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序

　
ト
マ
ス
は
十
三
世
紀
の
人
（
一
二
二
四
／
二
五
～
一
二
七
四
）
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
十
二
世
紀
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
終
わ
れ
る
知

的
回
復
運
動
で
得
た
新
し
い
思
想
i
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
－
を
消
化
吸
収
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
に

　
　
　
　
（
1
）

活
動
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
当
時
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
受
け
入
れ
方
を
め
ぐ
っ
て
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
派
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
一
つ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
の
基
本
教
義
で
あ
る
「
無
か
ら
の
創
造
」
「
世
界
を
摂
理
に
よ
っ
て

統
一
し
、
万
能
の
意
志
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
す
る
人
格
神
」
「
個
人
の
霊
魂
の
不
減
」
と
い
う
考
え
に
対
し
、
そ
れ
を

否
定
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
ほ
と
ん
ど
援
用
せ
ず
、
年
月
が
た
つ
に
つ
れ
敵
対
的
と
な
っ
て
い

っ
た
ボ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ラ
な
ど
の
人
々
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
「
人
間
の
個
性
」
「
魂
の
不
滅
」
を
否
定
す
る
原
理
を
奉
じ
る
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
を
受
け
入
れ
て
、

「
二
重
真
理
説
」
と
も
言
わ
れ
る
立
場
を
と
る
に
至
っ
た
ブ
ラ
バ
ン
の
シ
ゲ
ル
ス
ら
の
人
々
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
の
た
め
に
生
存
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
ア
リ
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〇

ス
ト
テ
レ
ス
の
全
著
作
に
注
釈
を
つ
け
る
作
業
を
し
て
い
た
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
ら
の
人
々
で
あ
る
。

　
ト
マ
ス
が
学
ん
だ
の
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体

系
を
全
体
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
神
学
の
基
盤
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
可
能
な
場
合
に
は
常
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
解
釈

し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
啓
示
、
ま
た
は
観
察
事
実
と
矛
盾
す
る
若
干
の
点
に
つ
い
て
は
、
訂
正
し
て
い
く
こ
と
を
企
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
師
よ
り
も
さ
ら
に
先
へ
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
私
は
、
ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
思
想
を
受
け
入
れ
て
つ
く
り
あ
げ
た
倫
理
思
想
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
と

は
い
え
、
ト
マ
ス
の
倫
理
思
想
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
思
想
と
比
較
し
て
、
「
ト
マ
ス
が
い
か
な
る
点
で
、
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
倫
理
思
想
に
変
更
を
加
え
た
の
か
」
を
論
じ
る
こ
と
は
、
私
の
手
に
は
ま
だ
余
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
の
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
的
分
析
を
多
分
に
取
り
入
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
か
ら
全
く
離
れ
た

倫
理
思
想
の
体
系
を
形
づ
く
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
間
の
究
極
目
的
に
つ
い
て
論
じ
る
に
さ
い

し
て
、
ト
マ
ス
は
、
幸
福
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
概
念
を
出
発
点
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
最
後
は
、
天
国
に
お
け
る
至
福
直

観
（
つ
ま
り
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
）
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
終
点
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
の
倫
理

思
想
は
目
的
論
的
な
倫
理
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
目
的
論
的
な
倫
理
思
想
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
倫
理
的
行
為
は
究
極
目
的
へ
と
秩
序

づ
け
ら
れ
、
そ
の
究
極
目
的
へ
の
到
達
と
相
容
れ
る
か
容
れ
な
い
か
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
に
善
ま
た
は
悪
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
究
極
目

的
に
つ
い
て
の
考
え
が
ト
マ
ス
倫
理
思
想
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
小
論
に
お
い
て
は
、
ト
マ
ス
の
倫
理

思
想
を
研
究
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
ト
マ
ス
が
「
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
」
を
究
極
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、

そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
順
序
で
考
察
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
第
一
章
で
は
、
ト
マ
ス
が
「
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
」
を
人
間
の
究
極
爵
的
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
ト
マ
ス
の
『
神
学

大
全
』
第
二
部
の
｝
、
第
一
問
題
～
第
三
聞
題
に
即
し
て
示
そ
う
。
そ
し
て
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
、
人
間
は
自
ら
の
本
性



的
な
力
だ
け
で
は
な
し
え
ず
、
神
の
恩
寵
の
助
け
を
受
け
て
は
じ
め
て
な
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
ト
マ
ス
が
十
分
に
承
知
し
て
い
た

こ
と
を
、
『
神
学
大
全
』
第
一
部
、
第
十
二
闇
題
に
即
し
て
検
討
し
よ
う
。

　
次
い
で
第
二
章
で
は
、
「
人
間
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
な
欲
求
が
あ
る
し
と
ト
マ
ス
が
書
う
の
は
な
ぜ

か
、
と
い
う
問
題
の
解
決
策
と
し
て
従
来
あ
げ
ら
れ
て
き
た
説
を
吟
味
し
、
特
に
モ
ッ
ト
（
》
。
　
｝
囚
．
　
り
』
（
）
叩
け
①
）
の
説
、
つ
ま
リ
ト
マ
ス
が

「
人
間
を
神
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
」
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
説
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
し
て

「
人
間
を
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
」
と
い
う
思
想
を
、
「
神
は
、
人
間
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性

認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
人
間
を
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
と
る
な
ら
ぽ
、
上
の
問
題
は
解
決

で
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
。

　
次
い
で
第
三
章
で
は
、
ト
マ
ス
が
そ
の
よ
う
に
「
神
は
、
人
間
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け

ら
れ
た
も
の
と
し
て
人
問
を
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
考
え
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
を
、
ト
マ
ス
の
『
神
学
大
全
』

第
一
部
第
十
九
問
題
、
第
九
十
三
問
題
に
即
し
て
考
察
し
よ
う
。

噸
　
究
極
目
的
に
つ
い
て

　
　
　
ト
マ
ス
は
、
人
間
の
究
極
目
的
に
つ
い
て
論
じ
る
さ
い
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
的
な
思
想
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ

　
　
て
い
く
。

　
　
　
我
々
の
ま
わ
り
を
見
わ
た
す
と
、
個
々
の
も
の
は
、
そ
れ
が
同
種
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
同
一
の
仕
方
で
動
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
例
え
ば
、
火
は
上
方
へ
向
か
い
、
土
は
下
方
へ
向
か
い
、
動
物
は
空
腹
に
な
る
と
エ
サ
の
方
へ
向
か
っ
て
い
く
。
ト
マ
ス
は
、
も
の
は
何

　
　
ら
か
の
目
的
へ
と
向
か
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
も
の
に
は
、
自
分
自
身
を
目
的
へ
と
動
か
し
鼠
的
へ
と
向
か
う
も
の
と
、

69

@
他
の
も
の
に
よ
っ
て
目
的
へ
と
動
か
さ
れ
目
的
へ
向
か
う
も
の
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
は
、
自
分
自
身
を
目
的
へ
と
動
か
し

20
　
　
　
　
　
　
ト
マ
ス
倫
理
思
想
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礎
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て
、
目
的
へ
向
か
う
が
、
他
方
、
非
理
性
的
被
造
物
は
す
べ
て
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
鼠
的
へ
と
動
か
さ
れ
て
、
目
的
へ
向
か
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
矢
は
標
的
へ
と
向
か
う
が
、
そ
れ
は
射
手
が
矢
を
標
的
へ
向
け
て
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
動

物
は
自
ら
が
把
捉
し
自
ら
に
適
合
的
な
も
の
へ
と
向
か
う
が
、
そ
の
把
捉
し
た
も
の
を
善
い
と
理
解
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
は
な
く
、
感

覚
的
欲
求
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
じ
く
目
的
へ
向
か
う
と
し
て
も
、
人
間
は
、
自
ら
の
は
た
ら
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
対
す
る
支
配
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
非
理
性
的
被
造
物
と
異
な
っ
て
い
る
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
我
々
が
こ
の
小
論
に
お
い
て
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
場
合
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
自
身
を
目
的
へ
と
動
か

し
賛
詞
へ
向
か
う
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
人
間
は
、
自
ら
の
す
べ
て
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
支
配
を
持
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
食
べ
る
と
か
眠
る
と
い
っ
た
は
た
ら
き
の
よ
う
に
、
人
間
が
動
物
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
す
は
た

ら
き
に
対
し
て
は
、
人
間
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
支
配
を
持
っ
て
い
な
い
。
人
間
が
自
ら
の
は
た
ら
き
に
対
す
る
支
配
を
厳
密
な
意

味
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
の
は
、
入
間
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
す
は
た
ら
き
、
つ
ま
り
理
性
と
意
志
と
に
よ
っ
て
な
す
は
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ら
き
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
マ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
人
間
的
な
は
た
ら
き
と
言
う
。
そ
れ
故
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、

人
間
は
、
人
間
的
な
は
た
ら
き
に
お
い
て
の
み
、
自
分
自
身
を
員
的
へ
と
動
か
し
、
目
的
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

　
で
は
人
間
が
、
人
間
的
な
は
た
ら
き
に
お
い
て
、
自
ら
を
そ
れ
へ
と
動
か
す
と
こ
ろ
の
目
的
と
は
、
何
か
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
が
あ
る

目
的
へ
と
自
ら
を
動
か
す
の
は
、
更
に
他
の
目
的
へ
と
自
ら
を
動
か
す
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
の
秩
序
に

お
い
て
無
限
に
進
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
無
限
に
進
む
と
す
れ
ぽ
、
意
志
が
安
ま
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
目
的
の
秩
序
に
お
い
て
は
、
究
極
目
的
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
人
間
が
、
人
悶
的
な
は

た
ら
き
に
お
い
て
、
自
ら
を
究
極
的
に
は
そ
れ
へ
と
動
か
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
究
極
目
的
と
は
、
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
自
ら
の
完

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

成
、
つ
ま
り
至
福
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
も
が
自
ら
が
完
成
す
る
こ
と
を
欲
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
す
べ
て
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
究
極
鼠
的
の
概
念
に
関
し
て
は
一
致
し
て
い
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
鼠
的
と
は
、
目
的
対
象
の
獲
得
（
巴
①
冨
。
）
あ
る
い
は
所
有
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
究
極
目
的
と
は
、
究
極
的
な
目
的
対
象
の

　
　
獲
得
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
究
極
的
な
目
的
対
象
、
つ
ま
り
最
高
善
と
は
何
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
人
々

　
　
の
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
人
は
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
善
は
富
で
あ
る
と
言
い
、
あ
る
人

　
　
は
そ
れ
は
名
誉
で
あ
る
と
言
い
、
あ
る
人
は
そ
れ
は
権
力
で
あ
る
と
言
い
、
あ
る
人
は
そ
れ
は
感
覚
的
快
楽
で
あ
る
と
奮
う
で
あ
ろ
う
か

　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
人
間
に
は
、
最
高
善
に
つ
い
て
の
生
得
的
な
観
念
、
な
い
し
は
直
観
は
、
具
体
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
し
か
し
、
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
善
が
、
何
ら
か
の
被
造
的
な
善
で
あ
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
実
際
、
人
間

　
　
に
と
っ
て
の
最
高
善
は
、
完
全
な
善
で
あ
り
、
人
間
の
意
志
を
完
全
に
安
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

　
　
れ
故
、
そ
れ
は
あ
る
一
つ
の
種
類
の
善
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
善
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
し
か
し
、
被
造
物
は
こ
れ
に
対
し
、
分
有
さ
れ
た
善
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
善
は
被
造
的
な
善

　
　
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
善
は
神
で
あ
り
、
至
福
と
は
、
神
を
獲
得

　
　
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ト
マ
ス
が
、
人
間
の
究
極
昌
的
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
用
い
て
論
じ
つ
つ
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
決
定
的
に
異
な
る

　
　
の
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
万
物
を
創
造
す
る
神
」
「
救
済
す
る
神
」
な
ど
と
い

　
　
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
幸
福
と
は
（
キ
リ
ス
ト
教
的
な
）
神
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
」

　
　
な
ど
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
に
と
っ
て
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
至
福
と
は
神
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
る
に
、
「
獲
得
す
る
こ
と
」
（
巴
9
ま
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
と
い
う
か
ら
に
は
、
人
影
に
と
っ
て
の
最
高
善
は
神
で
あ
る
と
し
て
も
、
至
福
は
人
間
に
お
け
る
何
か
で
あ
る
。
で
は
至
福
と
は
、
人
間

71
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に
お
け
る
何
で
あ
る
の
か
。
至
福
と
は
、
人
間
の
究
極
的
な
完
成
で
あ
る
。
し
か
る
に
個
々
の
も
の
（
償
江
津
虐
◎
9
器
）
は
、
現
実
態
に
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@
お
い
て
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
完
全
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
従
っ
て
、
至
福
は
人
間
の
究
極
的
な
現
実
態
に
お
い
て
成
り
立
つ
も

　
　
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
人
間
の
究
極
的
な
現
実
態
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
は
た
ら
き
」
（
o
O
曾
鉾
δ
）
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
言
う
。
そ
れ
故
彼
に
よ
れ
ば
、
至
福
と
は
、
神
を
獲
得
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
で
は
、
そ
れ
は
人
間
の
い
か
な
る
能
力
の
は
た
ら
き
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
感
覚
の
は
た
ら
き
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の

　
　
至
福
と
は
、
神
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
神
は
感
覚
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
至
福
は
、
人
間
の
知
性
的
な
部
分
の

　
　
は
た
ら
き
に
お
い
て
成
り
立
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
の
知
性
的
な
部
分
と
し
て
は
、
知
性
と
知
性
的
欲
求
で
あ
る
意
志
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
が
あ
る
。
し
か
し
至
福
は
、
意
志
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
は
成
り
立
た
な
い
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
た
し
か
に
、
至
福
と
は
、
神
を
獲
得

　
　
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
と
こ
ろ
が
意
志
は
、
目
的
対
象
が
自
ら
に
不
在
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
も
の
を
欲
し
、
そ

　
　
の
も
の
が
自
ら
に
現
存
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
も
の
に
お
い
て
喜
び
安
ら
う
。
し
か
る
に
、
目
的
対
象
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

　
　
の
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
へ
の
運
動
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
も
の
に
お
い
て
喜
び
安
ら
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

　
　
も
の
が
現
存
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
亦
、
そ
の
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
目
的
対
象
が
可

　
感
的
で
あ
る
場
合
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
あ
る
人
が
何
ら
か
の
金
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
し
よ
う
。
そ
の
入
は
そ
の
金
を

　
獲
得
す
る
こ
と
を
意
志
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
金
は
そ
の
人
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
人
が
何
ら
か
の
は
た
ら
き

　
を
な
し
、
そ
の
報
酬
と
し
て
そ
の
金
を
受
け
取
る
と
か
、
そ
の
金
を
手
で
つ
か
み
と
る
と
か
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
金
が
獲
得
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
金
が
獲
得
さ
れ
る
と
、
そ
の
人
の
意
志
は
喜
び
安
ら
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
神
を
獲
得
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
意
志

　
　
の
は
た
ら
き
で
は
な
く
知
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
た
だ
し
知
性
に
は
、
実
践
知
性
と
観
想
知
性
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
神
を
獲
得
す
る

　
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
人
間
の
実
践
知
性
の
は
た
ら
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、
人
間
の
実
践
知
性
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
神
を
獲
得
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
人
間
の
観
想
知
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
観
想
知
性
の

　
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
神
を
獲
得
す
る
と
き
、
人
間
は
至
福
に
な
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
し
か
し
、
観
想
知
性
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
神
を
知
性
認
識
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
に
つ
い
て

　
　
い
っ
た
い
何
を
知
性
認
識
す
れ
ぽ
、
神
を
知
性
認
識
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
個
々
の
も
の
は
、
自
ら
の
究
極
的
な
完
成
に
達
す
る
こ
と
を
究
極
目
的
と
し
、
そ
れ
を
欲
求
す
る
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
た
（
九
二
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
と
こ
ろ
で
彼
は
ま
た
、
い
か
な
る
も
の
も
そ
の
固
有
の
は
た
ら
き
を
目
的
と
し
、
そ
れ
を
欲
求
す
る
と
い
う
。
そ
れ
故
個
々
の
も
の
は
、

　
　
そ
れ
に
固
有
の
は
た
ら
き
を
な
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
知
性
的
実
体
で
あ
る
人

　
　
聞
の
固
有
の
は
た
ら
き
と
は
何
か
。
そ
れ
は
知
性
認
識
（
巨
。
霞
σ
q
Φ
器
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
知
性
認
識
を
目
的

　
　
と
し
、
知
性
認
識
に
よ
っ
て
完
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
知
性
認
識
の
対
象
は
何
か
。
人
間
の
観
想
知
性
の
な
す
認
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
固
有
対
象
は
、
物
体
的
な
も
の
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
聞
は
、
物
体
的
な
も
の
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ

　
　
の
よ
う
な
知
性
認
識
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
て
い
く
、
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
さ
て
、
お
よ
そ
も
の
に
は
原
因
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
在
る
と
い
う
こ
と
は
知
性
認
識
で
き
る
と
し
て
も
、

　
　
そ
れ
の
本
質
ま
で
は
知
性
認
識
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
人
間
に
は
原
因
の
本
質
を
探
求
す
る
こ
と

　
　
へ
の
欲
求
が
ま
だ
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
人
間
の
完
成
は
ま
だ
端
的
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
は
言
う
、
も
し
あ
る
被

　
　
造
的
結
果
の
本
質
を
知
性
認
識
し
て
い
る
人
間
が
、
第
一
原
因
で
あ
る
神
に
つ
い
て
は
、
神
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
し
か
認
識
し

　
　
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
神
の
本
質
を
探
求
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
そ
の
人
間
に
は
ま
だ
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
人
間
の
完
成
は
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
端
的
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
、
と
。
従
っ
て
彼
に
よ
れ
ぽ
、
人
間
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
し
て
は
じ
め
て
究
極
的
に
完
成
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
ト
マ
ス
が
こ
こ
で
「
原
因
」
と
言
う
時
、
我
々
は
次
の
よ
う
な
原
因
の
こ
と
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
X
（
結

　
　
果
）
は
Y
（
原
因
）
に
依
存
し
て
い
る
が
、
ひ
と
た
び
存
在
を
得
た
後
は
、
X
は
Y
が
今
な
し
て
い
る
原
因
的
作
用
に
今
こ
こ
に
お
い
て

73
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依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
原
因
と
結
果
の
系
列
に
お
け
る
原
因
の
こ
と
を
で
あ
る
。
我
々
は
む
し
ろ
、
X
（
結
果
）
が
今
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こ
こ
に
お
い
て
も
Y
（
原
因
）
の
原
因
的
作
用
に
依
存
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
の
、
原
因
と
結
果
の
系
列
に
お
け
る
原
因
の
こ
ど

を
想
像
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
こ
で
は
、
線
状
の
も
し
く
は
水
平
の
系
列
に
お
け
る
原
因
の
こ
と
を
想
像
し
て
は
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
垂
直
の
関
係
に
お
け
る
原
因
の
こ
と
を
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ト
マ
ス
が
「
神
は
第

一
原
因
で
あ
る
」
と
言
う
時
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
一
の
作
用
原
因
を
否
定
す
れ
ば
、
今
こ
こ
に

お
い
て
い
か
な
る
原
因
的
活
動
も
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
世
界
に
作
用
原
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
の
作
用
原
因
、
し
か
も
完

全
に
非
依
存
的
な
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
神
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
原
因
」
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
し
て
も
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
人
間
の
観
想
知
性
の
固
有
対
象
は
、
、
物
体
的

な
も
の
の
本
質
で
あ
る
、
と
先
に
言
わ
れ
た
が
、
で
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
た
し

て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
ト
マ
ス
は
、
人
間
は
、
本
性
的
に
具
わ
っ
て
い
る
力
だ
け
で
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
十
分
に
承
知
し

て
い
た
。
実
際
、
認
識
は
、
認
識
さ
れ
る
も
の
が
認
識
す
る
も
の
の
内
に
何
ら
か
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
ト

マ
ス
に
よ
る
と
、
も
の
に
は
三
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
そ
の
本
性
が
個
的
質
料
に
お
い
て
の
み
存
在
を
持
つ
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
物
体

的
な
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
本
性
は
何
ら
か
の
質
料
に
お
い
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
自
存
し
て

い
る
が
、
そ
れ
自
身
は
自
ら
の
存
在
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
存
在
を
他
か
ら
得
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
天
使
と
呼
ば
れ
る
非
物

体
的
実
体
で
あ
る
。
最
後
の
一
つ
は
、
自
存
す
る
本
性
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
存
在
を
他
か
ら
得
て
い
る
の
で
は
な
い
も
の
、
つ
ま
り
神
で

あ
る
。
そ
し
て
物
体
的
な
も
の
よ
り
は
、
天
使
の
方
が
上
位
の
も
の
で
あ
り
、
神
は
最
上
位
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
加
え

て
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
も
の
の
う
ち
、
個
的
質
料
に
お
い
て
の
み
存
在
を
持
つ
も
の
を
、
つ
ま
り
物
体
的
な
も
の
を
認
識
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
人
間
の
本
性
に
適
つ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
も
ト
マ
ス
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
が
そ
れ
を
通
じ
て
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
魂
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

あ
る
質
料
の
形
相
だ
か
ら
で
あ
る
。



　
　
　
で
は
人
間
は
、
物
体
的
な
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
性
認
識
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
物
体
的
な
も
の
の
本
性
を
個
的
質
料
か
ら
抽
象

　
　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
物
体
的
な
も
の
の
本
性
を
面
的
質
料
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
性
の
類
似
で
あ
る
形
象
が

　
　
人
間
知
性
の
内
に
生
じ
、
そ
の
形
象
を
通
じ
て
人
閣
は
知
性
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
人
間
は
、
被
造
注
油

　
　
象
1
そ
れ
も
、
個
的
質
料
に
お
い
て
で
な
い
な
ら
ぽ
存
在
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
本
性
の
類
似
で
あ
る
形
象
一
を
通
じ
て
、
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
本
質
を
知
性
認
識
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
実
際
、
上
位
の
も
の
は
、
下
位
の
も
の
の
形
象

　
　
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
認
識
さ
れ
え
な
い
。
例
え
ば
、
非
物
体
的
な
も
の
の
本
質
は
、
物
体
的
な
も
の
の
形
象
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
え

　
　
な
い
9
ま
し
て
や
神
の
本
質
は
、
い
か
な
る
物
体
的
な
も
の
の
形
象
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
え
な
い
し
、
さ
ら
に
は
、
い
か
な
る
被
造
的

　
　
形
象
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
神
の
本
質
を
本
性
的
な
仕
方
で
は
知
性
認
識
で
き

　
　
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
人
間
は
、
神
の
本
質
を
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
も
知
性
認
識
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
、
質
料
の
う
ち
に
形
相
を

　
　
有
す
る
も
の
を
、
そ
れ
を
構
成
す
る
形
相
と
質
料
と
の
ふ
た
つ
に
分
析
し
、
形
相
を
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
知
性
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
人
間
知
性
は
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る
形
相
を
、
分
析
と
い
う
仕
方
で
抽
象
に
お
い
て
捉
え
う
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
う
に
、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
自
存
す
る
分
離
実
体
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
知
性
に
と

　
　
っ
て
反
本
性
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
存
す
る
分
離
実
体
で
あ
る
神
は
、
そ
れ
自
体
可
知
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
対
象
と
し
て

　
　
は
被
造
知
性
に
と
っ
て
高
貴
す
ぎ
る
た
め
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
能
力
を
超
え
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
被
造
物
が
神
の
本
質
を
知
性
認
識
し
う
る
た
め
に
は
、
被
造
知
性
の
能
力
が
増
強
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ

　
　
の
よ
う
な
増
強
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
。
と
こ
ろ
で
被
造
的
な
も
の
の
本
性
を
超
え
た
何
か
が
生
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
神
に
よ
っ
て
直
接
に
生
じ
る
の
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
そ
れ
故
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
神
の
本

75

@
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
本
性
的
な
力
だ
け
で
は
生
じ
な
い
も
の
の
、
人
間
知
性
の
能
力
が
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
増

20　
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強
さ
れ
れ
ば
生
じ
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

九
八

二
　
「
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
欲
求
が
人
間
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味

　
さ
て
以
上
で
、
ト
マ
ス
が
「
人
間
の
究
極
的
な
完
成
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
に
お
い
て
冤
出
さ
れ
る
」
と
考
え
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
人
間
は
自
ら
の
力
だ
け
で
は
そ
れ
を
実
現
し
え
な

い
も
の
の
、
人
間
の
知
性
は
本
性
的
に
、
質
料
の
内
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
形
相
を
分
離
と
い
う
仕
方
で
抽
象
に
お
い
て
捉
え
る
よ
う
に

で
き
て
い
る
の
で
、
人
閲
は
、
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
知
性
の
力
が
増
強
さ
れ
れ
ば
神
の
本
質
を
知
性
認
識
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ト
マ
ス
の
倫
理
思
想
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
行
為
は
究
極
厨
的
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
、
そ
の
究
極
目
的
へ
の

到
達
と
柑
容
れ
る
か
容
れ
な
い
か
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
に
善
ま
た
は
悪
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
究
極
目
的
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う

な
考
え
が
、
ト
マ
ス
倫
理
思
想
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
は
「
人
間
は
誰
し
も
自
ら
の
究
極
的
な
完
成
を
本
性
的
に
欲
求
す
る
し
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
な
ら
ば
、

ま
だ
し
も
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
る
に
ト
マ
ス
は
、
人
間
の
究
極
的
な
完
成
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と

に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
推
論
す
る
と
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

欲
求
（
氏
①
ω
陣
幽
⑦
H
一
員
ヨ
　
ロ
P
ρ
口
H
四
一
①
）
が
あ
る
、
と
　
＝
口
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
は
た
し
て
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
も
し

人
間
に
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
欲
求
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
誰
で
あ
れ
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る

こ
と
を
欲
求
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
世
の
多
く
の
人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
欲
求
せ
ず
、
あ
る
人
は
富
の
獲
得
を
、
ま
た
あ
る

人
は
名
誉
の
獲
得
を
、
ま
た
あ
る
人
は
権
力
の
獲
得
を
、
ま
た
あ
る
人
は
感
覚
的
快
楽
の
獲
得
を
欲
求
す
る
し
、
そ
の
こ
と
は
ト
マ
ス
自

身
も
認
め
て
い
る
所
で
あ
る
。
ま
た
、
本
性
的
な
欲
求
と
い
う
か
ら
に
は
、
自
ら
の
本
性
的
な
力
だ
け
で
獲
得
し
う
る
も
の
へ
の
欲
求
を

意
味
す
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
彼
は
、
人
間
は
自
ら
の
力
だ
け
で
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
十



　
　
分
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
マ
ス
が
、
「
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本

　
　
性
的
な
欲
求
が
あ
る
」
、
と
言
う
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま
た
彼
は
、
「
本
性
的
な
欲
求
が
虚
し
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ

　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
る
か
ら
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
虚
し
い
こ
と
は
な
い
」
と
も
言
う
。
で
は
、
自
ら
の
力
だ
け
で
は
獲
得
で
き
な

　
　
い
こ
と
へ
の
欲
求
が
虚
し
く
な
い
、
と
ト
マ
ス
が
言
う
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
モ
ッ
ト
（
》
・
幻
巳
言
O
梓
ひ
O
）
は
、
人
間
に
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
な
欲
求
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

　
　
て
主
な
説
を
三
つ
、
自
然
本
性
と
恩
寵
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
述
べ
、
次
い
で
自
説
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
e
　
あ
る
人
々
、
例
え
ば
オ
マ
ホ
ニ
ー
（
○
、
副
帥
げ
O
置
戸
り
回
．
国
・
）
、
ド
ゥ
セ
（
∪
。
q
8
f
タ
）
ら
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
が
、

　
　
究
極
目
的
と
し
て
人
間
の
自
然
本
性
の
内
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
人
間
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
本
性
的
に
欲
求
す
る
、

　
　
と
言
う
。
と
こ
ろ
で
人
間
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら
に
本
性
的
に
具
わ
っ
て
い
る
力
だ
け
で
は
な
し
え
ず
、

　
　
そ
の
た
め
に
は
神
の
恩
寵
の
助
け
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の

　
　
人
々
の
言
う
よ
う
に
、
究
極
目
的
と
し
て
人
間
の
自
然
本
性
の
内
に
記
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の

　
　
人
間
の
欲
求
が
、
そ
れ
が
本
性
的
で
あ
る
が
故
に
虚
し
く
な
い
と
す
れ
ぽ
、
神
の
恩
寵
は
、
人
間
の
自
然
本
性
の
内
に
組
み
込
ま
れ
、
人

　
　
間
の
自
然
本
性
を
構
成
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ト
マ
ス
は
、
「
恩
寵
は
自
然
本
性
を
完
成
す
る
」
と
言
っ
て
い

　
　
（
2
8
）

　
　
る
。
恩
寵
は
、
人
聞
の
自
然
本
性
を
構
成
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
超
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
解
釈
を
ト
マ
ス
自

　
　
身
の
説
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
⇔
　
そ
こ
で
あ
る
人
々
、
例
え
ば
カ
エ
タ
ヌ
ス
は
、
神
の
恩
寵
の
超
自
然
的
性
格
を
護
る
た
め
に
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い

　
　
う
こ
と
が
究
極
目
的
と
し
て
人
間
の
自
然
本
性
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
を
否
定
し
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
は

　
　
〔
自
然
本
性
の
外
か
ら
〕
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
人
間
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
よ
う
な
超
自
然
的
な

77

@
こ
と
を
、
自
ら
の
究
極
目
的
と
し
て
と
ら
、
滞
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
力
だ
け
で
は
、
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
人
た
ち

20　
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は
、
神
は
無
償
の
恩
寵
に
よ
っ
て
、
人
間
に
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
究
極
厨
的
と
し
て
提
示
し
、
人
間
は
そ
れ
を
本

性
的
に
欲
求
す
る
、
と
考
え
た
。
し
か
し
こ
の
説
に
よ
る
と
、
自
然
本
性
と
全
く
無
関
係
で
あ
る
神
の
恩
寵
が
、
自
然
本
性
に
な
ぜ
付
け

加
わ
っ
て
く
る
の
か
、
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
こ
の
説
も
、
ト
マ
ス
自
身
の
考
え
と
し
て
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
⇔
　
そ
こ
で
あ
る
人
々
、
例
え
ば
シ
ャ
リ
ー
（
O
早
島
・
♪
い
・
）
は
、
人
聞
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
条
件
的
な
本
性

的
欲
求
が
あ
る
、
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
が
、
人
問
を
超
自
然
的
秩
序
に
ま
で
高
め
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
究
極
尊
影

と
し
て
人
間
に
示
し
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
た
め
の
手
段
を
人
間
に
与
え
る
、
等
々
の
こ
と
を
す
べ
て
条
件
と
し
た
と
き
に
、
神

の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
自
然
本
性
的
欲
求
が
人
間
に
は
認
め
ら
れ
る
、
と
言
っ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
説
に
よ
る
と
、
神
が
、

神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
、
な
ぜ
究
極
目
的
と
し
て
、
人
聞
に
提
示
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す

る
こ
と
へ
の
人
間
の
欲
求
は
、
な
ぜ
虚
し
く
あ
り
え
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
ら
は
皆
、
前
提
条
件
の
う
ち
に
含
意
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
問
題
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ト
マ
ス
自
身
は
、
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
な

欲
求
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
条
件
的
な
本
性
的
欲
求
が
あ
る
な
ど
と
は
言
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
説
も
ト
マ
ス
自
身
の
考
え
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
で
は
ト
マ
ス
は
、
な
ぜ
「
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
欲
求
が
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
モ
ッ
ト

は
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
、
ま
ず
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
、
人
間
の
本
性
的
な
力
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
目

的
に
対
し
て
も
、
人
間
は
欲
求
を
持
ち
う
る
こ
と
を
、
ト
マ
ス
の
こ
と
ぽ
を
引
用
し
て
示
す
。
ト
マ
ス
は
「
意
志
は
、
独
立
的
に
は
善
に

関
係
す
る
の
だ
か
ら
、
善
が
ど
の
よ
う
な
善
で
あ
れ
一
た
と
え
不
可
能
な
善
で
あ
れ
一
そ
の
善
へ
と
向
か
い
う
る
」
と
言
っ
て
い
る
の

　
　
（
2
9
）

で
あ
る
。
つ
い
で
モ
ッ
ト
は
、
「
人
間
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
な
欲
求
が
あ
る
」
と
い
う
ト
マ
ス
の
こ
と

ぽ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ト
マ
ス
が
人
間
を
神
と
全
く
無
縁
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
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（
3
0
）

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
で
は
、
入
間
は
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
れ
は
、
「
神
は
、
人
間
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
人
間
を
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
ず
に
は
創
造
で
き
な
か
っ
た
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
人
間
の
側
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
「
人
間
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
神
の
本
質

を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
欲
求
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
コ
プ
ル
ス
ト
ン
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
こ
の
立
場
か
ら
は
、
先
の
諸
問
題
に
ど
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　
神
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
な
ぜ
、
究
極
目
的
と
し
て
人
間
に
提
示
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
神
は
人
問

を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
人
間
の
欲
求
は
、
な
ぜ
虚
し
く
あ
り
え
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
次
の
よ

う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
神
は
、
人
間
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
人
間
を
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
ず

に
は
創
造
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
は
、
あ
る
意
味
で
神
の
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
。
し

か
る
に
、
神
の
意
志
が
虚
し
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
人
間
の
欲
求
も
、
虚
し

く
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
、
人
間
に
と
っ
て
本
性
的
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
ど
う
か
。
神
は
、
人
問
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
ず
に
は
、
こ
れ
を
創
造
で
き
な
か
っ
た

と
は
い
え
、
e
の
説
の
よ
う
に
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
が
究
極
目
的
と
し
て
入
間
の
本
性
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
こ

と
へ
の
欲
求
は
本
性
的
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
e
の
説
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
神
の
恩
寵
が
人
間

の
本
性
を
構
成
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
は
、
ひ
き
お
こ
さ
れ

た
欲
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
は
、
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
欲
求
で
あ
る
と
は
い
え
、
神
は
人
間
を
神
の
本
質
を
知

　
　
　
　
ト
マ
ス
倫
理
思
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の
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
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性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
て
創
造
し
た
と
い
う
か
ら
に
は
、
⇔
の
立
場
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
本
性
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認

　
　
識
す
る
こ
と
と
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、

　
　
人
間
の
本
姓
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
適
性
（
巷
無
＆
o
）
が
あ
り
、
第
二
に
そ
の
こ
と
へ
の
無
意
識
的
な
欲

　
　
求
が
あ
る
、
と
い
う
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
こ
の
う
ち
第
一
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
人
間
の
本
性
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
適
性
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
次
の
よ

　
　
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
間
が
知
性
認
識
す
る
場
合
、
人
間
知
性
は
質
料
の
う
ち
に
形
相
を
有
す
る
複
合
的
な
も
の
を
そ
れ
を
構

　
　
成
す
る
ふ
た
つ
の
も
の
、
つ
ま
り
形
桐
と
質
料
と
に
分
析
し
、
形
勢
を
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
人
間

　
　
知
性
は
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る
形
相
を
、
分
析
と
い
う
仕
方
で
定
々
に
お
い
て
捉
え
う
る
よ
う
に
、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

　
　
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
自
存
す
る
分
離
実
体
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
知
性
に
と
っ
て
反
本
性
的
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
従
っ
て
、
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
適
性
が
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
ま
た
第
二
点
、
す
な
わ
ち
、
入
間
の
本
性
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
無
意
識
的
な
欲
求
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
次

　
　
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
個
々
の
も
の
は
、
自
ら
に
固
有
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
性

　
　
的
実
体
で
あ
る
人
間
は
、
知
性
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
人
聞
の
な
す
知
姓
認
識
の
固
有
対
象

　
　
は
、
物
体
的
な
も
の
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
故
人
間
は
、
物
体
的
な
も
の
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
成
さ
れ
る
こ
と

　
　
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
も
の
に
は
原
因
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
在
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
知
性

　
認
識
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
の
本
質
は
知
性
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
を
考
え
て
見
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
人
間
に
は

　
　
原
因
の
本
質
を
探
求
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
ま
だ
残
留
し
て
お
り
、
そ
れ
故
そ
の
人
間
の
完
成
は
、
ま
だ
端
的
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
れ
故
、
も
し
人
間
が
、
第
一
原
因
で
あ
る
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
し
て
い
な
い
と
す

　
れ
ば
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
そ
の
人
間
に
は
ま
だ
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
人
聞
の
完
成
は
ま
だ
端
的
に
は
現
わ



　
　
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
場
合
、
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
無
意
識
的
な
欲
求
が
あ
る
、

　
　
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
で
は
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
適
性
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
無
意
識
的
な
欲
求
が
あ
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
、

　
　
も
の
に
は
原
因
が
あ
り
、
原
因
に
は
第
一
原
因
が
あ
り
、
第
一
原
因
は
神
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神
が
存
在
す
る
、
と
い
う
推
論

　
　
が
正
し
く
な
さ
れ
で
は
じ
め
て
意
識
的
と
な
る
欲
求
が
、
つ
ま
り
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
人
間
に
と
っ
て
本
性
的

　
　
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
が
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
適
性
と
無
意
識
的
な
欲
求
と
を
持
っ
て
い

　
　
る
人
間
は
、
た
と
え
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
意
識
的
に
な
る
の
は
前
述
の
推
論
が
正
し
く
な
さ
れ
た
場
合
の
み
で

　
　
あ
る
と
し
て
も
、
神
の
本
質
を
実
際
に
知
性
認
識
す
る
ま
で
安
ら
う
こ
と
は
な
い
、
と
ト
マ
ス
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

　
　
か
。

　
　
　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
が
人
間
を
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
、
と
い
う
そ
の
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら

　
　
ぽ
（
つ
ま
り
彼
が
、
神
は
人
間
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
人
間
を
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
て
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
か

　
　
つ
た
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
）
、
い
く
つ
か
の
問
題
に
、
た
と
え
ば
、
神
は
人
間
に
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ

　
　
と
を
究
極
目
的
と
し
て
提
示
す
る
と
か
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
は
、
人
間
に
と
っ
て
本
性
的
で
あ
る
と
か
、
ま
た

　
　
そ
の
欲
求
が
虚
し
く
あ
り
え
な
い
と
か
、
ト
マ
ス
が
考
え
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
、
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
た
。
逆
に
、
も
し
ト
マ
ス
が
、
人
笑
を
神
と
は
無
縁
で
神
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
ら

　
　
の
問
題
に
対
す
る
ト
マ
ス
の
考
え
は
、
た
ち
ま
ち
理
解
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
「
人
間
に
は
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る

　
　
こ
と
へ
の
本
性
的
な
欲
求
が
あ
る
」
と
い
う
ト
マ
ス
の
こ
と
ば
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
、
「
神
は
人
間
を
創
造
す
る
か
ら

　
　
に
は
、
人
間
を
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
考
え
て
い
た
、
と

81

@
い
う
こ
と
に
、
深
く
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
ト
マ
ス
が
そ
の
よ
う
に
考
・
兄
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
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は
、
次
に
そ
の
問
題
を
、
主
と
し
て
ト
マ
ス
の

し
よ
う
。

『
神
学
大
全
』
第
一
部
、
第
十
九
問
題
、

　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

第
九
十
三
問
題
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
三
　
神
が
人
間
を
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
創
造
し
た
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
ト
マ
ス
は
、
神
は
な
ぜ
創
造
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
も
の
は
、
自
ら
の
固
有
の
善
に
関
し

て
、
も
し
そ
の
善
を
所
有
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
得
よ
う
と
す
る
本
性
的
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
し
、
そ
の
善
を
す
で
に
所
有
し

て
い
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
に
お
い
て
安
ら
う
と
い
う
本
性
的
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
善
を
、
可
能
な
か
ぎ
り
に
お
い
て

で
は
あ
る
が
、
他
の
も
の
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
本
性
的
傾
向
性
を
も
持
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
神
は
完
全
で
あ
る
か
ら
、
神
の
意
志

の
固
有
対
象
で
あ
る
神
の
善
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
志
し
、
完
全
に
所
有
し
、
安
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
神
は
自
ら
の
善
性
を
、
可

能
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
他
の
も
の
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
本
性
的
傾
向
性
を
も
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
神
は
創
造
す
る
の

で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
か
し
神
は
、
自
ら
の
善
性
を
他
の
も
の
i
被
造
物
1
に
必
然
的
に
伝
達
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
善
性

は
神
の
意
志
の
固
有
対
象
で
あ
る
た
め
、
神
は
神
の
善
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
必
然
的
に
意
志
す
る
が
、
被
造
物
は
神
の
意
志
の
固
有
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

象
で
は
な
い
の
で
、
神
は
、
自
ら
の
善
性
を
被
造
物
に
伝
達
す
る
こ
と
を
意
志
し
な
く
と
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
ト
マ
ス
の
考
え

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
神
は
、
自
ら
の
善
性
を
被
造
物
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
本
性
的
傾
向
性
を
持
っ
て

い
る
と
し
て
も
、
自
ら
の
善
性
を
被
造
物
に
伝
達
す
る
と
い
う
こ
と
を
必
然
的
に
意
志
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
意
志
す
る
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

そ
れ
は
神
の
自
由
に
基
づ
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
神
が
被
造
物
を
創
造
す
る
理
由
は
被
造
物
に
は
わ

か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
神
は
、
被
造
物
を
創
造
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
自
由
に
基
づ
い
て
創
造
す
る
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

う
か
。
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
選
択
の
自
由
で
あ
る
。
神
は
、
無
数
の
イ
デ
ア
の
う
ち
か
ら
ほ
ん
の
一
部
を
自
由
に
選
択
し
、
そ
れ



　
　
ら
に
基
づ
い
て
被
造
物
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
デ
ア
と
は
、
創
ら
れ
う
る
も
の
に
よ
っ
て
、
模
倣
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
識
さ
れ
た
神
の
本
質
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
神
の
意
志
の
固
有
対
象
が
神
の
善
性
、
つ
ま
り
神
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
被
造
物
の
創
造
に
関
し
て
、
さ
ら
に

　
　
条
件
の
つ
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
神
が
被
造
物
を
創
造
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神
自
身
の
た
め
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
（
3
7
）

　
　
い
、
と
い
う
条
件
が
つ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
は
完
全
で
あ
る
た
め
、
神
の
善
性
は
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
故
、
神

　
　
は
自
ら
の
善
性
を
被
造
物
に
伝
達
す
る
こ
と
を
意
志
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
神
の
善
性
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
で
は
な
い
は
ず
で
あ

　
　
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
、
神
が
自
ら
の
善
性
を
被
造
物
に
伝
達
す
る
こ
と
を
意
志
す
る
の
は
、
神
の
善
性
、
つ
ま
り
神
自
身
と
い
う
固

　
　
有
対
象
の
た
め
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
神
が
自
ら
の
善
性
を
被
造
物

　
　
に
伝
達
す
る
こ
と
を
意
志
す
る
の
は
、
被
造
物
が
神
の
善
性
を
目
的
対
象
と
し
て
神
の
善
性
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
神
の
善
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
被
造
物
が
神
の
善
性
を
目
的
対
象
と
し
て
神
の
善
性
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
ト
マ
ス
は
、
そ
れ
は
「
被
造
物
は
、
神
の
善
性
の
類
似
で
あ
る
自
ら
の
完
全
性
に
到
達
す
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
に
、
秩
序
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
が
創
造
す
る
と
す
れ
ぽ
、
神
は
、
被
造
物
が
そ
の
被

　
　
造
物
の
完
全
性
－
神
の
善
性
の
類
似
i
に
到
達
す
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
に
秩
序
づ
け
て
の
み
、
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
被
造
物
の

　
　
側
か
ら
言
え
ば
、
被
造
物
は
、
創
造
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
神
の
善
性
の
類
似
で
あ
る
自
ら
の
完
全
性
に
到
達
す
る
こ
と
を
必
ず
欲
す

　
　
る
よ
う
に
、
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
被
造
物
の
う
ち
で
も
入
間
に
つ
い
て
は
、
神
は
こ
れ
を
神
の
像
へ
と
創
造
し
、
こ
れ
を
他
の
被
造
物
か
ら
区
別
し
て
い
る

　
　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
に
お
い
て
は
、
他
の
被
造
物
の
場
合
と
は
異
な
り
、
自
ら
の
完
全
性
で
あ
る
神
の
善
性
の
類
似
は
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

83

@
の
像
と
言
わ
れ
て
お
り
、
人
間
は
、
そ
の
よ
う
な
神
の
像
に
到
達
す
る
こ
と
を
必
ず
欲
す
る
よ
う
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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8420

@
し
か
し
、
「
人
間
は
、
神
の
像
に
到
達
す
る
こ
と
を
必
ず
欲
す
る
よ
う
に
、
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
い
う
こ
と

　
　
と
し
て
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る
の
か
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
考
察
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
、
像
と
は
ど
の
よ
う
な
類
似
で
あ
る
と
ト
マ

　
　
ス
は
考
え
る
の
か
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
像
（
囲
ヨ
簿
σ
q
O
）
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
類
似
（
。
・
冨
寒
山
。
）
も
あ
る
が
、
し
か
し
類
似
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
像
も
あ
る
と
い

　
　
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
そ
れ
故
、
像
の
概
念
は
、
類
似
の
概
念
に
何
か
を
付
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
付
加

　
　
さ
れ
る
何
か
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
、
他
の
も
の
か
ら
表
出
さ
れ
て
い
る
（
賃
農
。
・
昌
お
瞑
目
ヨ
）
と
い
う

　
　
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
例
え
ば
あ
る
卵
（
A
）
は
、
他
の
卵
（
B
）
に
ど
れ
だ
け
似
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
卵
（
B
）
か
ら
蓑
出
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
卵
（
B
）
の
像
で
あ
る
と
は
言
わ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
　
ま
た
、
像
と
い
う
仕
方
で
の
類
似
に
は
、
そ
の
類
似
が
種
に
関
す
る
類
似
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。

　
　
つ
ま
り
、
複
…
数
の
も
の
に
お
い
て
類
似
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
類
似
が
類
に
関
し
て
の
み
あ
る
い
は
共
通
的
な
付
帯
性
に
関
し
て
の
み

　
　
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
た
と
え
一
方
が
他
方
か
ら
表
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
像
と
い
う
仕
方
で
の
類
似
は
見
出
さ
れ
な

　
　
い
の
で
あ
る
。
従
う
て
、
像
と
い
う
仕
方
で
の
類
似
が
複
数
の
も
の
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
お
い
て
種
に
関
す

　
　
る
類
似
が
見
出
さ
れ
、
し
か
も
一
方
が
他
方
か
ら
表
出
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
る
。

　
　
　
で
は
、
人
間
に
お
い
て
、
神
の
像
は
本
当
に
見
出
さ
れ
る
の
か
。
被
造
物
は
、
創
ら
れ
う
る
も
の
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
う
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
て
認
識
さ
れ
た
神
の
本
質
を
ば
、
範
型
（
イ
デ
ア
）
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
範
型
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
被
造
物

　
　
は
神
か
ら
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
被
造
物
は
神
と
似
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
お
い
て
、
神

　
　
の
像
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
像
に
は
更
に
種
に
関
す
る
類
似
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
種
に

　
　
関
す
る
類
似
は
、
最
終
的
な
種
差
（
二
三
ヨ
山
篇
漆
興
自
白
帥
）
に
関
し
て
見
ら
れ
る
（
舞
魯
甑
）
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
し
か
る
に
、
被
造
物

　
　
が
神
に
似
て
い
る
の
は
、
第
一
に
そ
し
て
最
も
共
通
的
に
は
、
そ
れ
ら
が
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
第
二
に
は
そ
れ
ら



　
　
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
第
三
に
は
、
そ
れ
ら
が
知
性
認
識
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
被
造
物
の
う

　
　
ち
で
は
、
第
三
の
仕
方
で
神
に
似
て
い
る
も
の
に
お
い
て
の
み
、
つ
ま
り
知
性
的
被
造
物
に
お
い
て
の
み
、
神
と
の
間
に
種
に
関
す
る
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
知
性
的
被
造
物
に
お
い
て
の
み
、
神
の
像
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

　
　
る
に
、
人
間
も
知
性
的
被
造
物
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
に
お
い
て
も
神
の
像
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
に
お
い
て
、

　
　
神
の
像
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
知
性
的
被
造
物
に
お
い
て
神
の
像
が
最
大
限
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
知
性
的
被
造
物
溝
神
を
最
大
限
に
模
倣
し
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
神
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
神
は
純
粋
現
実
態
に
在
り
、
完
全
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
個
々
の
も
の
は
現
実
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
お
い
て
あ
り
完
全
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
た
ら
く
、
と
ト
マ
ス
は
震
う
。
し
か
る
に
、
神
の
本
性
は
知
性
的
で
あ
り
、
知
性
的
本
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
に
固
有
な
は
た
ら
き
は
、
知
性
の
は
た
ら
き
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
、
神
は
知
性
認
識
す
る
。
そ
し
て
そ
の
対
象
は
、
神
自
身
、

　
　
つ
ま
り
神
の
本
質
で
あ
る
。
従
っ
て
、
知
性
的
被
造
物
が
神
を
最
大
限
に
模
倣
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
こ
と
、
つ
ま
り
神
が
神
の

　
　
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
に
関
す
る
か
ぎ
り
の
模
倣
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
、
人
間
は
知
性
的
被
造
物
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
お
い
て
も
神
の
像
は
見
出
さ
れ
う
る
、
と
予
想
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
知
性
的

　
　
被
造
物
に
お
い
て
神
の
像
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
知
性
的
被
造
物
が
知
性
認
識
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
人
問
に
お
い
て
神
の
像
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
知
性
的
本
性
、
つ
ま
り
精
神
に
関
し
て
の
み
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
そ
の
他

　
　
の
諸
部
分
に
関
し
て
は
、
人
問
は
他
の
質
料
的
被
造
物
と
何
ら
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
諸
部
分
に
関
し
て
は
、
人
問
に
お

　
　
い
て
は
像
と
い
う
仕
方
で
の
類
似
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
知
性
的
被
造
物
が
神
を
最
大
限
に
模
倣
す
る
と
す
れ
ば
、

　
　
そ
れ
は
、
神
が
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
か
ぎ
り
の
模
倣
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
前
に
言
わ
れ
た
。
そ
れ
故
、

　
　
人
間
が
神
を
最
大
限
に
模
倣
す
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

85

@
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
人
間
は
、
三
つ
の
仕
方
で
神
の
本
質
を
知
性
認
識
し
う
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
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第
一
に
は
、
人
間
が
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
本
性
的
な
適
性
（
巷
蜂
＆
。
ロ
辞
譲
呂
ω
）
を
持
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
適
性
は
、
す
べ
て
の
人
聞
に
共
通
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
精
神
の
本
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
は
、
人
間
が
、
神
の
本
質
を
現
実
的
に
あ
る
い
は
習
慣
的
に
知
姓
認
識
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
不
完
全
に
し
か
知
性

認
識
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
第
三
に
は
、
人
間
が
神
の
本
質
を
、
人
閲
に
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
の
完
全
な
仕
方
で
、
現
実
的
に
知
性
認
識
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

で
あ
る
。

　
そ
れ
故
神
の
像
は
、
人
間
に
お
い
て
は
三
つ
の
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
仕
方
で
は
、
神
の

像
は
す
べ
て
の
人
聞
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
が
、
第
二
の
仕
方
で
は
、
神
の
像
は
義
人
た
ち
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
、
第
三
の
仕
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

は
、
至
福
な
者
た
ち
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
し
か
し
神
の
像
は
、
人
間
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
い
ず
れ

の
仕
方
に
よ
っ
て
も
見
出
さ
れ
る
と
は
い
え
、
第
一
の
仕
方
で
よ
り
も
第
二
の
仕
方
で
よ
り
高
度
に
見
出
さ
れ
、
そ
し
て
第
三
の
仕
方
で

最
大
限
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
に
お
い
て
固
有
の
意
昧
で
神
の
像
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
第
三
の
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
第
三
の
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
神
の
像
も
、
な
お
本
当
の
意
味
で
は
神
の
完
全
な
像
で
は
な
い
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
本

当
の
意
味
で
の
完
全
な
像
の
概
念
に
は
、
〔
像
の
う
ち
に
蓑
出
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
〕
等
し
さ
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
そ
の
よ

う
な
完
全
な
像
に
お
い
て
は
、
そ
の
像
が
そ
こ
か
ら
表
出
さ
れ
て
い
る
も
の
に
内
属
す
る
い
か
な
る
も
の
も
欠
け
て
は
い
な
い
。
し
か
る

に
、
神
は
、
被
造
物
を
無
限
に
超
出
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
被
造
物
に
お
い
て
は
、
神
の
そ
の
よ
う
な
完
全
な
像
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
故
に
、
人
間
は
「
神
の
像
へ
と
」
（
p
・
傷
ぎ
餌
σ
Q
ぎ
。
8
∪
巴
創
ら
れ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

「
践
」
と
い
う
前
置
詞
は
、
あ
る
種
の
接
近
を
意
味
表
示
す
る
が
、
接
近
は
、
隔
た
っ
た
も
の
に
適
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
被
造
物
は
、
創
造
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
神
の
善
性
の
類
似
で
あ
る
自
ら
の
完
全
性
に
到
達
す
る
こ
と
を
ば
必
ず
欲
す
る
よ
う

に
、
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
人
間
に
お
い
て
は
、
他
の
被
造
物
の
場
合
と
は
異
な
り
、
自
ら
の
完
全
性
で
あ
る



神
の
善
性
の
類
似
は
、
神
の
像
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
人
間
は
、
自
ら
の
完
全
性
で
あ
る
神
の
像
に
到
達
す
る
こ
と
を
必
ず
欲
す
る

よ
う
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
人
間
に
お
い
て
固
有
の
意
味
で
神
の
像
が
見
出
さ
れ

る
の
は
、
人
間
が
神
の
本
質
を
完
全
な
仕
方
で
現
実
的
に
知
性
認
識
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
し
て
人
聞
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
な
適
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
、
創
造
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
考
え
方
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
な
適

性
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
、
神
の
本
質
を
完
全
な
仕
方
で
現
実
的
に
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
必
ず
欲
す
る
よ
う
に
秩
序
づ

け
ら
れ
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
に
よ
っ
て
、
ト
マ
ス
の
主
張
す
る
所
が
根
底
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
神
は
、
人
間
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、

人
間
を
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る
が
、
そ

れ
は
な
ぜ
か
、
換
言
す
れ
ぽ
、
人
間
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
必
ず
欲
求
す

る
よ
う
に
創
造
さ
れ
て
い
る
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ト
マ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
根

拠
に
よ
っ
て
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
を
必
ず
欲
求
す
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
人
聞
を
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
に
は
、
自
ら
の
完
成
に
達
す
る
こ
と
へ
の
、
つ
ま
り
至
福
へ
の
本
性
的
な
欲
求
が
あ
る
と
言
い
、
ま
た
、
そ
れ

の
み
な
ら
ず
、
「
人
聞
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
な
欲
求
が
あ
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

結

び

　
　
　
ト
マ
ス
は
、
人
間
の
究
極
目
的
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
的
分
析
を
多
分
に
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
最
終

　
　
的
に
は
「
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
こ
と
を
、
究
極
目
的
と
し
て
た
て
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
の

87

@
倫
理
思
想
は
目
的
論
的
な
倫
理
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
目
的
論
的
な
倫
理
思
想
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
倫
理
的
行
為
は
究
極
目
的
へ
と
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秩
序
づ
け
ら
れ
、
そ
の
究
極
農
的
へ
の
到
達
と
相
容
れ
る
か
容
れ
な
い
か
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
に
善
ま
た
は
悪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ

故
、
究
極
目
的
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
考
え
は
、
ト
マ
ス
の
倫
理
思
想
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
小
論
に
お

い
て
は
、
ト
マ
ス
の
倫
理
思
想
の
研
究
の
た
め
の
準
備
と
し
て
、
究
極
目
的
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
考
え
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
ト
マ
ス
が
究
極
目
的
を
「
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
い
で
、
ト
マ
ス
が
「
人
間

に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
の
本
性
的
欲
求
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
、
そ
の
意
味
は
、
ト
マ
ス

が
「
神
は
、
人
間
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
人
間
を
創
造
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
」
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
理
解
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
ト
マ
ス

が
「
神
は
、
人
問
を
創
造
す
る
か
ら
に
は
、
神
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
へ
と
響
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
人
間
を
創
造
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
」
と
考
え
て
い
た
理
由
を
検
討
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
は
、
ト
マ
ス
が
以
上
の
よ
う
な
基
礎
の
上
に
ど
の
よ
う
な
倫
理
思
想
を
形
成
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

注
（
1
）
　
十
二
世
紀
、
十
三
世
紀
の
歴
史
的
、
社
会
的
、
思
想
的
背
景
な
ど
を
扱
っ
て
い
る
書
物
で
、
邦
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
次
の
よ
う

　
な
も
の
が
あ
る
。

　
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
　
ハ
ス
キ
ン
ズ
　
野
口
洋
二
訳
　
昭
和
六
十
年
　
創
文
社
。

　
『
十
三
世
紀
革
命
』
　
フ
ァ
ン
・
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
ン
　
青
木
靖
三
訳
　
昭
和
四
十
三
年
　
み
す
ず
蟄
房
。

　
『
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
』
（
キ
リ
ス
ト
教
庶
出
）
　
ノ
ウ
ル
ズ
、
オ
ボ
レ
ン
ス
キ
ー
　
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
訳
　
昭
和
五
十
六
年
　
講

　
談
社
。
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の
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略
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た
だ
し
ト
マ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
、

と
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

は
、
神
自
身
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
イ
デ
ア
と
は
、
神
自
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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U
①
〈
Φ
y
ρ
●
ω
”
o
．
ど
ρ
）
。
と
こ

ろ
で
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
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デ
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デ
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る
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言
わ
れ
る
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①
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イ
デ
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と
は
独
立
に
自
存
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る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
神
は
自
ら
と
は
異
な
る
対
象
の
た
め
に
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
が
、
神
の
固
有
対
象
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は
ず
で
あ
る
。
で
は
そ
の
こ
と
が
イ
デ
ア
が
神
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
イ
デ
ア
が
神
自
身
で

あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
神
は
、
神
自
身
を
つ
ま
り
神
の
本
質
を
、
完
全
に
認
識
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
神
の
本
質
を
完
全
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
本
質
が

認
識
さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
、
神
の
本
質
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
神
の
本
質
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
類
似
の
何
ら
か
の
仕
方
に
従
っ
て
、
個
々
の
創
ら
れ
う
る
も
の
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

も
、
認
識
さ
れ
う
る
。
そ
れ
故
神
は
、
神
の
本
質
を
完
全
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
神
の
本
質
が
、
類
似
の
何
ら
か
の
仕
方
に
従
っ
て
、
個
々

の
創
ら
れ
う
る
も
の
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
も
、
神
の
本
質
を
完
全
に
認
識
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て

認
識
さ
れ
た
神
の
本
質
が
、
イ
デ
ア
な
の
で
あ
る
（
ω
償
ヨ
．
↓
訂
。
剛
．
H
曽
孕
H
伊
P
b
。
り
ρ
）
。
そ
れ
故
、
神
自
身
が
イ
デ
ア
で
あ
る
と
は
い
、
兄
、
単

な
る
神
の
本
質
が
イ
デ
ア
な
の
で
は
な
く
、
個
々
の
創
ら
れ
う
る
も
の
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
模
倣
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
か
ぎ

り
で
の
神
の
本
質
が
、
イ
デ
ア
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
イ
デ
ア
が
極
め
て
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
神
は
、
神
の

本
質
を
完
全
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
の
本
質
が
個
々
の
創
ら
れ
う
る
も
の
に
よ
っ
て
、
類
似
の
何
ら
か
の
仕
方
に
従
っ
て
模
倣
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
も
、
神
の
本
質
を
完
全
に
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
こ
と
は
、
被
造
物
の
側
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

無
数
の
イ
デ
ア
が
神
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
U
Φ
く
。
同
‘
ρ
．
。
。
”
国
・
b
。
”
ρ
）
。
そ
れ
故
、
イ
デ
ア
が
無
数
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
イ
デ

ア
が
神
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
イ
デ
ア
を
と
ら
え
る
観
点
が
異
な
る
の
み
で
あ
り
、
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
イ
デ
ア
は
無
数

に
あ
る
と
し
て
も
、
神
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
用
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
実
際
に
創
ら
れ
る
も
の
は
極
め
て
多
い
が
、
そ
れ
で
も

な
お
そ
の
数
は
有
限
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
神
は
、
無
数
の
イ
デ
ア
の
中
か
ら
ほ
ん
の
一
部
を
選
択
し
て
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
創
造
し
た
の
で
あ

り
、

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

し
か
も
そ
の
選
択
を
神
は
自
由
に
な
し
た
の
で
あ
る
。
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que　Ia　nature　ou　1’essence　de　notre　volont6．

　　Mais　que11e　est　la　nature　de　notre　volonte？　Descartes　a　reconnu

qu’on　pttt　suspendre　son　jugemement．　Mais　i1．n’a　pas　consider6　que

notre　volonte　ftit　independante　de　notre　entendement．　Au　contraire　il

a　reconnu　aussi　que　notre　volont6　se　portat　ver　la　chose　consideree

comme　bonne．　Ainsi　il　est　6vident　qu’i！　n’etait　pas　un　moliniste．　Or，

au　d6but，　il　a　consld6r6　que，　voyant　trds　clairement　qu’une　chose　nous

fat　propre，　ll　ftit　impossible，　pendant　qu’on　demeurat　en　cette　pens6e，

de　juger　autrement．　Mais，　a　la　fin，　dans　une　lettre　au　P．　Mesland　（9，

fev．，　1645），　il　declare，　“lorsqu’une　raison　tres　6vldente　nous　porte　d’un

c6t6，　bien　que，　rnoralement　parlant，　nous　Be　puissions　guere　choisir　！e

parti　contraire，　absolument　parlant，　n6anmoins，　nous　le　pouvons”．

Ainsi，　il　rne　semble　certain　que　Descartes　a　change’　son　opinion　sur　ce

point．　Mais，　en　rapportant　la　distinction　entre　“moralement”　et　“abso－

lument”a　celle　entre　Pusage　de　notre　volonte　et　en　la　nature，　j’ai

essay6　d’expliquer　ce　changement．

　　　　　　　The　Basis　of　the　Moral　Theory　of　St．　Thomas

　　　　　　The　Natural　Desire　for　the　lntuitive　Knowledge　of　God

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Osa皿u　Nakamura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistant　in　Western　Studies，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　College　of　lntegrated　Arts　and　Science，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　University　of　Osaka　Prefecture

　　The　rnoral　theory　of　St．　Thomas　is　a　teleological　one．　ln　a　teleolo－

gical　mora！　theory，　every　moral　act　is　declared　to　be　good　or　bad

aecording　as　it　is　or　is　not　compatible　with　the　attainment　of　the

supreme　good．　Consequently　St．　Thomas’s　idea　about　the　supreme

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



good　is　a　basis　of　his　moral　theory．　Thus　this　paper　as　an　attempt　at

clarification　of　St．　Thomas’s　idea　about　the　supreme　good　ernbodies　a

basic　study　of　his　moral　theory．

　　In　clarifying　the　idea　in　question，　the　author　does　the　following．　ln

the　first　place，　the　author　premises，　on　the　basis　of　an　interpretation

of　Sum．　theol．　1－II，　q．　1－3，　that　St．　Thomas　finds　the　suprerne　good　to

us　in　our　intuitive　knowledge　of　God．

　　Secondly，　the　author　tries　to　determine　the　exact　meaning　in　which

St．　Thornas　contends　that　man　has　a　natural　desire　for　intuitive　know－

ledge　of　God．　This　determination　is　pursued　by　way　of　examination

of　some　interpretaions，　of　which　the　author　finds　most　adequate　A．　R．

Motte’s　suggestive　interpretation　that　St．　Thomas　views　man　in　the

eoncrete　as　being　called　to　a　supernatural　end．　And　the　author

construes　St．　Thornas’s　v1ew　as　thus　1nterpreted　as　implying　that　God

could　not　have　created　man　without　directing　him　to　intuitive　know－

ledge　of　God．

　　Fina！iy，　the　author　argues　that　through　an　appropriate　construal　of

Sum．　theol．　1，　q．　19　＆　93，　St．　Thomas　is　reaily　found　to　be　thinking

that　God　could　not　have　created　man　without　directing　him　to　intui－

tive　know1edge　of　God．
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