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東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
霊
性

土
橋
茂
樹

は
じ
め
に

　

土
橋
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
介
し
て
三
位
一
体
の
神
に
向
か
お
う

と
す
る
人
間
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
を
意
味
す
る
﹁
キ
リ
ス
ト
教

の
霊
性
﹂、
こ
れ
は
、
東
西
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
り
な
く
キ
リ

ス
ト
教
全
般
の
霊
性
で
す
が
、特
に
イ
エ
ス
の
現
存
、つ
ま
り
、受

肉
し
た
霊
的
-
身
体
的
存
在
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の

全
人
的
交
わ
り
を
強
調
す
る
の
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か

を
、
今
日
は
順
を
追
っ
て
お
話
し
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

本
題
に
入
る
前
に
、
非
常
に
珍
し
い
写
真
展
の
ご
紹
介
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
一
番
の
聖

地
・
聖
山
は
、
ギ
リ
シ
ア
北
東
部
の
ア
ト
ス
半
島
先
端
部
に
そ

び
え
る
ア
ト
ス
山
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
で
は
修
道
士

た
ち
が
日
夜
祈
り
と
修
徳
修
行
に
勤
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
ア

ト
ス
山
に
入
る
に
は
、
船
で
行
く
か
、
あ
る
い
は
陸
路
で
険
し

い
山
を
登
っ
て
行
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
女
人
禁
制
で
、

ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
以
外
に
は
厳
し
い
入
山
規
制
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
普
段
は
普
通
の
日
本
人
は
ア
ト
ス
山
に
入
れ
ま
せ
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ん
し
、
ま
し
て
修
道
士
た
ち
は
写
真
を
撮
ら
れ
る
の
を
非
常
に

嫌
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
正
教
会
の
司
祭
を
や
っ
て
お
ら
れ
る

中
西
裕
一
先
生
︵
日
本
大
学
教
授
︶
の
息
子
さ
ん
で
プ
ロ
の
写
真

家
の
中
西
裕
人
さ
ん
が
、
今
、
銀
座
で
ア
ト
ス
の
修
道
士
た
ち

の
姿
を
伝
え
る
写
真
展
を
開
催
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
父
さ
ん

の
中
西
司
祭
が
、
長
年
に
わ
た
り
通
算
三
十
数
回
も
ア
ト
ス
に

通
っ
て
友
人
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
息
子
の

裕
人
さ
ん
も
特
例
的
に
写
真
家
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
い
、

私
た
ち
が
普
段
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
ア
ト
ス
で
の
修
道

士
た
ち
の
生
活
ぶ
り
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
貴
重
な
展
覧

会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
銀
座
で
開
か
れ
る
の
は
明
日
ま
で
で
す

が
、
今
後
第
二
弾
、
第
三
弾
と
続
け
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
私
が

所
属
し
て
い
る
学
会
誌
に
、
そ
の
何
枚
か
で
も
ぜ
ひ
カ
ラ
ー
で

掲
載
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
し
、
い
ず
れ
写
真
集
が
出
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
カ
ラ
ー
写
真
が
何
点
か
あ
れ
ば
、

今
日
の
私
の
話
な
ど
よ
り
も
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
メ
ー
ジ

が
よ
り
一
層
鮮
や
か
に
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
す
が
、
残

念
な
が
ら
ま
だ
お
見
せ
で
き
る
も
の
が
手
元
に
な
く
、
私
の
拙

い
話
で
我
慢
し
て
い
た
だ
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

１　

東
方
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か

東
西
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教

　

あ
る
程
度
基
礎
的
な
語
彙
を
説
明
し
て
い
く
の
が
順
序
と
し

て
は
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
東
方
キ
リ

ス
ト
教
と
は
何
か
。
ご
く
初
期
の
頃
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
は
大
き

く
東
と
西
に
分
か
れ
ま
す
。
大
雑
把
に
使
用
さ
れ
る
言
語
で
言

う
と
、
例
え
ば
﹃
聖
書
﹄
に
し
て
も
ラ
テ
ン
語
の
翻
訳
を
使
っ

て
読
ん
で
い
く
の
が
﹁
西
方
キ
リ
ス
ト
教
﹂
で
、
西
ロ
ー
マ
帝

国
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
地
域
で
信
仰
さ
れ
、
ロ
ー
マ
が
中
心
と
な

り
ま
す
。

　

東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
は
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
も
と

も
と
﹃
新
約
聖
書
﹄
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

他
方
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
経
典
で
あ
る
﹃
旧
約
聖
書
﹄
は
ヘ
ブ
ラ
イ

語
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、︵
伝
承
に
よ
れ
ば
︶
紀
元
前
三
世
紀

に
イ
ス
ラ
エ
ル
一
二
部
族
か
ら
各
六
名
ず
つ
、
計
七
二
人
の
ギ

リ
シ
ア
語
の
で
き
る
ユ
ダ
ヤ
人
学
者
に
よ
っ
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か

ら
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
︵
た
だ
し
紀
元
前

一
世
紀
頃
ま
で
に
人
数
は
七
十
人
と
変
え
ら
れ
︶﹃
七
十
人
訳
﹄
と
呼
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ば
れ
る
も
の
を
東
方
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
使
っ
て
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
人
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
﹃
旧

約
﹄
も
﹃
新
約
﹄
も
読
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
言
語
が
翻
訳
さ
れ
て
い
く
と

き
に
は
必
ず
ち
ょ
っ
と
し
た
ズ
レ
が
出
て
来
ま
す
。
だ
か
ら
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書
か
れ
た
内
容
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
内

容
は
、
同
じ
﹃
旧
約
﹄
で
あ
っ
て
も
少
し
ズ
レ
が
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
近
年
、
宮
本
久
雄
先
生
が
提
唱
し

て
お
ら
れ
る
﹁
エ
ヒ
イ
ェ
ロ
ギ
ア
﹂
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
独
創
的
な
神
学
理
論
は
、
モ
ー
セ

五
書
の
一
つ
﹃
出
エ
ジ
プ
ト
記
﹄
三
章
一
四
節
に
お
け
る
﹁
わ

れ
は
在
り
て
在
る
も
の
な
り
﹂
と
い
う
神
御
自
身
に
よ
る
神
名

の
啓
示
に
基
づ
く
も
の
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
存
在
動
詞
﹁
ハ
ー

ヤ
ー
﹂
の
一
人
称
未
完
了
形
﹁
エ
ヒ
イ
ェ
ー
﹂
に
由
来
し
ま
す
。

そ
れ
を
﹃
七
十
人
訳
﹄
が
ギ
リ
シ
ア
語
に
訳
す
場
合
、
そ
こ
で

は
当
然
ギ
リ
シ
ア
語
の
存
在
動
詞
﹁
エ
イ
ナ
イ
﹂
の
一
人
称
現

在
形
﹁
エ
イ
ミ
﹂
が
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
ら
二

つ
の
言
語
が
持
っ
て
い
る
根
本
的
性
質
が
ど
う
し
て
も
微
妙
な

と
こ
ろ
で
、
し
か
し
極
め
て
根
本
的
な
仕
方
で
異
な
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
語
で
﹁
在オ

ー

ン

る
も
の
﹂
と
言
う
と
、
ど
う

し
て
も
物
と
い
う
塊
、
な
ん
ら
か
の
﹁
も
の
﹂
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
﹁
在
り
て
在
る

も
の
﹂
と
い
う
の
は
、
あ
た
か
も
風
の
よ
う
に
﹁
在
る
﹂
わ
け

で
す
。
だ
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
表
す
と
物
の
よ
う
に
﹁
在
る
﹂

神
で
す
が
、ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
言
う
と
、
同
じ
﹁
在
り
て
在
る
も
の
﹂

ギ
リ
シ
ア
語
の
新
約
聖
書
写
本
（
12
世
紀
）。「
使
徒
言
行
録
」
の
冒
頭

部
分
。
ミ
ナ
ス
キ
ュ
ー
ル
（m

inuscule

）
と
呼
ば
れ
る
写
本
書
体
で
書

か
れ
て
い
る
（M

inuscule 1 [G
regory-Aland ]; C

odex Basilensis 
A. N

. IV. 2

／
第
５
葉
右
頁
）
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と
言
っ
て
も
、
風
の
よ
う
に
あ
そ
こ
に
も
こ
こ
に
も
遍
在
す
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
全
く
違
っ
て
き
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
宮
本
先
生
は
﹁
エ
ヒ
イ
ェ
ロ
ギ
ア
﹂
を
提
唱
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、ギ
リ
シ
ア
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
﹁
神
﹂
理
解
︵
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
﹁
存
在
︲
神
︲
論
﹂︶
が
結
局
、
最
終
的
に
は

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
ま
で
至
る
よ
う
な
あ
る

種
の
間
違
っ
た
道
を
歩
ま
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
エ

ヒ
イ
ェ
ロ
ギ
ア
を
今
一
度
思
い
起
こ
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
力
説
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
よ
う

に
し
て
今
度
は
、
ラ
テ
ン
語
に
﹃
新
約
﹄
な
り
﹃
旧
約
﹄
な
り

が
訳
さ
れ
て
い
く
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解

と
、
ラ
テ
ン
語
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
に
も
当
然
あ
る
種
の

ズ
レ
が
出
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
古
代
の
枢

要
な
言
語
が
も
っ
て
い
る
特
性
の
差
異
と
い
う
も
の
が
お
そ
ら

く
は
少
な
か
ら
ず
影
響
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
キ
リ
ス

ト
教
は
東
と
西
に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
と
西
方
キ
リ
ス
ト
教
に
分

か
れ
る
と
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
は
さ
ら
に
カ
ル
ケ
ド
ン

派
と
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
に
分
か
れ
ま
す
。﹁
カ
ル
ケ
ド
ン
派
﹂
と

い
う
名
称
は
、
要
す
る
に
、
人
性
と
神
性
の
両
性
を
備
え
て
い

る
と
い
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
理
解
の
仕
方
を
決
定
し
た
﹁
カ

ル
ケ
ド
ン
全
地
公
会
議
﹂︵
四
五
一
年
︶
に
由
来
し
た
も
の
で
、

そ
の
立
場
に
立
つ
も
の
が
カ
ル
ケ
ド
ン
派
で
す
。
こ
れ
は
、
東

方
だ
け
で
は
な
く
て
西
方
の
キ
リ
ス
ト
教
も
す
べ
て
、
カ
ル
ケ

ド
ン
派
の
立
場
に
立
つ
限
り
、﹁
キ
リ
ス
ト
は
人
間
で
あ
り
、
か

つ
神
で
あ
る
﹂
と
い
う
理
解
を
と
り
ま
す
。

　

他
方
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
も
う
一
つ
の
立
場
す
な
わ
ち
非

カ
ル
ケ
ド
ン
派
と
は
、﹁
単
性
論
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
あ
り
方
は
、
人
性
と
神
性
の
両
方
が
あ
る
の

で
は
な
く
て
、﹁
人
性
を
吸
収
し
た
神
性
だ
け
が
あ
る
﹂
と
い
う

立
場
を
と
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
派
で
あ
る
と
か

コ
プ
ト
教
会
な
ど
で
、
単
性
論
を
と
る
諸
派
で
す
。
こ
の
ネ
ス

ト
リ
オ
ス
派
と
い
う
の
は
、
エ
フ
ェ
ソ
ス
全
地
公
会
議
︵
四
三
一

年
︶
で
異
端
と
し
て
排
斥
さ
れ
、
そ
の
後
中
国
に
渡
り
、
こ
れ
は

皆
様
の
ほ
う
が
よ
く
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
唐
代
中
国
に

お
い
て
、
景
教
︵﹁
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
﹂
で
知
ら
れ
て
い
る
あ
の

景
教
で
す
︶
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
い
き
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
般
的
に
は
カ
ル
ケ
ド
ン
派
が
﹁
東
方
正
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教
会
﹂
と
呼
ば
れ
ま
す
︵
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
の
ほ
う
は
﹁
東
方
諸
教
会
﹂

と
呼
ば
れ
た
り
し
ま
す
︶。
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
御
茶
ノ
水
に
あ

る
ニ
コ
ラ
イ
聖
堂
が
東
方
正
教
の
聖
堂
と
し
て
有
名
で
す
ね
。

東
方
正
教
会
に
は
ロ
シ
ア
正
教
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
、
ル
ー
マ
ニ

ア
正
教
、
セ
ル
ビ
ア
正
教
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
ど

こ
が
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
よ
う
に
違
う
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
﹁
東
方
キ
リ
ス
ト
教
﹂
と
し
て

の
伝
統
と
ギ
リ
シ
ア
式
典
礼
︵
正
教
の
用
語
で
は
、﹁
奉
神
礼
﹂︶
を

継
承
し
て
い
る
点
で
同
一
で
す
。
た
だ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

国
・
民
族
に
よ
っ
て
使
っ
て
い
る
言
語
が
異
な
り
ま
す
。
そ
う

す
る
と
、
典
礼
は
自
ら
の
言
語
で
行
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ロ

シ
ア
語
で
行
う
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
行
う
と
い
う
わ
け
で
、
ロ
シ

ア
正
教
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
と
な
っ
た
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
す
。
根
本
教
義
に
関
し
て
は
す
べ
て
同
一
に
、﹁
東
方
正
教
﹂

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
西
方
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
抗

し
て
、
近
代
に
入
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
さ
ら
に
ア
ン
グ
リ

カ
ン
・
チ
ャ
ー
チ
に
当
た
る
英
国
聖
公
会
が
出
来
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
の

分
派
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
私
が
お
話
し
し
て
い
く
の
は
主
に

東
方
の
カ
ル
ケ
ド
ン
派
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

東
と
西
の
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
分
布
に
つ
い
て

言
え
ば
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
西
分
裂
︵
三
九
五
年
︶
以
降
は
、
大

体
東
ロ
ー
マ
帝
国
︵
後
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
︶
の
分
布
と
ほ
ぼ
一
致

す
る
の
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
、
西
ロ
ー
マ
の
ほ
う
と
一
致
す
る

の
が
西
方
キ
リ
ス
ト
教
で
す
。
た
だ
、
現
在
は
信
者
が
全
世
界

に
広
が
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
分
布
は
意
味
を
な
し
ま
せ
ん

が
、
当
初
は
東
西
の
ロ
ー
マ
帝
国
に
応
じ
て
分
布
し
て
い
た
と

考
え
て
お
け
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
決
定
的
に
両
者
が

分
裂
し
た
の
は
、﹁
大
分
裂
︵
大
シ
ス
マ
︶﹂
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、

一
〇
五
四
年
に
決
定
的
な
分
裂
を
迎
え
て
、
未
だ
に
東
西
は
完

全
な
和
解
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
フ
ィ
リ
オ
ク
ェ
問
題
と
い

う
の
が
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

フ
ィ
リ
オ
ク
ェ
問
題

　

ま
ず
、﹁
信
条
﹂︵
正
教
で
は
﹁
信
経
﹂︶
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら

説
明
し
ま
し
ょ
う
。﹁
信
条
﹂
と
い
う
の
は
信
仰
告
白
の
よ
う
な
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も
の
で
、
英
語
で
ク
リ
ー
ド
と
言
い
ま
す
が
、
ラ
テ
ン
語
の
﹁
ク

レ
ド
﹂︵﹁
私
は
信
じ
る
﹂︶
に
由
来
す
る
言
葉
で
す
。
最
初
は
個
人

的
な
信
仰
告
白
で
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
す
が
、
紀
元
四
世
紀
に

入
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
公
認
さ
れ
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
教
と
な

っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
教
義
や
信
仰
の
正
統
性
の
確
立
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の
た
め
に
各
地
の
教
会
の
司

教
た
ち
が
集
ま
っ
て
全
地
公
会
議
を
度
々
開
催
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
こ
う
い
う
原
理
に
基
づ
い
て

行
お
う
﹂
と
い
う
方
針
を
決
定
し
信
条
の
文
言
を
一
字
一
句
定

め
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
様
々
な
間
違
っ
た
考
え
と
正

し
い
考
え
、
つ
ま
り
異
端
と
正
統
が
仕
分
け
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
う
し
た
信
条
の
中
で
も
、
三
二
五
年
の
ニ
カ
イ
ア
全
地
公

会
議
で
決
定
さ
れ
た
﹁
ニ
カ
イ
ア
信
条
﹂
と
い
う
の
は
、
現
在

も
使
わ
れ
て
い
る
極
め
て
影
響
力
の
大
き
な
信
条
で
す
。
元
に

な
る
テ
キ
ス
ト
は
消
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
幸
い
な
こ
と

に
カ
イ
サ
レ
イ
ア
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
と
い
う
司
教
が
全
部
書
き

写
し
て
い
た
も
の
が
書
簡
に
残
っ
て
い
ま
す
。
以
下
に
私
が
翻

訳
し
た
も
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
﹁
私
た
ち
は
一
な
る
神
、
全
能
の
︽
父
︾、
見
え
る
も
の
と

見
え
な
い
も
の
す
べ
て
を
創
造
し
た
方
を
信
じ
る
。﹂

　

こ
れ
は
、
一
般
論
で
、
父
な
る
神
へ
の
信
仰
が
説
か
れ
ま
す

が
、
次
の
段
落
に
入
る
と
子
な
る
神
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ

の
信
仰
が
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。

　
﹁
ま
た
、
私
た
ち
は
一
な
る
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
神
の

︽
子
︾、
父
か
ら
生
ま
れ
た
独
り
子
、
す
な
わ
ち
、︽
父
︾
の

︽
ウ
ー
シ
ア
ー
︾
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
を
信
じ
る
。
神
か
ら
の

神
、
光
か
ら
の
光
、
真
の
神
か
ら
の
真
の
神
、
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、︽
父
︾
と
︽
ホ
モ
ウ
ー

シ
オ
ス
︾
で
あ
る
そ
の
方
を
。﹂

　

直
訳
す
る
と
、﹁
ウ
ー
シ
ア
ー
﹂
は
﹁
本
質
﹂、﹁
ホ
モ
﹂
は
﹁
同

じ
﹂
と
い
う
意
味
な
の
で
、﹁
ホ
モ
ウ
ー
シ
オ
ス
﹂
と
は
﹁
同
一

本
質
﹂
と
訳
せ
ま
す
。
つ
ま
り
、
父
な
る
神
と
子
イ
エ
ス
は
本

質
が
同
じ
だ
と
い
う
意
味
で
す
。

　
﹁
天
と
地
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
方
に
よ
っ
て
成
っ

た
。﹂︹
つ
ま
り
、
天
地
創
造
し
た
の
は
︽
子
︾
イ
エ
ス
だ
と

い
う
わ
け
で
す
。︺﹁
主
は
、
私
た
ち
人
間
の
た
め
に
、
ま
た

私
た
ち
の
救
い
の
た
め
に
降
り
、
肉
と
な
り
、
人
間
と
な
り
、﹂

︹
こ
れ
は
受
肉
の
こ
と
で
す
。︺﹁
苦
し
み
を
受
け
、﹂︹
十
字
架
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に
磔
に
な
っ
て
、
そ
し
て
︺﹁
三
日
目
に
よ
み
が
え
り
、﹂︹
復

活
し
、︺﹁
天
に
昇
り
、
生
者
と
死
者
と
を
裁
く
た
め
に
再
び

降
り
来
た
る
。﹂︹
こ
れ
は
、﹁
最
後
の
審
判
﹂
の
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
。︺

　

以
上
の
長
い
部
分
が
、
私
は
︽
子
︾
で
あ
る
神
キ
リ
ス
ト
を

信
じ
ま
す
と
い
う
信
仰
告
白
の
名
を
借
り
て
、︽
子
︾
イ
エ
ス
が

ど
う
い
う
存
在
か
を
規
定
し
て
い
る
箇
所
で
す
。

　
﹁
私
た
ち
は
ま
た
、
聖
霊
︵
正
教
用
語
で
は
﹁
聖
神
﹂︶
を
信
じ

る
。﹂

　

御
存
じ
の
よ
う
に
三
位
一
体
︵
正
教
用
語
で
は
﹁
至
聖
三
者
﹂︶

と
は
、
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
位
格
︵
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ

ス
︶・
一
つ
の
本
質
︵
ウ
ー
シ
ア
ー
︶
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ

こ
で
の
信
仰
の
対
象
も
当
然
そ
の
よ
う
な
三
位
一
体
の
神
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
段
落
は
ア
ナ
テ
マ
と
言
っ
て
、
し
か
じ
か
の
よ
う
な
人
々

を
破
門
す
る
と
い
う
異
端
宣
告
で
す
。

　
﹁
対
し
て
、﹃︽
子
︾
が
い
な
い
と
き
が
あ
っ
た
﹄
と
か
、

﹃︽
子
︾
は
生
ま
れ
る
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
﹄
と
か
、﹃︽
子
︾

は
な
い
も
の
か
ら
生
じ
た
﹄
と
か
、﹃︽
子
︾
は
︹︽
父
︾
と
は
︺

異
な
る
︽
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
︾
や
︽
ウ
ー
シ
ア
ー
︾
か
ら
成
る
﹄

と
言
う
者
た
ち
、
あ
る
い
は
﹃
神
の
子
は
変
化
し
変
異
す
る

も
の
で
あ
る
﹄
と
言
う
者
た
ち
を
、
普
遍
的
な
使
徒
的
教
会

は
断
罪
す
る
。﹂

　

こ
こ
で
断
罪
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ア
レ
イ
オ
ス
と
い
う
人
を

頭
と
す
る
グ
ル
ー
プ
、
ア
レ
イ
オ
ス
派
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で

す
。
ア
レ
イ
オ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
語
読
み
で
、
ラ
テ
ン
語
読
み
す

る
と
ア
リ
ウ
ス
。
だ
か
ら
、﹁
ア
リ
ウ
ス
論
争
﹂
と
も
呼
ば
れ
ま

す
が
、
こ
の
古
代
末
期
の
大
き
な
神
学
論
争
を
引
き
起
こ
し
た

異
端
が
ア
レ
イ
オ
ス
派
で
す
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た

の
は
、キ
リ
ス
ト
の
位
置
づ
け
で
、﹁
キ
リ
ス
ト
論
﹂︵C

hristology

︶

と
呼
ば
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
確
か
に
人
間
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
実
際
こ
の
世
の
中
に
来
て
磔
に
あ
っ
て
死
ぬ
わ
け
で
す
か

ら
。
し
か
し
、
同
時
に
神
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
考
え
て

も
不
合
理
な
わ
け
で
す
。
人
間
な
ら
人
間
、
神
な
ら
神
で
は
な

い
か
と
い
う
普
通
の
合
理
的
な
考
え
方
で
い
え
ば
、
ど
ち
ら
か

に
統
一
す
べ
き
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ア
レ
イ
オ
ス
派
は

﹁
キ
リ
ス
ト
は
人
間
で
あ
る
﹂
と
い
う
立
場
を
と
り
ま
し
た
。
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子
・
イ
エ
ス
も
神
が
創
っ
た
も
の
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
は
、
合
理
的

な
考
え
方
で
は
解
釈
が
つ
か
な
い
よ
う
な
不
思
議
な
立
場
の
ほ

う
が
む
し
ろ
正
統
と
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

だ
か
ら
、
こ
の
場
合
も
﹁
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
人
間
か
神
か
﹂

で
は
な
く
、﹁
キ
リ
ス
ト
は
人
間
で
あ
り
、
か
つ
神
で
あ
る
﹂。

論
理
学
的
に
言
う
と
矛
盾
に
な
る
よ
う
な
命
題
の
ほ
う
を
敢
え

て
採
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
合
理
的
な
考
え
方
を
す
る
人
た
ち

は
、﹁
い
や
、
神
は
父
な
る
神
一
つ
で
あ
っ
て
、
子
・
キ
リ
ス
ト

は
あ
く
ま
で
人
間
で
あ
っ
て
神
で
は
な
い
。
聖
霊
も
同
様
だ
﹂

と
考
え
ま
し
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
ほ
う
が
、
私
た
ち
か
ら

す
る
と
よ
ほ
ど
合
理
的
に
理
解
で
き
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は

そ
う
し
た
す
っ
き
り
割
り
切
れ
る
神
理
解
の
途
を
敢
え
て
採
ろ

う
と
は
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
公
会
議
︵
三
八
一
年
︶

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
立
場
を
明
確
に
規
定
し
た
先
の
信
条
が

補
強
さ
れ
た
﹁
ニ
カ
イ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
信
条
﹂

が
全
キ
リ
ス
ト
教
会
の
統
一
信
条
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か

し
、
も
と
も
と
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
神
理
解
、
と
り
わ
け
不

合
理
な
キ
リ
ス
ト
理
解
に
基
づ
く
信
条
だ
け
に
、
そ
の
後
も
キ

リ
ス
ト
の
身
分
に
対
す
る
異
論
が
百
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

ロ
シ
ア
の
画
家
ワ
シ
ー
リ
ー
・
ス
リ
コ
フ
が
描
い
た
「
第
四
全
地
公
会

議
（
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
）」（
１
８
７
６
年
。
ロ
シ
ア
美
術
館
所
蔵
）
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先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
﹁
カ
ル
ケ
ド
ン
全
地
公
会
議
﹂
に
お
い
て
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
人
性
と
神
性
の
二
つ
の
本
性
は

互
い
に
﹁
混
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
分

割
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
﹂
と
宣
言
さ

れ
︵
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
﹁
両
性
論
﹂
と
言
い
ま
す
︶、
そ
れ
に
異

議
を
申
し
立
て
る
立
場
は
異
端
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
の
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は
、
こ
の
よ
う
な
神
、
つ
ま

り
三
位
一
体
の
神
、
人
に
し
て
神
な
る
﹁
神
人
﹂
を
信
ず
る
も

の
だ
と
い
う
本
質
規
定
が
ニ
カ
イ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ

リ
ス
信
条
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ど
の
宗

教
で
も
そ
う
で
す
が
、
自
分
が
何
を
信
仰
し
て
い
る
か
と
い
う

そ
の
信
仰
対
象
が
何
で
あ
る
か
は
そ
の
宗
教
の
核
心
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
尊
崇
し
信
仰
す
る
神
の
本
質
が
規
定
さ
れ
て
い
る

文
言
つ
ま
り
信
条
を
む
や
み
に
変
え
る
こ
と
な
ど
絶
対
に
許
さ

れ
な
い
は
ず
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
宗
教
に
と
っ
て

最
も
根
本
的
な
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
ニ
カ
イ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ポ
リ
ス
信
条
の
小
さ
な
語
句
の
改
変
を
め
ぐ
っ
て
、
東
西
の

キ
リ
ス
ト
教
の
対
立
は
決
定
的
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ

る
﹁
フ
ィ
リ
オ
ク
ェ
問
題
﹂
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
す
。
先
に
触

れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
公
会
議
で
規
定
さ
れ
た
聖
霊

に
関
す
る
信
仰
箇
条
と
し
て
、
私
が
何
を
信
じ
る
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
﹁
父
か
ら
出
た
﹂
聖
霊
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
カ
ト

リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
の
公
式
の
訳
に
よ
れ
ば
、﹁
父
と
子

0

0

か
ら
聖

霊
が
出
て
﹂
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
れ
が
、
西
方
カ

ト
リ
ッ
ク
の
公
式
の
信
仰
規
定
と
な
る
わ
け
で
す
。
本
来
、
キ

リ
ス
ト
教
の
肝
と
な
る
べ
き
根
本
信
条
を
表
す
文
言
、
た
と
え

一
言
一
句
と
い
え
ど
も
改
変
が
許
さ
れ
な
い
根
本
教
義
が
、
わ

ず
か
数
語
︵
ラ
テ
ン
語
で
はfilioque

一
語
︶
と
は
い
え
、
東
と
西
で

明
ら
か
に
異
な
っ
た
表
現
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、﹁
父
か
ら
出
た
﹂
と
文
字
ど
お
り
決
定
さ
れ
た
内
容

と
文
言
を
信
じ
続
け
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
で

あ
る
の
に
対
し
て
、﹁︵
～
︶
と
子
か
ら
︵
フ
ィ
リ
オ
ク
ェ
︶﹂
と
い

う
言
葉
を
付
け
加
え
た
の
が
西
方
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
わ
け
で

す
。
信
仰
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
信
条
、
信
仰
告
白
を
勝
手

に
変
え
る
こ
と
は
異
端
中
の
異
端
と
言
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

東
方
キ
リ
ス
ト
教
陣
営
は
、
西
方
に
対
し
て
、
こ
の
暴
挙
を
許

さ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
わ
け
で
す
。
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そ
れ
に
対
し
て
西
方
は
、
い
ろ
い
ろ
と
言
い
訳
め
い
た
法
的

解
釈
を
弄
し
て
、
こ
れ
は
決
し
て
違
法
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
最
終
的
に
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
大
分
裂
の
と
き
に
分
裂
す

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
約
九
百
年
を
経
た
一
九
六
二
～
六
五

年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
と
対
話
を
し
て
い
こ
う
と

い
う
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
立
場
を
採
択
し
た
わ
け
で
す
が
、
東

西
の
キ
リ
ス
ト
教
の
肝
心
の
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
西
方
は

相
変
わ
ら
ず
頑
な
な
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
日
本
人
か
ら
す
る
と
、﹁︵
～
︶
と
子
か
ら
︵
フ
ィ
リ
オ

ク
ェ
︶﹂
と
い
う
語
句
を
取
っ
て
し
ま
え
ば
済
む
だ
け
の
話
だ
と

思
う
の
で
す
が
、
彼
ら
か
ら
す
る
と
こ
れ
は
意
地
と
い
う
か
、

千
年
以
上
に
わ
た
る
伝
統
が
あ
る
の
で
、
軽
々
に
は
変
え
ら
れ

な
い
の
で
し
ょ
う
。
東
方
側
は
、
西
方
が
こ
の
﹁
と
子
か
ら
﹂

と
い
う
表
現
を
削
除
す
る
な
ら
ば
、
今
ま
で
の
軋
轢
は
一
切
忘

れ
、
私
た
ち
は
あ
な
た
た
ち
を
同
じ
信
仰
者
と
し
て
受
け
入
れ

ま
す
と
、そ
こ
ま
で
胸
襟
を
開
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
最
後
の
一
歩
が
踏
み
出
せ
ず
に
、
未
だ
に
東
と
西
は
最
終

的
な
和
解
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

２　

三
位
一
体
論
争

教
父
学
と
は
何
か

　

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
四
世
紀
に
、
殉

教
の
時
代
か
ら
公
認
宗
教
と
し
て
教
義
を
確
立
し
て
い
く
段
階

に
入
る
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
も
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
の
聖
書

解
釈
が
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
様
々
な
立
場
の
間
で
神
学
論
争

や
容
赦
な
い
政
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
全
教
会
が
統
一

的
な
見
解
を
も
つ
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
ト
ッ
プ
レ
ベ

ル
の
聖
職
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
全
地
公
会
議
と
い
う
会
議
を
行

う
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
最
初
の
大
き
な
教
義
論
争

は
﹁
三
位
一
体
論
﹂
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

か
く
し
て
﹁
三
位
一
体
論
﹂
の
話
に
入
る
わ
け
で
す
が
、
そ

の
前
に
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
成
り
立
ち
を
研
究
し
て
い
く
の

は
ど
ん
な
学
問
が
行
う
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て

お
き
ま
す
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
学

問
の
名
前
、
宗
教
学
が
あ
り
、
神
学
が
あ
り
、
聖
書
学
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
﹁
教
父
学
﹂
と
い
う
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も
の
が
あ
り
ま
す
。
私
が
主
に
研
究
し
て
い
る
の
は
教
父
学
の

分
野
に
な
り
ま
す
が
、
一
体
、
教
父
学
と
は
ど
う
い
う
学
問
な

の
で
し
ょ
う
か
。

　

教
父
学
︵patristics
︶
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
文

献
史
学
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
歴
史
学
の
分
野
に
属
し
、

キ
リ
ス
ト
教
古
代
の
神
学
的
著
作
を
扱
う
学
問
分
野
で
す
。
そ

も
そ
も
、
教
父
学
と
い
う
と
き
の
﹁
教
父
﹂
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
観
点
か
ら
厳
密
な
規

定
が
あ
り
ま
す
が
、
意
味
は
そ
の
ま
ま
﹁
教
会
の
父
﹂︵
ラ
テ
ン

語
でpatres ecclesiae

︶
と
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
十
分
で
す
。

　

厳
密
な
意
味
で
﹁
教
父
﹂
と
言
う
場
合
は
、
古
典
性
・
古
代

性
と
正
統
性
が
必
須
の
条
件
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
例
え

ば
オ
リ
ゲ
ネ
ス
と
い
う
重
要
な
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
場
合
、
二
～

三
世
紀
の
人
な
の
で
古
代
性
の
条
件
は
問
題
な
く
ク
リ
ア
し
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
正
統
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
は
異

端
と
さ
れ
て
お
り
、
正
統
性
の
条
件
で
引
っ
掛
か
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。
本
来
、
異
端
と
み
な
さ
れ
た
人
物
は
教
父

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
よ
う

に
有
力
な
教
え
を
も
た
ら
し
た
人
物
抜
き
に
ギ
リ
シ
ア
教
父
史

を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
教
父
研
究
に

お
け
る
﹁
教
父
﹂
規
定
と
、キ
リ
ス
ト
教
教
会
に
お
け
る
﹁
教
父
﹂

規
定
の
間
に
少
し
ズ
レ
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

私
が
こ
こ
で
言
う
﹁
教
父
学
﹂
と
は
、
正
統
性
の
点
で
は
多
少

緩
め
ら
れ
た
も
の
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
教
父
学
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
初

期
の
段
階
で
、
教
義
を
確
立
し
て
い
っ
た
よ
う
な
人
た
ち
の
教

え
を
扱
う
学
問
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
、
教
父
学
が
扱

う
分
野
は
、
歴
史
学
、
文
学
、
哲
学
、
神
学
、
あ
る
い
は
そ
の

総
体
を
含
ん
で
い
く
形
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
教
父
学
を
、
文

字
ど
お
り
教
父
に
関
す
る
学
︹
ラ
テ
ン
語
で
パ
ー
テ
ル
︵pater 

複

数
形
はpatres

︶
と
い
う
の
はfather

︵
父
︶
で
す
か
らpatres

に
関

す
る
諸
々
の
言
説
︺
と
す
る
と
、
こ
れ
は
パ
ト
ロ
ロ
ギ
ア
︵patro-

logia

︶、
英
語
でpatrology

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

と
す
れ
ば
、
当
然
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
の
学
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は

﹁
哲
学
﹂
も
含
ま
れ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
テ
オ
ロ
ギ
ア
・
パ

ト
リ
ス
テ
ィ
カ
︵theologia patristica

︶、﹁
教
父
神
学
﹂
と
理
解
す

る
な
ら
、
神
学
と
哲
学
と
い
う
の
は
分
か
ち
難
く
結
ば
れ
る
わ

け
で
す
が
、
信
仰
者
に
と
っ
て
、
自
ら
の
信
仰
と
哲
学
の
関
係
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は
あ
る
場
面
で
は
非
常
に
切
迫
し
た
問
い
と
な
っ
て
く
る
は
ず

で
す
。

　

神
学
も
厄
介
な
学
問
で
す
が
、
哲
学
も
ま
た
一
般
の
方
か
ら

す
る
と
近
寄
り
難
い
学
問
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
が
今
日
お
話

し
し
て
い
く
よ
う
な
教
父
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
日
本

語
で
言
う
と
教
父
哲
学
に
当
た
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
教
父
に
関
し
て
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
く
、

そ
う
い
う
学
問
分
野
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。

な
ぜ
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
教
父
思
想
に
欠
か
せ
な
い
の
か

　

で
は
、
な
ぜ
ギ
リ
シ
ア
教
父
思
想
に
は
哲
学
が
必
要
な
の
で

し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
の
ニ
カ
イ
ア
信
条
の
中
で
、
わ

ざ
わ
ざ
日
本
語
に
訳
さ
な
い
で
﹁
ウ
ー
シ
ア
ー
﹂
と
か
、﹁
ホ
モ

ウ
ー
シ
オ
ス
﹂
な
ど
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
し
た
の
は
、
そ
れ
が

ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
用
語
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら

で
す
。﹁
ウ
ー
シ
ア
ー
﹂
と
い
う
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲

学
に
お
い
て
一
番
根
本
的
な
概
念
で
す
。﹁
実
体
﹂
と
訳
さ
れ
た

り
し
ま
す
。﹁
ホ
モ
ウ
ー
シ
オ
ス
﹂
と
い
う
の
は
、
実
体
、
ウ
ー

シ
ア
ー
が
同
じ
と
い
う
意
味
で
﹁
同
一
本
質
﹂
と
訳
さ
れ
た
り

し
ま
す
。
で
す
か
ら
、﹁
実
体
と
は
何
か
﹂
と
い
う
哲
学
的
理
解

な
し
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
信
仰
信
条
を
正
確
に
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　

ギ
リ
シ
ア
教
父
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
同
じ
地
続

き
で
ギ
リ
シ
ア
語
の
文
献
を
読
む
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。
ギ
リ

シ
ア
語
の
読
め
る
人
で
す
か
ら
、
当
然
、
ギ
リ
シ
ア
文
学
も
、

ギ
リ
シ
ア
哲
学
書
も
読
め
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
信
仰
の
内

容
を
表
す
言
葉
は
︵
聖
書
も
信
仰
箇
条
も
︶
す
べ
て
ギ
リ
シ
ア
語

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
は
当
然
、
哲
学
で
使
わ
れ
て
い

る
語
彙
も
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
殉
教
の
時
代
か

ら
国
の
宗
教
の
時
代
と
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
土
台
を
し
っ
か
り
形
作
っ
て
い
く
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の

教
義
を
体
系
化
し
て
い
く
必
要
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す

る
と
、
体
系
化
す
る
た
め
に
ど
う
い
う
枠
組
み
を
使
う
と
便
利

か
と
い
う
と
、
一
番
手
近
に
あ
っ
た
の
が
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
聖
書
と
い
う
の
は
、﹃
旧
約
﹄
に

し
て
も
﹃
新
約
﹄
に
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
面
白
い
話
が
た
く
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さ
ん
出
て
き
て
、
そ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
断
片
的
に
知
る
こ

と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
一
体
何
を
ど
の

よ
う
に
信
仰
す
る
宗
教
な
の
で
す
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
そ
の

答
え
を
聖
書
に
探
し
て
も
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
聖
書

は
決
し
て
教
義
書
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
で
す
が
、
四
世
紀

当
時
は
、
こ
れ
か
ら
ち
ゃ
ん
と
国
の
宗
教
と
し
て
教
義
を
確
立

し
、
体
系
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
時
期
で
し

た
。﹃
聖
書
﹄
の
様
々
な
言
葉
を
、
互
い
に
意
味
が
齟
齬
し
合
う

よ
う
な
箇
所
で
さ
え
全
部
意
味
を
取
り
な
が
ら
体
系
化
し
て
い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
体
系
化
し
て
い
く
仕
事
が
得
意
だ
っ
た

の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
哲
学
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
期
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
流
れ
を
汲
む
ペ
リ
パ
ト
ス
派
や

プ
ラ
ト
ン
の
流
れ
を
汲
む
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
、
さ
ら
に
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
や
ス
ト
ア
派
と
い
っ
た
よ
う
な
様
々
な
哲
学
学
派
の

用
語
や
考
え
方
を
教
父
た
ち
は
吸
収
し
、
そ
れ
を
う
ま
く
使
い

こ
な
し
て
い
っ
て
自
分
た
ち
の
教
義
確
立
の
た
め
に
活
か
し
て

い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
ニ
カ
イ
ア
信
条
と
い
う
最
も
根

本
的
な
信
仰
告
白
の
中
で
さ
え
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
用
語
が
中

心
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
私
た
ち
日
本

人
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
キ
リ
ス
ト
教

全
体
の
核
心
を
理
解
し
て
い
く
た
め
に
は
、
か
く
な
る
次
第
で

哲
学
的
理
解
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
り
、
実
は
そ
こ
に
難
し
さ

も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
三
位
一
体
論

　

三
位
一
体
論
、
す
な
わ
ち
父
・
子
・
聖
霊
と
い
う
﹁
三
つ
の

ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
、
一
つ
の
ウ
ー
シ
ア
ー
﹂
と
い
う
神
理
解
の

定
式
も
ま
た
、
そ
の
哲
学
的
な
理
解
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
論
争

が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、﹁
三
つ
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
﹂
か
ら

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。﹁
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
﹂
と
い
う
ギ
リ
シ
ア

語
は
わ
か
り
に
く
い
で
す
が
、
ラ
テ
ン
語
圏
で
は
﹁
ペ
ル
ソ
ナ
﹂

と
訳
さ
れ
ま
す
。﹁
ペ
ル
ソ
ナ
﹂
は
、
英
語
の
﹁
パ
ー
ソ
ン
﹂
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
パ
ー
ソ
ン
は
人
間
の
場

合
だ
っ
た
ら
﹁
人
格
﹂
の
こ
と
で
す
が
、
神
の
場
合
だ
っ
た
ら

﹁
神
格
﹂
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
一
応
﹁
位
格
﹂
と
訳

し
て
、﹁
父
と
子
と
聖
霊
は
三
つ
の
位
格
﹂
と
い
う
ふ
う
に
言
わ

れ
ま
す
。
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
ラ
テ
ン
語
は
、も
と
も
と
が
﹁
仮
面
﹂

と
い
う
意
味
で
す
。
西
方
キ
リ
ス
ト
教
は
ラ
テ
ン
語
圏
で
す
か
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ら
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
当
然
で
す
。

　

し
か
し
、
東
方
の
見
方
か
ら
す
る
と
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
怪
し

い
考
え
方
で
す
。
一
人
の
人
間
が
あ
る
時
は
父
の
仮
面
を
被
っ

て
、
あ
る
時
は
子
の
仮
面
を
被
っ
て
、
あ
る
時
は
聖
霊
の
仮
面

を
被
る
、
そ
う
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
﹁
ペ
ル
ソ
ナ
﹂
と
い
う

語
の
背
後
に
は
あ
り
ま
す
。
同
一
の
人
間
が
幾
つ
か
の
仮
面
を

変
え
て
い
く
よ
う
に
、
一
な
る
神
が
三
つ
の
仮
面
を
そ
の
都
度

被
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
一
な
る
神
の
三
つ
の
顕
現
様
態
と
し

て
の
父
・
子
・
聖
霊
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
神
学
用
語
で

は
﹁
様
態
論
﹂
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
主
唱
者
の
一
人
で
あ
っ

た
サ
ベ
リ
オ
ス
の
立
場
︵
い
わ
ゆ
る
サ
ベ
リ
オ
ス
主
義
︶
は
初
期
の

キ
リ
ス
ト
教
で
は
異
端
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。
元
々
﹁
ヒ
ュ
ポ

ス
タ
シ
ス
﹂
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う

と
、
こ
れ
も
哲
学
用
語
で
す
が
、﹁
個
と
し
て
の
存
在
﹂
を
表
し

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、﹁
三
一
﹂
と
は
、
父
と
し
て
の
個
別

存
在
、
子
と
し
て
の
個
別
存
在
、
聖
霊
と
し
て
の
個
別
存
在
が
、

一
つ
の
ウ
ー
シ
ア
ー
︵
本
質
存
在
︶
で
あ
る
、
と
な
り
ま
す
。

　

父
、
子
、
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
神
の
存
在
性
は
、
各
々
そ
れ

自
体
も
独
立
し
た
固
有
の
存
在
性
格
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
本
質
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
一
な
る
本
質
存
在
と
し
て
あ

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
先
ほ
ど
の
ニ
カ
イ
ア
信
条
で
は
﹁
ホ

モ
ウ
ー
シ
オ
ス
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
仮
に
﹁
同

一
本
質
﹂
と
訳
し
て
お
く
と
、
そ
れ
に
対
し
て
も
っ
と
合
理
的

な
考
え
方
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
く
と
イ
オ
ー
タ
一
文
字

だ
け
の
違
い
で
す
が
、﹁
ホ
モ
イ0

ウ
ー
シ
オ
ス
﹂
と
い
う
立
場
が

登
場
し
ま
す
。﹁
ホ
モ
イ
︵
オ
ス
︶﹂
と
い
う
の
は
﹁
似
て
い
る
﹂

と
い
う
意
味
な
の
で
、﹁
相
似
本
質
﹂
と
訳
さ
れ
ま
す
。

　

父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
の
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
と
し
ま
す
。
そ

れ
が
、
一
つ
だ
と
い
う
の
は
非
常
に
不
合
理
な
考
え
方
で
す
。

三
つ
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
一
つ
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
。
と
こ
ろ
が
、﹁
ホ
モ
イ
ウ
ー
シ
オ
ス
﹂
と
い
う
の
は
、
父

と
子
と
聖
霊
は
三
つ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
類
似

し
た
本
質
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
お
父
さ
ん

と
息
子
が
似
て
い
る
と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
か
ら
、

ど
ち
ら
が
常
識
的
に
は
理
解
し
や
す
い
か
と
い
う
と
、
ホ
モ
イ

ウ
ー
シ
オ
ス
の
立
場
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
は
ず
で
す
。
し

か
し
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
こ
ち
ら
の
ホ
モ
イ
ウ
ー
シ
オ

ス
派
を
異
端
と
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
︵
正
確
に
は
、
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明
確
に
異
端
と
み
な
さ
れ
た
の
は
、
父
・
子
・
聖
霊
が
互
い
に
本
質
の

点
で
異
な
っ
て
い
る
が
相
似
し
て
い
る
と
い
う
﹁
相
似
派
︵
ホ
モ
イ
オ

イ
︶﹂
と
い
う
立
場
で
す
︶。

　

た
だ
、
こ
の
問
題
に
は
教
会
政
治
が
絡
ん
で
き
ま
す
し
、
東

西
の
皇
帝
も
絡
ん
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
皇
帝
が
異
端
と
み
な

さ
れ
た
相
似
派
の
司
教
を
抱
え
込
ん
で
、
そ
の
人
を
大
き
な
都

市
の
大
司
教
に
据
え
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
正
統
と
言
わ
れ
て

い
る
同
一
本
質
派
の
司
教
を
失
脚
さ
せ
た
り
し
ま
す
。

　

そ
う
い
う
よ
う
な
混
乱
を
経
て
、
三
位
一
体
の
考
え
方
を
巡

っ
て
い
ろ
い
ろ
な
論
争
が
起
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
全
地

公
会
議
を
開
い
て
ニ
カ
イ
ア
信
条
と
か
、
ニ
カ
イ
ア
・
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
信
条
と
い
っ
た
も
の
を
、
そ
の
都
度
、
全

世
界
に
表
明
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
、
非
常
に
厄
介
な
議
論
で
す
が
、
こ
の
議
論
を
し
て

い
く
と
き
に
、
そ
も
そ
も
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
の
が

﹁
ウ
ー
シ
ア
ー
﹂
だ
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
ウ
ー
シ
ア
ー
と
は
何

か
と
い
う
哲
学
的
理
解
を
抜
き
に
は
語
り
得
な
い
事
柄
な
の

で
す
。

　

今
日
は
詳
し
く
話
し
ま
せ
ん
が
、
哲
学
の
世
界
の
ほ
う
で
言

う
と
、
こ
の
ニ
カ
イ
ア
信
条
に
出
て
く
る
﹁
ウ
ー
シ
ア
ー
﹂
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
概
念
と
し
て

解
釈
す
る
研
究
者
と
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
立
場
の
影
響
を
受

け
た
概
念
だ
と
い
う
研
究
者
が
い
ま
す
。
い
や
、
そ
う
で
は
な

く
て
ス
ト
ア
派
の
立
場
の
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
と
い
う
研
究

者
も
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
宗
教
論
争
と
哲
学
論
争
が
い
わ
ば

相
互
乗
り
入
れ
し
て
く
る
形
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
話
の
内
容

そ
の
も
の
が
哲
学
と
言
い
な
が
ら
全
然
合
理
性
が
な
い
わ
け
で

す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
不
合
理
な
こ
と
を
い
か
に
合
理
的
に
語

り
得
る
か
と
い
う
厄
介
な
命
題
を
抱
え
込
ん
だ
の
が
、
三
位
一

体
論
を
め
ぐ
る
問
題
な
の
だ
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

キ
リ
ス
ト
論

　

で
は
、
こ
の
問
題
の
焦
点
は
ど
こ
に
く
る
か
と
言
え
ば
、︽
父
︾

で
あ
る
神
に
つ
い
て
は
全
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
す
。
言
う
ま

で
も
な
く
、︽
子
︾
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
論
争
の
焦
点
は
向
か
っ

て
い
く
わ
け
で
、
当
然
こ
れ
は
﹁
キ
リ
ス
ト
論
﹂︵C

hristology

︶

へ
と
話
は
進
ん
で
行
き
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
論
は
、
同
時
に
マ
リ
ア
論
と
も
重
な
っ
て
き
ま
す
。
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な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
が
神
で
あ
れ
ば
、
マ
リ
ア
は
﹁
神

の
母
﹂︵
ギ
リ
シ
ア
語
で
﹁
テ
オ
ト
コ
ス
﹂︶
に
な
り
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
が
人
間
で
あ
れ
ば
、
マ
リ
ア
は
ご
く
普
通
に
人
間
を
生
ん
だ

人
間
の
母
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
マ
リ
ア
の
位
置
づ

け
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
の
位
置
づ
け
と
同

じ
よ
う
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
論
を
め
ぐ
る
教
義
論
争
を
し
ば
ら
く
見

て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　

三
一
神
を
め
ぐ
る
論
争
の
焦
点
は
、
や
が
て
、
キ
リ
ス
ト
の

ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
︵
ペ
ル
ソ
ナ
︶
に
お
け
る
神
性
と
人
性
を
め
ぐ

る
キ
リ
ス
ト
論
へ
と
移
行
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
強
硬
な

反
ア
レ
イ
オ
ス
主
義
の
立
場
か
ら
、
ラ
オ
デ
ィ
キ
ア
の
ア
ポ
リ

ナ
リ
オ
ス
に
よ
っ
て
、
子
イ
エ
ス
の
本
性
と
は
、
受
肉
し
た
ロ

ゴ
ス
と
い
う
﹁
唯
一
の
神
的
本
性
﹂︵
ミ
ア
・
フ
ュ
シ
ス
︶
で
あ
る
、

と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
主
張
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ポ
リ
ス
公
会
議
に
お
い
て
異
端
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、

子
イ
エ
ス
の
神
性
を
強
調
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
学
派
と

そ
の
人
性
を
強
調
す
る
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
派
の
対
立
の
中
で
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
総
主
教
キ
ュ
リ
ロ
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、

キ
リ
ス
ト
の
二
つ
の
本
性
は
神
性
に
充
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
﹁
一ミ

ア
・
フ
ュ
シ
ス

つ
の
本
性
﹂
に
な
っ
た
、
と
い
う
表
現
は
﹁
単
性
論
﹂

の
疑
い
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
は
神
か
人
間
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
︵
ラ
テ
ン
語
読
み
で

は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
︶
と
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
︵
ラ
テ
ン
語
読
み

で
は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
︶、
こ
の
二
つ
の
地
域
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教

圏
で
は
非
常
に
強
い
勢
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
ア
ン

テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
は
全
く
対
立
す
る
方

向
性
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
派
は
、
キ

リ
ス
ト
の
神
性
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
ン

テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
派
は
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性
、
人
性
を
強
調
す
る

傾
向
性
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
の

総
主
教
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
、
で
き
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
が
﹁
人
間
か

神
か
﹂
と
い
う
問
題
を
、
神
の
側
に
引
っ
張
っ
て
い
き
た
い
わ

け
で
す
。
他
方
、
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
派
側
は
、
一
方
的
に
キ

リ
ス
ト
を
神
の
側
に
引
っ
張
っ
て
行
か
れ
る
と
、
自
分
た
ち
が

強
調
し
た
い
人
性
が
薄
く
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
何
と

か
引
き
戻
そ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
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例
え
ば
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
立
場
に
対
し
て
、
や
が
て
異
端
と

し
て
排
斥
さ
れ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
ネ
ス
ト
リ
オ

ス
と
い
う
人
が
反
対
を
唱
え
ま
し
た
。
こ
の
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
は

生
ま
れ
が
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
で
し
た
の
で
、
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ

イ
ア
派
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性
の
ほ
う
を
重
視
す
る

立
場
か
ら
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
マ
リ
ア
を
神
の
母
、
テ
オ
ト

コ
ス
と
呼
ぶ
こ
と
に
反
対
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
エ
フ
ェ
ソ
ス
公
会
議
に
お
い
て
ネ

ス
ト
リ
オ
ス
を
異
端
と
し
て
罷
免
し
ま
す
。
何
で
テ
オ
ト
コ
ス
、

神
の
母
と
呼
ぶ
こ
と
に
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
派
の
ネ
ス
ト
リ
オ

ス
が
反
対
し
た
か
と
い
う
と
、
何
度
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
ア

ン
テ
ィ
オ
ケ
イ
ア
派
は
人
間
性
を
強
調
し
た
い
わ
け
で
す
か
ら
、

マ
リ
ア
を
神
の
母
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
と
、
イ
エ
ス
の
人
間

性
の
部
分
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
何
と
か
そ
れ
を

押
し
と
ど
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
リ
ア

の
位
置
づ
け
と
キ
リ
ス
ト
の
位
置
づ
け
は
い
つ
も
相
関
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
テ
オ
ト
コ
ス
論
争
な
り
、
キ
リ
ス
ト
論
争
が
起

こ
っ
て
来
ま
し
た
が
、
や
は
り
同
じ
東
方
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
両

者
が
い
が
み
合
っ
て
い
る
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
仲
介

の
労
が
と
ら
れ
て
、
両
派
は
和
解
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
は

り
両
性
論
と
い
う
の
は
矛
盾
し
た
も
の
を
一
つ
に
納
め
よ
う
と

す
る
考
え
方
な
の
で
、
い
つ
で
も
必
ず
分
裂
し
て
し
ま
う
火
種

を
残
し
た
わ
け
で
す
。
や
が
て
、
エ
ウ
テ
ュ
ケ
ス
と
い
う
人
に

よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
人
性
は
神
性
に
吸
収
さ
れ
、
あ
く
ま
で
も

外
見
上
人
間
に
過
ぎ
な
い
だ
け
で
本
当
は
神
の
一
つ
の
本
性
し

か
も
っ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
、
後
に
﹁
キ
リ
ス
ト
単
性
論
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
キ
リ

ス
ト
単
性
論
と
い
う
と
こ
の
エ
ウ
テ
ュ
ケ
ス
が
創
始
者
と
見
做

さ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
単
性
論
的
な
考
え
と
い
う
の

は
、
そ
も
そ
も
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
一
つ
の
本
性
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
発
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、こ
の
﹁
キ
リ
ス
ト
単
性
論
﹂

と
い
う
の
は
、
四
五
一
年
の
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
に
お
い
て
否

定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
決
定
に
よ
れ
ば
、﹁
キ
リ
ス
ト
は
神

性
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
父
と
同
一
の
本
質
で
あ
り
、
人
性
に
よ

る
と
我
々
人
間
と
同
一
本
性
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
単
性

論
は
は
っ
き
り
と
信
条
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
さ
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ら
に
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
あ
っ
て
、
人
性
と
神
性
は
混
ざ

ら
ず
、
変
わ
ら
ず
、
別
れ
ず
、
離
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、﹁
キ
リ
ス
ト
両
性
論
﹂
が
歴
史
上
確
立
さ
れ
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性
と
神
性
は
決
し

て
一
つ
に
は
な
ら
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
別
々
に
独
立
に
存
在

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
も
か
な
り
無
理
な
注
文
を
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
、
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
と

し
て
ず
っ
と
信
仰
の
原
理
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
う
い

っ
た
形
で
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
教
義
の
原
型
が
こ
こ
で
築
か
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

３　

超
越
と
内
在
の
両
立
を
可
能
に
す
る
霊
性

洞
窟
の
比
喩

　

こ
こ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
神
学
論
争
的
な
話
を
し
ま

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
も
う
少
し
哲
学
に
近
づ
け
て
、
な
お
か

つ
﹁
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
﹂
と
い
う
こ
と
に
話
を
近
づ
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
わ
か
り
や
す
い

言
い
方
を
す
れ
ば
、
私
自
身
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
根
本

的
な
霊
性
だ
と
思
う
の
は
﹁
超
越
方
向
と
内
在
の
方
向
の
両
立
﹂

と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

超
越
と
か
内
在
と
い
う
の
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

と
、
わ
か
り
や
す
い
た
と
え
話
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
ギ

リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
主
著
﹃
国
家
﹄
篇
、
岩
波
文
庫
に
も
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
第
七
巻
に
、﹁
洞
窟
の
比
喩
﹂
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
御
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
キ
ア
ヌ
・

リ
ー
ブ
ス
主
演
の
﹁
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
﹂
と
い
う
映
画
が
あ
り
ま

し
た
。
あ
の
映
画
を
監
督
し
た
ウ
ォ
シ
ャ
ウ
ス
キ
ー
姉
弟
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
﹃
国
家
﹄
を
し
っ
か
り
読
ん
で
、﹁
洞
窟
の
比
喩
﹂

を
映
画
の
モ
チ
ー
フ
に
使
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、﹁
洞
窟
の
比
喩
﹂
に
よ
れ
ば
、

私
た
ち
人
間
は
洞
窟
に
住
ん
で
い
て
、
洞
窟
の
中
に
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
手
か
せ
、
足
か
せ
、
首
か
せ
を
つ
け
ら
れ
て
身
動

き
が
取
れ
な
い
形
で
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
囚
人
の
よ
う
な
も

の
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
囚
人
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と

洞
窟
の
壁
を
見
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
洞
窟
で
す
か
ら
、
当

然
の
こ
と
、
大
変
暗
い
。
こ
の
人
間
た
ち
が
い
る
後
ろ
に
衝つ

い

立た
て

が
あ
っ
て
、
衝
立
の
後
ろ
に
松
明
が
燃
え
て
い
る
。
そ
の
松
明

と
壁
の
間
を
、
歌
舞
伎
の
黒
子
の
よ
う
な
人
が
、
例
え
ば
馬
だ
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っ
た
ら
馬
の
彫
像
み
た
い
な
も
の
を
持
っ
て
動
く
と
、
そ
れ
が

囚
人
た
ち
の
眼
前
の
壁
に
影
絵
と
な
っ
て
そ
の
馬
の
影
が
映
る

わ
け
で
す
。
す
る
と
、
こ
の
人
間
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
影
し

か
見
て
い
な
い
の
で
こ
の
影
を
真
実
だ
と
思
い
込
む
。
こ
れ
は
、

も
う
少
し
現
代
的
な
言
い
方
を
す
る
と
、
ま
さ
に
バ
ー
チ
ャ
ル

リ
ア
リ
テ
ィ
の
話
で
す
。﹁
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
﹂
と
い
う
映
画
も
そ

う
で
し
た
が
、
私
た
ち
の
悩
の
中
に
映
像
を
つ
く
っ
て
、
こ
の

世
界
が
現
実
だ
と
思
わ
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
当
は
そ
の
現

実
は
影
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
架
空
に
過
ぎ
な
い
。

同
じ
よ
う
に
、
洞
窟
の
囚
人
も
、
も
と
も
と
映
っ
て
い
る
影
を

見
て
﹁
あ
れ
が
馬
だ
﹂
と
思
い
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
の
人
は
こ
の
人
で
馬
の
影
絵
を
競
走
さ
せ
て
競
馬
を
や
っ
た

り
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
本
当
に
競
馬
の
馬
が
駆
け

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
お
金
を
︵
も
ち
ろ
ん
影
絵
の
お
金
を
︶
賭

け
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
生
活
を
ま
さ
に
現

実
だ
と
思
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
日
常
経
験

し
て
い
る
感
覚
世
界
で
あ
り
物
質
界
で
す
。

　

確
か
に
、
た
と
え
バ
ー
チ
ャ
ル
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、﹁
こ
れ

は
本
物
で
は
な
い
で
す
よ
﹂
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
限
り
で

は
、
幸
せ
に
生
き
て
い
け
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
と

き
こ
の
人
に
決
定
的
な
転
機
が
訪
れ
ま
す
。﹁
魂
の
向
け
変
え
﹂

と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
囚
人
を
振
り
向
か
せ
よ
う
と
無
理
や
り

後
ろ
に
向
け
さ
せ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
人
が
今

ま
で
見
て
い
た
本
物
の
馬
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
馬

の
彫
像
を
映
し
た
影
絵
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
即
座
に
理

解
さ
れ
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
囚
人
は
さ
ら
に
洞
窟
の
外
へ
と
連
れ
出
さ
れ

ま
す
。
洞
窟
の
外
に
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
の
馬
の

彫
像
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
本
物
の
馬
が
い
て
、
さ
ら
に
本
物
の

木
、
本
物
の
池
が
あ
り
、
そ
の
池
に
本
物
の
太
陽
が
映
っ
て
い

る
。
洞
窟
に
あ
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
松
明
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か

ら
、
言
っ
て
み
れ
ば
偽
物
の
太
陽
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の

比
喩
の
道
行
き
は
、
洞
窟
の
暗
闇
の
中
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
矯
正

さ
れ
て
地
上
へ
と
連
れ
ら
れ
て
行
き
、
そ
こ
で
初
め
て
真
実
の

存
在
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
話

で
す
。

　

つ
ま
り
、
人
間
は
今
い
る
状
態
か
ら
上
昇
し
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
プ
ラ
ト
ン
は
言
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
、
プ
ラ
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ト
ン
の
﹁
洞
窟
の
比
喩
﹂
で
す
。
ち
な
み
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲

学
で
言
う
と
、
こ
の
真
実
在
こ
そ
﹁
イ
デ
ア
﹂
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
す
。
英
語
で
﹁
ア
イ
デ
ア
﹂、﹁
理
想
﹂
と
言
わ
れ
る
も
の

の
語
源
に
な
り
ま
す
。
イ
デ
ア
、
真
実
の
存
在
と
は
、
美
そ
の

も
の
、
正
し
さ
そ
の
も
の
の
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
存
す
る
す

べ
て
の
事
態
が
そ
れ
を
映
し
た
︵
分
有
し
た
︶
に
過
ぎ
な
い
よ
う

な
永
遠
不
変
な
事
態
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
す
べ

て
の
イ
デ
ア
の
頂
点
に
立
つ
の
が
こ
の
太
陽
に
当
た
る
も
の
、

す
な
わ
ち
善
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
太
陽
＝
善
そ
の
も
の

を
魂
の
目
で
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
す
べ
て
の
真
実

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
感
覚

経
験
世
界
に
内
在
し
て
い
る
状
態
か
ら
真
実
の
世
界
へ
と
超
越

す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
が
﹁
洞
窟
の
比
喩
﹂
だ
と
い
う
わ

け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
プ
ラ
ト
ン
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
展

開
し
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
感
覚
経
験
世
界
を
構
成
し
て

い
る
物
質
性
と
い
う
も
の
は
、
人
間
一
人
ひ
と
り
で
考
え
る
と
、

人
間
の
肉
体
、
身
体
に
相
当
し
ま
す
。
身
体
に
と
ら
わ
れ
て
い

た
人
間
の
魂
を
、
身
体
か
ら
解
放
し
て
、
身
体
性
を
脱
却
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
へ
と
至
る
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
洞
窟

か
ら
の
上
昇
・
脱
出
に
喩
え
ら
れ
ま
す
。
身
体
性
と
い
う
の
は
、

例
え
ば
、
様
々
な
欲
望
、
肉
欲
、
情
念
、
最
終
的
に
は
死
、
こ

う
い
っ
た
も
の
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
一
種

の
肉
的
・
パ
ト
ス
的
汚
れ
を
浄
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
魂

を
解
放
し
て
い
く
と
い
う
の
が
プ
ラ
ト
ン
的
な
考
え
方
で
す
。

　
﹁
身
体
性
と
魂
﹂
が
合
一
し
た
状
態
で
私
た
ち
は
今
い
る
わ
け

で
す
が
、
こ
の
欲
望
や
情
念
や
死
を
ま
と
っ
た
身
体
か
ら
魂
を

脱
却
、
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魂
が
真
実
を
観
想
す
る
こ

と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
宗
教
的
な
意
味
で
言
う
と
救
い
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
基
本
的
な
テ
ー
ゼ

で
す
。

洞
窟
へ
の
下
降
＝
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
こ
と

　

日
本
で
も
奇
岩
群
で
有
名
な
ト
ル
コ
の
観
光
地
カ
ッ
パ
ド
キ

ア
、
そ
こ
に
四
世
紀
頃
、
非
常
に
著
名
な
三
人
の
教
父
が
い
ま

し
た
。
カ
イ
サ
レ
イ
ア
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
、
そ
の
弟
で
あ
る
ニ

ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
友
人
で
あ
る
ナ

ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
、
そ
の
三
人
の
教
父
た
ち
、﹁
カ
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ッ
パ
ド
キ
ア
教
父
﹂
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
彼
ら
の
中
か
ら
、
や

が
て
こ
う
し
た
プ
ラ
ト
ン
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
伝
統
を
転
倒

し
て
い
く
よ
う
な
考
え
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
オ
リ
ウ
ス
は
、
洞
窟
を
脱
出
し
た

人
間
が
善
そ
の
も
の
で
あ
る
太
陽
へ
と
上
昇
す
る
と
い
う
話
を
、

太
陽
そ
の
も
の
が
洞
窟
の
中
に
降
り
て
来
る
と
い
う
話
に
完
全

に
ひ
っ
く
り
返
し
ま
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学

の
理
想
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
最
終
的
に
目
的
と
し
て
い
る
﹁
真

実
の
観
想
﹂
と
い
う
超
越
へ
の
志
向
性
が
、
完
全
に
逆
転
さ
れ
、

内
在
志
向
へ
と
向
け
変
え
ら
れ
た
の
で
し
た
。
で
は
、
教
父
思

想
に
お
い
て
こ
の
逆
転
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
し
ょ

う
か
。

　

プ
ラ
ト
ン
以
降
、
肉
体
性
か
ら
脱
却
し
魂
を
浄
化
・
上
昇
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
、
イ
デ
ア
を
直
視
す
る
と
い
う
考
え

方
が
、
人
間
の
完
成
を
﹁
神
に
似
た
も
の
に
な
る
こ
と
﹂
と
い

う
形
で
追
求
し
て
い
く
伝
統
を
形
成
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま

す
。
神
に
似
た
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
理
想
を

否
定
す
る
身
体
性
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

が
プ
ラ
ト
ン
の
教
え
で
し
た
。
東
方
教
父
た
ち
も
、
こ
の
よ
う

な
考
え
方
を
当
然
ギ
リ
シ
ア
固
有
の
思
想
と
し
て
引
き
継
ぎ
ま

す
。
し
か
し
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
の
特
徴
は
、
こ
の
よ

う
に
上
昇
す
る
方
向
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
一
方
の
下
降
す

る
方
向
に
お
い
て
も
人
間
性
の
理
想
を
見
出
そ
う
と
し
ま
す
。

そ
れ
が
、
ラ
テ
ン
語
で
イ
ミ
タ
チ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
、﹁
キ
リ
ス

ト
に
倣
う
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う

の
は
善
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
太
陽
︵
神
︶
が
、
洞
窟
の
中
へ
降
り

来
た
り
、
人
間
と
な
っ
て
肉
を
ま
と
っ
た
、
す
な
わ
ち
受
肉
し

た
姿
な
の
で
す
。
神
が
こ
の
物
質
世
界
へ
と
肉
を
ま
と
っ
て
下

降
し
、
最
も
低
い
者
の
立
場
に
立
っ
た
わ
け
で
す
。
神
の
子
だ

か
ら
と
言
っ
て
決
し
て
お
高
く
と
ま
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
最

も
貧
し
い
、
虐
げ
ら
れ
て
い
る
人
々
の
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
た

の
で
す
。

　

ギ
リ
シ
ア
語
で
﹁
ケ
ノ
ー
シ
ス
﹂、
自
己
無
化
、
自
ら
を
無
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
が
最
も
下
層
の
と
こ
ろ

に
身
を
置
い
て
人
類
の
罪
を
背
負
っ
て
十
字
架
に
磔
に
な
る
こ

と
こ
そ
、
自
ら
を
無
に
す
る
と
い
う
ケ
ノ
ー
シ
ス
の
手
本
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
最
も
低
い
と
こ
ろ
に
身
を
落
と

し
、
自
ら
を
無
に
し
て
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
に
学
び
な
さ
い
、
真
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似
し
な
さ
い
と
い
う
の
が
、﹁
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
こ
と
﹂
イ
ミ
タ

チ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
神
の
い
る
天
へ
と

昇
っ
て
行
く
哲
学
的
上
昇
の
方
向
、
つ
ま
り
、
身
体
性
か
ら
ど

ん
ど
ん
と
離
れ
て
い
く
方
向
と
、
キ
リ
ス
ト
が
受
肉
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
上
昇
で
は
な
く
て
、
一
番
下
層
に
身
を
置
い
て
い

る
キ
リ
ス
ト
に
倣
っ
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
、
こ
れ
ら
二
つ
の

方
向
性
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。
超
越
と
内
在
と
い
う
二
つ
の
方
向
が
矛
盾
す

る
こ
と
な
く
両
立
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
東
方
キ
リ
ス

ト
教
の
特
徴
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
父
な
る
神
に
似
る
こ
と

と
、
子
な
る
神
、
キ
リ
ス
ト
に
似
る
こ
と
と
い
う
の
が
同
一
の

事
態
と
し
て
人
間
に
課
せ
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
理
解
が
、

東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
だ
と
思
い
ま
す
。

テ
オ
ー
シ
ス
（
人
間
神
化
）

　

で
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
神
を
真
似
た
ら
本
当
に
神
に
な
れ

る
の
で
す
か
、
そ
も
そ
も
神
が
何
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
の

に
神
に
な
れ
る
の
で
す
か
、
と
い
う
話
に
な
っ
た
と
き
に
、
西

方
で
は
そ
う
簡
単
に
﹁
神
に
な
る
﹂
な
ん
て
こ
と
は
言
わ
な
い

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
東
方
で
は
、﹁
テ
オ
ー
シ
ス
﹂、
人
間
神
化
、

人
間
が
神
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
ま
す
。
そ

の
場
合
、
神
へ
の
超
越
の
方
法
は
恐
ら
く
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に

自
ら
の
身
体
性
を
離
れ
て
い
く
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
は
プ
ラ

ト
ン
主
義
か
ら
の
影
響
ば
か
り
で
な
く
、
ス
ト
ア
派
か
ら
の
影

響
も
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
ス
ト
ア
派
の
﹁
ア
パ
テ
イ
ア
﹂
と

い
う
概
念
に
よ
る
も
の
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
語
で
﹁
ア
﹂
は
否
定

の
接
頭
辞
で
、
そ
れ
が
情
念
を
意
味
す
る
﹁
パ
ト
ス
﹂
の
派
生

語
を
否
定
し
て
い
る
の
で
、﹁
ア
パ
テ
イ
ア
﹂
と
は
様
々
な
情
念

か
ら
脱
却
す
る
こ
と
、
無
情
念
、
情
念
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
平
常
心
と
い
っ
た
意
味
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
超
越

の
方
向
へ
と
ア
パ
テ
イ
ア
を
目
指
し
て
修
行
を
積
ん
で
い
く
よ

う
な
人
々
が
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
修
道
士
で
す
。
は
じ

め
に
ア
ト
ス
山
の
修
道
士
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
修
道
士
た
ち

は
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
ひ
た
す
ら
祈
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
イ
エ
ス
の
祈
り
と
か
、
心
の
祈
り
と
か
言
わ
れ
ま
す
が
、
ヘ

シ
ュ
カ
ズ
ム
と
い
う
東
方
の
一
つ
の
典
型
的
な
実
践
思
想
に
繋

が
り
ま
す
。﹁
ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア
﹂
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
﹁
静
寂
﹂

を
意
味
す
る
の
で
、
ヘ
シ
ュ
カ
ズ
ム
と
は
﹁
静
寂
主
義
﹂
と
訳
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さ
れ
る
心
の
平
安
を
見
出
そ
う
と
す
る
思
想
で
す
。
心
の
平
安

を
乱
す
も
の
は
何
か
。
怒
り
や
悲
し
み
、
苦
し
み
と
い
っ
た
情

念
で
す
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
悲
し
み
や
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
静

か
な
心
の
あ
り
方
を
も
ち
、
自
ら
の
心
を
空
っ
ぽ
に
す
る
こ
と

が
、
な
ぜ
、
救
い
に
つ
な
が
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ

の
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
心
の
中
に
キ
リ
ス
ト
が
入
っ
て
き
て
、
そ

こ
に
住
ま
う
か
ら
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
と
合
一
で
き
る
か
ら
で

す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
神
性
と
人
間
性
が
合
一
し
た
も
の
、
つ
ま

り
神
人
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
身
体
を
持
っ
た
存
在
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
先
ほ
ど
プ
ラ
ト
ン
の
発
想
に

あ
っ
た
﹁
身
体
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
人
間
が
救
わ

れ
る
﹂
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
身
体
に
起
因
す
る
パ
ト
ス
か

ら
解
放
さ
れ
た
後
、
身
体
性
を
伴
っ
た
キ
リ
ス
ト
を
自
分
の
内

に
招
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
別
の
考
え
方

へ
と
導
か
れ
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
自
力
で
キ
リ
ス
ト
を
招
来
す
る
こ
と
な

ど
で
き
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
神
の
恩
恵
に
よ
る
も
の
で

す
。
し
か
も
、
神
の
側
か
ら
の
恩
恵
が
い
つ
来
る
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、い
つ
来
る
か
わ
か
ら
な
い
そ
の
日
の
た
め
に
、

ひ
た
す
ら
祈
っ
て
自
分
の
心
を
無
に
し
て
待
つ
。
そ
う
す
る
と
、

や
が
て
い
つ
か
神
の
恩
恵
が
そ
の
心
に
満
た
さ
れ
る
と
い
う
わ

け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
信
仰
に
お
け
る
救
い
と
い
う
の
は
、
結
局
、
神
の

側
と
人
間
の
側
の
シ
ュ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
、
恊
働
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
完
全
に
他
力
頼
み
で
神
様
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く

て
、
自
ら
も
何
か
修
行
を
行
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
自
ら
の
習

徳
修
行
に
よ
っ
て
、
自
力
で
救
い
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、

や
は
り
そ
れ
は
神
か
ら
の
恩
恵
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
い

わ
ば
、
そ
の
恊
働
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
合
一
と
い
う
と
こ
ろ
で
こ

の
救
い
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
修
道
士
た
ち
は
祈
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
修
道
士
で
は
な
い
一
般
の
人
た
ち
は
ど
う
し
た
ら

い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
先
ほ
ど
の
﹁
キ

リ
ス
ト
に
倣
え
﹂
で
す
。
自
ら
受
肉
し
て
、
聖
書
に
書
い
て
あ

る
よ
う
に
貧
し
い
人
た
ち
の
た
め
に
身
を
挺
し
て
自
ら
が
そ
の

身
代
わ
り
と
な
っ
た
そ
の
当
の
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
な
さ
い
、
彼

に
類
似
す
る
も
の
に
な
り
な
さ
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て



88

自
己
無
化
し
、
自
己
を
最
も
空
し
い
存
在
へ
と
変
え
て
い
く
わ

け
で
す
。
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て

キ
リ
ス
ト
が
魂
の
内
に
入
っ
て
く
れ
た
と
き
に
救
い
へ
の
途
が

拓
か
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

修
道
士
た
ち
は
基
本
的
に
は
超
越
・
上
昇
の
方
向
、
普
通
の

信
者
た
ち
は
内
在
・
下
降
の
方
向
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
方

向
性
が
実
際
に
何
を
目
指
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
あ
る
意
味

で
自
ら
の
魂
の
内
へ
と
キ
リ
ス
ト
の
存
在
性
を
招
き
入
れ
る
こ

と
、
キ
リ
ス
ト
と
合
一
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
神
化
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。

復
活

　

し
か
し
、
人
間
神
化
は
た
ま
さ
か
の
も
の
で
偶
然
起
こ
る
ほ

ん
の
瞬
間
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
永
続
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

は
、
永
続
的
に
こ
の
よ
う
な
状
態
を
得
る
の
は
い
つ
か
と
い
う

と
、
死
後
で
す
。
そ
こ
で
、﹁
復
活
﹂
と
い
う
考
え
が
次
の
テ
ー

マ
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
ぜ
ひ
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
な
ど
を
含
め
て
、
人
間
が
身
体
性

を
脱
却
し
、
浄
化
さ
れ
た
純
粋
な
魂
だ
け
の
存
在
に
な
る
と
い

う
よ
う
な
話
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず

パ
ウ
ロ
に
倣
っ
て
区
別
す
べ
き
は
、﹁
身
体
﹂︵
ギ
リ
シ
ア
語
で

﹁
ソ
ー
マ
﹂︶
と
﹁
肉
﹂︵
ギ
リ
シ
ア
語
で
﹁
サ
ル
ク
ス
﹂︶
の
区
別
で
す
。

﹁
肉
﹂・
サ
ル
ク
ス
と
い
う
の
は
、
悪
へ
の
傾
向
性
を
持
っ
た
情

欲
そ
の
他
の
も
の
で
す
。
対
し
て
、﹁
身
体
﹂・
ソ
ー
マ
と
い
う

の
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
の
こ

と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
人
間
は
生
ま
れ
た
と
き
に
ど
う
い
う

状
態
な
の
か
。

　

キ
リ
ス
ト
教
で
よ
く
出
て
く
る
モ
デ
ル
は
、
第
一
の
人
︵
ア
ダ

ム
︶
で
す
。
神
が
、
ア
ダ
ム
と
い
う
人
間
を
最
初
に
つ
く
っ
た
。

ア
ダ
ム
は
ど
ん
な
状
態
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
最
初
は
楽
園

に
い
た
わ
け
で
す
。
罪
を
犯
し
て
、
今
の
私
た
ち
の
よ
う
に
、

今
日
の
よ
う
な
暑
い
日
で
も
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
間
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
熱
中
症
に
な
っ
て
倒

れ
た
り
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
楽
園
時
代
の
ア
ダ
ム
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く

て
も
、
食
べ
物
で
も
何
で
も
い
く
ら
で
も
手
に
入
っ
た
。
そ
の

ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
し
て
、
そ
し
て
人
間
に
死
が
訪
れ
る
と
な
っ

た
と
き
に
、
彼
の
身
体
性
は
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
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で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
ア
ダ
ム
に
は
元
々
ソ
ー
マ
︵
身
体
︶
が
備

わ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
最
初
は
ソ
ー
マ
︵
身
体
︶
と
魂
が
結
び

合
っ
て
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
い
っ
た
あ
り
方
が
、
罪

を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ル
ク
ス
︵
肉
︶
を
ど
ん
ど
ん
身
に
帯
び

て
い
く
、
つ
ま
り
肉
欲
に
溺
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
死
ぬ

と
き
に
、
当
然
、
ソ
ー
マ
︵
身
体
︶
は
解
体
し
腐
っ
て
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
﹁
復
活
﹂
が
信
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。
一
体
、
こ
の
復
活
と
い
う
の
は
何
が
復
活
す
る
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
か
。
生
前
、
私
た
ち
は
肉
と
身
体
と
魂
を
ま
と
っ

て
い
ま
す
が
、
パ
ウ
ロ
に
よ
れ
ば
、
復
活
す
る
と
き
に
は
、
肉

を
死
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
、
こ
の
身
体
を
霊
的
な
形
で
復
活
さ

せ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
霊
的
身
体
と
魂
の
合
一
し
た

も
の
が
人
間
と
し
て
復
活
し
て
永
遠
の
生
を
得
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
身
体
と
肉
の
段
階
性
を
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス

は
提
唱
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
先
ほ
ど
言
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
身
体
性

を
脱
却
し
て
精
神
単
独
に
な
っ
て
真
実
に
到
達
す
る
と
い
う
哲

学
的
な
超
越
の
方
向
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
は
最

も
永
続
性
を
持
っ
た
救
済
の
対
象
と
な
る
そ
の
死
後
の
生
に
お

い
て
さ
え
、
身
体
性
を
不
可
欠
な
も
の
と
す
る
と
い
う
立
場
を

取
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
身
体
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

と
い
う
の
は
哲
学
的
な
考
察
が
必
要
で
す
が
、
魂
だ
け
で
は
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
特
徴
で
す
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
復
活
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
霊
的
身
体
と
魂
の
結
合
体
、
つ
ま
り
、

人
間
の
人
性
と
神
の
神
性
の
両
性
を
自
ら
の
本
性
と
し
た
キ
リ

ス
ト
が
私
た
ち
の
前
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
信
仰
上
の
事
実

で
す
。
こ
の
事
実
、
史
的
事
実
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な

く
と
も
信
仰
者
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
た
受
肉
と
い
う

出
来
事
が
、
人
間
の
復
活
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
身
体
の
復
活
の
話
と
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
話
を
一

つ
に
纏
め
て
見
て
い
く
と
、
私
た
ち
が
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
霊

性
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
読
み
取
っ
て
い
っ
た
ら
い
い

か
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
東
方
キ
リ

ス
ト
教
の
霊
性
の
特
徴
は
、
受
肉
し
た
霊
的
身
体
的
存
在
で
あ

る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ

の
霊
的
身
体
的
存
在
で
あ
る
イ
エ
ス
と
の
全
人
格
的
な
交
わ
り
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に
よ
っ
て
、
人
間
自
身
の
中
に
も
霊
的
な
身
体
性
を
取
り
返
し

て
、
そ
れ
を
死
後
、
永
遠
に
身
に
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

間
は
永
遠
の
救
い
を
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
東
方
キ
リ
ス
ト

教
の
あ
る
種
の
霊
性
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

　

東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

原
型
を
現
在
に
も
色
濃
く
残
し
て
い
る
面
が
多
々
あ
る
と
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
私
た
ち
が
普

段
接
し
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ど
の
西
方

キ
リ
ス
ト
教
と
は
違
っ
た
様
々
な
興
味
深
い
要
素
が
ま
だ
ま
だ

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
宗
教
美
術
に
関
心
が
あ
る
方
な
ら
、
イ
コ
ン
の
話

を
お
聴
き
に
な
り
た
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
東
方
典
礼
︵
奉
神
礼
︶

に
関
心
が
あ
る
方
な
ら
、
も
っ
と
典
礼
の
具
体
的
な
話
を
お
聴

き
に
な
り
た
か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
本
日
、
私
が
お
話
し

し
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
魅
力
の
ほ
ん
の

一
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
哲
学
な
ど
も
絡
め
て
や
や
抽
象
的
な
話

に
偏
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
今
日
申
し
上

げ
た
か
っ
た
﹁
東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
霊
性
﹂
と
は
、
大

体
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

︵
つ
ち
は
し　

し
げ
き
／
中
央
大
学
教
授
︶

※
２
０
１
５
年
７
月
28
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。


