伝
統

九
七
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に
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い
て

儀
臼
露
窪
一
ω
o
ゴ
窪
q
巳
犀
騨
。
げ
一
8
ゲ
⑦
コ
↓
話
臼
ユ
o
P
一
〇
①
刈
が
詳
し
い
研
究
を
し
て
い
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　　Der　．archite”ktonisch“　organische　Bildraum　Adolf　Hildebrandts　fixiert

dagegen　allein　den　．Horizont“，　der　ntimiich　eine　der　zwei　Variable　des

Anschauungsraums　ist，　und　zwar　als　．Reliefvorstellung“．　Die　Bildtiefe

rnuB　man　also　hier　unreversibel，　aussch！ieBlich　von　uns　hin　zum

Augenpunkt　aufnehmen．

　　In　gleicher　Weise　wie　bei　der　Raurnzeichnung　Albertis　zielt　die　Raum－

tisthetil〈　Hildebrandts　darauf　ab，　das　irreale　und　abstrakte　Zeichen　des

Bildes　den　konkreten　Raum　der　Natur　bedeuten　zu　lassen．　Aber　die

Raumtisthetik　Hildebrandts　1〈onstituiert　absichtlich　kein　absolut

geschlossenes　．Koordinatensystem“，　welches　A｝berti　durch　seine　matherna－

tische　Methodik　der　Zeichnung　fast　vollsttindig　ausgefifhrt　hat，　und　zwar

so，　daS　beim　Bildraum　Hildebrandts　das　subjektive　Ablesen　des　Zuschau－

ers　jedesmal　tiber　das　fragliche　Verhljltnis　zwischen　．Horizont“　und

．Gesichtspunkt“　disponieren　und　es　determinieren　kann．　Der　Terminus

．Fernbild“　drtickt　die　Absicht　prljgnant　aus．　Man　darf　sagen，　daS　die

Raumvorstellung　Hildebrandts　den　perspektiven　Raum　Albertis　etwa

halbwegs　auf　den　uns　umgebenden　Anschauungsraum　zurUckwirft．

Luthey　and　the’　Ockhamistic　Tradition

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Haruo　Kaneko

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Ethics，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facuity　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Okayama　University

　　The　present　thesis　is　an　inquiry　into　the　historical　process　by　which

Luther　at　first　accepted　and　later　overcame　Ockham’s　philosophical

theology　as　seen　in　his　earlier　works．　We　must　first　pay　attention　to　his
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acceptance　of　the　Ockhamistie　separation　of　theology　from　philosophy　in

his　eariy　lectures　and　some　of　his　academie　tracts　for　the　Reformation．

Next　we　must　consider　his　understanding　and　acceptance　of　the　nomina－

listic　covenant　theology．　The　word　covenant　（paetum）　means　that　on

which　the　relation　between　God　and　man　is　based．　lts　content　is　usually

ex．　pressed　in　the　following　technical　terms：　Facienti　quod　in　se　est，　deus

non　denegat　gratiam；　meritum　de　congruo　et　meritum　de　condigno．

Although　Luther　performed　such　preparatory　good　works　according　to

this　teaching，　he　found　his　own　inabiiity　and　sins．　Justification　by　faith

alone　is　the　new　Reforrnation　recognition　by　which　he　overcame　the

nominalistic　covenant　theology．　This　recognition　is　best　expressed　in　his

idea　of　free　will．　lf　we　compare　his　thought　with　the　traditional

Ockhamlstlc　interpretation　of　free　will，　it　becomes　especia11y　apparent

that　Luther’s　experience　and　thought　was　not　ethical　but　genuinely

religious．

　　　　　　Kants　Methode　in　der　，，Kritil〈　der　reinen

　　　　　　Vernunft“　und　das　Prob1em　der　Dinge　an　sich

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Shigeru　Fukutani

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistent　bei皿．　Institut　fttr

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Geschichte　der　neueren　Philo－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sophle　an　der　Universitat　Kyoto

　　Dieser　Aufsatz　stelit　sich　die　Aufgabe，　vom　kantischen　Begriff　：　Dinge

an　sich　eine　neue　Auslegung　vorzulegen．

　　Mehrere　Textstellen　in　der　．Kritik　der　reinen　Vernunft“，　die　sich　oft

widersprechen，　haben　seither　dazu　gefUhrt，　daB　man　unter　diesem　Begriff

recht　Verschiedenes　versteht．　Bei　dieser　Versch三ede油eit　der　bisherigen
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