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義
(

全

四

講
)
」
(
一
)

ーー
クロ
ム
ウェ
ル
の
共
和
国
時
代
||

佐田
野中

浩

!

正

子

三
日

〈
訳
者
解
説〉

トマ
ス・
ヒ
ル
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
講
義

(
全
四
講)」

・

グ
リ
ー
ン

||
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
共
和
国
時
代

||

円。。
E
3
。ロ
po
E阿国
島
打。
B
B。ロ
5ω]門
戸
二口
ぎ
号
。\
同封。
s
g
同日.司
令。
S
(
怠・
石
間-
F
Z
2-
gF
f)w
g--
国-
Z
E
8・

5∞∞W
3・N
ゴE
虫色
は 、
グ
リ
ー
ン(一
八
三
六
l

八二 、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
ト
リニ
ティ・
コ
レ
ッ
ジ
の
道
徳
哲
学
教
授)

(一
)
と
題
し
た
こ
の
論
文
(
寸F。
5
2
出
日
の
お
一g
\
町。ロ『

が
三一
歳
の
と
き
に
「エ

ジ
ン
パ
ラ
哲
学
協
会」
に
お
い
て
お
こ
なっ
た
四
回
に
わ
た
る
講
義(一
八
六
七
年
末
か
ら
六
八
年一

月)
の
訳
文(
全
四
回
の
予
定)
で
あ
る 。

グ
リ
ー
ン
と
言
え
ば
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
無
名に
近い
が 、
イ
ギ
リ
ス
で
は
も
と
よ
りの
こ
と
世
界の
民
主
主
義
思
想
史
上
に

お
い
て
も、
ホ
ッ
プ
ス 、

べ
ン
サム 、
ペ
イ
ン
が一
八
世
紀 、
ラ
ス
キ
が
二
O
世
紀
を
代
表
す

ロ
ッ
ク
が一
七
世
紀 、
ス
ミ
ス 、

る
大
思
想
家だっ
た
と
す
れ
ば 、
グ
リ
ー
ン
は
ミ
ル
と
肩
を
並べ
る一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
が
世
界に
誇
る
第一
級の
思
想
家
で
あ

る 。
そ
の
理
由
は 、
二
五
年
戦
争」
の
始
ま
る
直
前
の
昭
和
五
年(一
九
三
O)
に 、
迫
り
く
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
軍
国
主
義
に

抗
し
て
河
合
栄
治
郎(一
八
九一
l一

九
四
四 、
東
大
教
授 、
自
由
主
義
思
想
家)
が 、
名
著
『
ト
マ
ス・
ヒ
ル・
グ
リ
ー
ン
の
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思
想
憧
系
(
上)・(
下)』
(
日
本
評
論
社)
の
な
か
で
す
で
に
述べ
て
い
た
よ
うに 、
グ
リ
ー
ン
の
政
治・
社
会
思
想
は 、
第二

ヲ8

次
世
界
大
戦
後の
現
代
世
界の
ほ
と
ん
ど
の
国
家
が
第一
の
政
治
目
標
と
し
て
そ
の
実
現
化
を
は
かっ
て
い
る
「

福
祉
国
家」
の

理
論
的
根
拠
を
世
界
史
上
初
め
て一
世
紀
近
く
も
ま
え
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あっ
た
か
ら
で
あ
る 。

で
は
な
ぜ
グ
リ
ー
ン
は 、
そ
の
よ
う
な
理
論
化
が
可
能
で
あっ
た
の
か。
そ
れ
は
グ
リ
ー

ン
が
社
会
的
弱
者
を
擁
護
す
る
た
め

に 、
被
抑
圧
者
の
立
場
か
ら 、
か
れ
の
政
治・
社
会
思
想
を
構
築
し
て
いっ
た
こ
と
に
よ
る 。
で
は
か
れ
は 、
ど
こ
か
ら
そ
う
し

た
「

自
由
と
平
等」
の
保
障
が
第一
義
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
学ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か。
結
論
的
に
言
え
ば 、
グ
リ
l

ン
は
そ
う
し
た
思
想
的
立
場
を一
七
世
紀
の
ピュ
ー
リ
タン
革
命
の
歴
史
と
思
想
の
研
究
を
通
じ
て
獲
得
し
て
いっ
た
と
言っ
て

，
、
、.4
0

『
C
、vこ

の
講
義
の一
年
後(
六
九
年一
O
月) 、
グ
リ
ー
ン
は
『

北
英
評
論』
に
「

人
生
に
か
ん
す
る
当
代
流
行
の
哲
学」
を
発
表

し、
そ
の
冒
頭
で
「

も
は
や
ミ
ル 、
スペ
ン
サ
l

は
時
代
遅
れ
と
なっ
た」
と
喝
破
し、
一
躍
時
代
の
寵
児
と
なっ
た。
こ
こ
で

グ
リ
ー

ン
は 、
ロ
ッ
ク 、
ヒ
ュ
l

ム
以
来
の
経
験
論
を
受
け
継い
だ
ミ
ル 、
ス
ペ
ン
サ
l

の
唱
え
る
自
由
主
義
的
政
治・
社
会

思
想
は
も
は
や
旧
式
の
も
の
で
あ
り 、
そ
れ
だ
け
で
は
新
し
い
福
祉
国
家
思
想へ
の
転
換
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く

見
抜
き 、

「
公
共・
全
体
の
利
益
の
た
め
に
は
個
人
自
由
の
制
限
も
あ
り
う
る」
と
い
う
新
自
由
主
義(
社
会
権
的
考
え)
を
提
起
し、
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
福
祉
国
家
実
現へ
の
道
を
切
り
拓い
た。

イ
ギ
リ
ス
で
は 、
重
大
な
「

時
代
的
転
形
期」
や
「

危
機
の
時
代」
に
は 、
近
代
国
家
形
成
の
起
点
と
なっ
た一
七
世
紀
市
民

革
命
期
の
思
想
や
歴
史
研
究
に
立
ち
戻っ
て
新
し
い
理
論
を
組
み
立
て
る 。
一
八
世
紀
末の
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
や
フ
ラ
ン
ス
革

命
期
に
は 、
「

名
誉
革
命」
(一
六
八
八
年)
を
根
拠に
し
て 、
右
派(パ
1
ク)
と
左
派(ペ
イ
ン)
が
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
立
場

の
正
当
性
を
主
張
し
た
が
[
こ
の
点
に
つ
い
て
は 、
マ
ー
ク・
フ
ィ
ル
プ
著 、
田
中
浩・
梅
田
百
合
香
訳
『
ト
マ
ス・
ぺ
イ
ン

||
国
際
派
革
命
知
識
人
の
生
涯』
(
未
来
社 、
二
O
O
七
年)
の
解
説
論
文
(
田
中
浩)
「

近・
現
代
思
想
の
架
橋
者
ト
マ
ス・



ペ
イ
ン
ーー

自
然
権・
自
然
法
思
想
と
福
祉
国
家
観
と
の
接
合」
を
参
照
さ
れ
た
い
て
一
九
世
紀
末
の
労
資
の
き
び
し
い
階
級

対
立
の
時
代
に
な
る
と、
思
想
家
た
ち
は
も
は
や
地
主
階
層
と
産
業
資
本
家
層
の
妥
協
的
産
物
と
し
て
の
名
誉
革
命
に
で
は
な

く 、
自
由
と
平
等
の
本
質
を
徹
底
的
に
追
求
し
た、
そ
れ
故
に
そ
れ
ま
で
は
と
か
く

危
険
思
想
と
し
て
異
端
視
さ
れ
て
き
た
ピュ

ー
リ
タニ
ズ
ム
が
近
代
民
主
主
義
思
想へ
の
道
を
切
り
拓い
た
変
革
思
想
と
し
て
再
認
識
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る 。
グ
リ

ー
ン
が
「ピュ
ー
リ
タン
革
命」
の
指
導
者
クロ
ム
ウェ
ル
(一
五
九
九
ー一

六
五
八)
や
革
命
派
議
会
人ヘ
ン
リ
!・

ヴェ
1

ン
(一
六
二ニ
|

六二)
の
ピュ
1
リ
タニ
ズ
ム
か
ら
政
治
変
革
の
理
論
や
社
会
思
想
を
学
ぼ
う
と
し
た
の
は
至
極
当
然
の
こ
と

で
あっ
た
ろ
う 。
グ
リ
ー
ン
が 、
本
書の
副
題
を
「

クロ
ム
ウェ
ル
の
共
和
国
時
代」
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
理
由に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う 。

こ
の
こ
と
は一
九
世
紀
末
に
は
イ
ギ
リ
ス
歴
史
学
界
の
泰
斗
で
か
つ
自
由
党
所
属
の
国
会
議
員
で
あっ
た
G・
P-
グ
1

チ

(一
八
七
三
ー一

九
六
八)
が
大
著
『一

七
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
民
主
主
義
思
想
史』
(一
八
九
八
年)
の
な
か
で
グ
リ
ー
ン

同
様に
「ピュ
ー
リ
タン
革
命」
の
思
想
と
歴
史に
注
目
し
て
研
究
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
証
明
さ
れ
よ
う 。
そ
し
て 、
こ
う
し

た
研
究
方
法
は 、
二
O
世
紀に
入っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭に
よ
る
「

危
機
の
時
代」
に
お
い
て 、
二
O
世
紀
最
大
の
政
治
学
者

ハ
ロ
ル
ド・
ラ
ス
キ(一
八
九
三
l一

九
五
O、
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授)
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
た。
ラ
ス
キ
は
そ
の
研
究
の
出
発

点
に
お
い
て 、
国
家
権
力
と
個
人
自
由
を
め
ぐ
る
政
治
学
の
根
本
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
研
究
対
象
を一
七
世
紀
の
近
代

国
家
形
成
時
点
に
定
め
『

主
権
の
問
題』
(一
九一
七
年) 、
『

近
代
国
家
に
お
け
る
権
威』
(一
九一
九
年) 、
『

主
権
の
基
礎』

(一
九一
九
年)
な
ど
を
次
々
に
発
表
し
て
い
る 。
ま
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
は
『

近
代
国
家
に
お
け
る
自
由』
(一
九
三
O
年) 、

『
危
機
に
立
つ
民
主
主
義』
(一
九
三
三
年) 、
『

国
家』
(一
九
三
五
年)
な
ど
を
発
表
し
て
い
る
が 、
こ
れ
ら
の
研
究
は
すべ
て

青
年
時
代に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
「ピュ
ー
リ
タン
革
命」
研
究
に
基
礎
を
お
い
た
も
の
で
あっ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
ない 。

〈
訳
者
解
説〉
が
長
く
なっ
た
が 、
こ
の
論
文
に
つ
い
て
の
詳
説
は
訳
文
が
修
了
し
た
時
点
で
述べ
る
こ
と
と
し
て 、
こ
こ
で
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は
当
面 、
読
者
の
便
宜
に
供
す
る
た
め
に 、
イ
ギ
リ
ス
民
主
主
義
思
想
史
上
に
お
け
る
「ピュ
ー
リ
タン
革
命
研
究
の
思
想
的
意

義」
に
つ
い
て
簡
単に
述べ
て
お
く
に
と
ど
め
る 。
な
お
ヨ
ーロ
ッ

パ
民
主
主
義
思
想
史
上
か
ら
見
た
グ
リ
ー
ン
の
福
祉
国
家
観

60 

の
位
置
を
知
る
手
掛
り
と
し
て
は 、
拙
著
『

新
版
国
家
と

個
人
ll

市
民
革
命
か
ら
現
代
ま
で』
(
岩
波
書
底 、
二
O
O
八
年二

月) 、
同
『ヨ
ーロ
ッ

パ
知
の
巨
人
た
ち
||

古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
代
ま
で』
(N
H
K
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー 、
日
本
放
送
出
版
協
会 、

二
O
O
六
年三
月) 、
同
『

思
想
学
事
始
め
ll

戦
後
社
会
科
学
形
成
史
の一
断
面』
(
未
来
社 、
二
O
O
六
年一
O
月)
を
参
照

さ
れ
た
い 。

(
田
中
浩)

*
訳
文
中
の
(

)

内
は
グ
リ
ー
ン
自
身
の
註
で
あ
り、
[

]

内
は
訳
者
に
よ
る
付
加
お
よ
び
註
で
あ
る。

第
一

講

こ
れ
か
ら
お
話い
た
し
ま
す
時
代[ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命]
は 、
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
歴
史
上
もっ
と
も
多
く
そ
こ
に
足
を
踏
みい
れ
て

精
査
し
た
時
代
で
あ
り
ま
す 。
もっ
と
も
こ
の
時
代
は 、
一
七
八
九
年[
の
フ
ラ
ン
ス
革
命]
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
とっ
て
い
ま
だ
に[
歴
史

的
に]
画
期
的
な
時
代
と
し
て
強
烈
な
魅
力
を
もっ
て
い
る
ほ
ど
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
心
を
引
き
つ
け
ない
か
も
知
れ
ま
せ
ん 。
な
ぜ
な
ら 、

ピュ
ー
リ
タン
革
命
は 、
イ
ギ
リ
ス
人
に
は
も
は
や
まっ
た
く

過
去
の
歴
史
的
な
事
件
と
思
わ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て 、
フ
ラ
ン
ス
革
命



は 、
フ
ラ
ン
ス
人
に
とっ
て
は
現
在
で
も
な
お
進
行
中
の[
政
治]
運
動
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す 。
わ
が
国
の
革
命
は

とっ
く
に
そ
の
行
程
を
走
り

終
え 、
そ
れ
は
私た
ち
が
現
に
生
き
て
い
る
世
界
と
は
き
わ
め
て
次
元
の
異
な
る
別
世
界に
属
す
る
も
の
と
な

っ
て
お
り
ま
す 。
もっ
と
も、
そ
れ[
革
命
の
精
神]
が
現
在
で
も
息
づ
い
て
い
る
こ
と
は
感
じ
と
ら
れ
ま
す 。
そ
し
て
そ
の[
革
命
の]

影
響
力
は 、
革
命
後か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
運
動
の
な
か
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す 。
し
か
し、
ヨ
ーロ
ッ

パ

社
会
に
お
い
て
現
在
進
行
中
の
思
想
潮
流[一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
ブ
ル
ジョ
ア
的
思
考]
は 、
そ
れ[ピュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
思
想]

と
は
まっ
た
く

別
の、
よ
り

広
範
囲
な
内
容
を
もっ
て
い
る
よ
うに
思
わ
れ
ま
す 。
ひ
と
つ
に
は 、
私た
ち
は 、
現
在
の
思
想
潮
流に 、

っ
ぷ
り
ひ
た
り

切っ
て
し
まっ
て
い
ま
す
の
で 、
ピュ
ー
リ
タン
革
命
を
外
側か
ら
冷
静に
観
察
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ない
ほ
ど
で
あ
り
ま

す 。
し
か
し
ま
た
こ
の[
思
想]
潮
流
か
ら
少
し
く

距
離
を
お
い
て[
客
観
的
に]
ピュ
ー
リ
タ
ン
革
命
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど

に
は
な
り
ま
し
た
の
で 、
私
た
ち
は
よ
り
明
確
な
か
っ
安
定
し
た
視点
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
思い
ま
す 。

さ
て 、
以
上
の
こ
と
が
すべ
て
正
し
い
と
し
ま
し
て 、
ま
た、
そ
の
時
代[
革
命]
が
歴
史
学
者に
とっ
て 、
他
の
時
代
よ
り
も
取
り
あ

げ
や
すい
も
の
で
あ
る
と
し
ま
し
で
も、
そ
の[
革
命
の]
性
格
が
か
な
り
の
程
度
正
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
か
と善一守え
ば 、
そ
れ
に

は
い
さ
さ
か
首
を
傾
け
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す 。
な
ぜ
な
ら
革
命
を
支
持
し
た
歴
史
家
た
ち
は 、
「

熱
狂
的
に」
革
命
の
経
過
を
描

い
て
き
ま
し
た
が 、
他
方 、
慎
重
で
思
慮
深い
歴
史
家
た
ち
は
き
わ
め
て
冷
静に
革
命
を
考
察い
た
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら 、
革
命
で
活
躍

し
た
人
物
た
ち
の
革
命へ
の
情
熱
や
そ
の
革
命
参
加へ
の
目
的
を
ほ
と
ん
ど
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
な
かっ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す 。

て 、
そ
う
し
た
二
つ
の
考
察
方
法
に
反
発
し
て
カ
1
ラ
イ
ル
氏[一
七
九
五
ー一

八
八
二
は 、
[
歴
史
上
の]
個
人
の
役
割
を
大
胆に
際だ

た
せ
る
取
り

扱い
方
を
し
て
革
命
を
描い
て
見せ
ま
し
た。
し
か
し、
」
の
方
法
で
は 、
革
命
を
取
り

巻
く

外
的
状
況
や
慣
習・
制
度
||

そ
れ
ら
は 、
個々
の
人
間に
内
外か
ら
働
き
か
け 、
人
び
と
の
意
志
形
成
に
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に 、
と
き
に
は
か
れ
ら
が
実
現
し
よ
う

と
す
る
意
志
を
打
ち
砕い
て
し
ま
う
障
害
物
と
も
な
り
ま
す
ーー

の
もつ
構
造
的
な
問
題
を
見
す
ご
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す 。

結
果 、

そ
の
英
雄に
ま
つ
わ
る
悲
劇
の
本
質
を
見
落
と
すこ
と
に
も
な
り
ま
す 。
現
代
生
活に
お
い
て
は
ナ
ポ
レ
オ
ン

そ
う
し
た
考
察は 、

ど
そ
し
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[一
七
六
九
ー一

八二
二
が
ゲ
l

テ[一
七
四
九
ー一

八
三
二]
に
語っ
た
よ
うに 、
政
治
は
当
然
な
こ
と
な
が
ら
過
去
の
政
治
ド
ラ
マ
か

ら
の
影
響
を
ま
ぬ
が
れ
ま
せ
ん 。
世
界
を
新
し
く

塗
り

変
え
る
ほ
ど
の
強
力
な
持
ち
主
で 、
ま
た
世
界
を
変
え
た
の
は
自
分
の
力に
よ
る
も
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の
だ
と
誇
ら
し
く

思っ
て
い
る
歴
史
上
の
英
雄
と
い
え
ど、
か
れ
の
知
ら
ない
過
去
か
ら
の
霊
感
を
受
け 、
そ
れ
に
よっ
て
か
れ
自
身
の
意

志
力
や
構
想
力だ
け
か
ら
は
思い
も
及
ば
ない
よ
う
な
未
来
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す 。
か
れ
が
仕
え
る
摂
理
は 、
か
れ
の
情
熱

や
切
望
に
必
ず
し
も
適
合
し
た
形
で
は
な
く 、
ま
た
か
れ
が
考
え
て
い
る
よ
りは
もっ
と
ゆっ
た
り
し
た
時
間
で
か
つ
よ
り
あい
まい
な
形

で
働
き
か
け
て
まい
り
ま
す 。
そ
し
て
早
か
れ
遅
か
れ、
か
れ
の
身
の
回
り
を 、
も
は
や
振
り
ほ
ど
くこ
と
が
で
き
ない
ほ
ど
の
苦
痛
を
と

も
な
う
ク
モ
の
巣[
拘
束]
が
取
り

巻
き 、
そ
の
と
き
か
れ
は 、
そ
の
外
的
障
害
と
の
空
し
い
闘い
で
消
耗
す
る
か、
あ
る
い
は
自
分
自
身

の
良
心
や
人
び
と
の
判
断
に
照
ら
せ
ば
個
人
的
に
は
堕
落
と
思
え
る
や
り
方
で 、
そ
う
し
た
障
害に
み
ず
か
ら
を
適
合
さ
せ
る
し
か
ない
の

で
あ
り
ま
す 。

そ
し
て 、
人
間の
創
造
的
な
意
志
と、
そ
れ
を
挫
か
せ
よ
う
と
す
る
外
的
世
界の
隠
さ
れ
た
知
恵
と
の
あい
だ
の
悲
劇
的
な
闘
争
の
な
か

に 、
「

偉
大
な
反
乱[
革
命]」
に
つ
い
て
の
興
味
深い
本
質
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す 。
し
か
し、
現
実
の
党
派
的
精
神は 、
こ
の

「
偉
大
な
反
乱」
の
本
質
を
め
ぐっ
て
あ
れ
こ
れ
混
乱
し
て
お
り
ま
す 。
保
守
主
義
の
側
も
自
由
主
義
の
側
も、
あ
る
い
は
寡
頭
政
的
支
配

層の
側
も
「

平
等
主
義
的
民
衆」
の
側
も、
そ
の
熱
意に
も
か
か
わ
ら
ず 、
こ
の
反
乱
の
考
察に
つ
い
て 、
真に
み
ず
か
ら
の
立
場
を
主
張

で
き
る
ほ
ど
の
も
の
を
見い
だ
し
え
て
い
ない
で
お
り
ま
す 。
す
な
わ
ち
こ
の
「

革
命
の
大
義」
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
で 、
一
方
の
側は

国
王
の
特
別
な
愛
顧
を
受
け
て
階
層
制
的
支
配
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
お
り 、

他
方
の
側は
恩
寵に
も
と
づ
く
自
由
の
拡
大
を
求
め
て
お
り

ま
す 。
そ
し
て
党
派
的
精
神が
不
適
切
で
あ
る
な
ら
ば 、
ど
ち
ら
の
側
で
あ
れ、
権
力
を
用い
る
さ
い
の
行
動
は
適
切
な
も
の
と
は
い
え
ま

せ
ん 。
そ
し
て 、
そ
う
し
た
党
派
的
精
神に
も
と
づ
く

粗
野
な
思
想
や
品
位
を
欠
く

発
言
を
と
ら
え
て
国
家
や
階
級の
政
治
的
能
力
を
判
断

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は 、
政
治
的
な
立
場に
よ
る
考
察
よ
り
も
批
判
的[
哲
学
的]
精
神に
よっ
て
洞
察
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す 。
そ
れ
と
同
様に
過
去
の
時
代の
情
熱
を
真
似
し
よ
う
と
し、
無
節
操
さ
を
信
念
の
欠
如
と
し
て
捉
え 、
ま
た
個
人ヘ



の
配
慮
や
世
間の
し
き
た
り
を
無
視
し
て
目
標ヘ
向
かっ
て一
直
線に
突
き
進
む
活
力
を
権
力
拡
大
を
求
め
る
利
己
的
本
能
と
み
な
す
と
き

に
は 、
先
ほ
ど
述べ
た
批
判
的
精
神に
よっ
て
歴
史
を
見
る
よ
うに
すべ
き
で
あ
り
ま
す 。
し
か
し、
私た
ち
が
英
雄に
た
い
し
て
安っ
ぽ

い
栄
誉
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り 、

崇
高
な
目
的
は
も
と
よ
りの
こ
と
偶
然
に
出
く
わ
す
小
さ
な
目
的
を
軽
視
し
た
り 、
ま
た
事
物の
もつ
い

か
ん
と
も
し
が
た
い
必
然
性
と
く
らべ
て 、
英
雄
の
支
配に
み
ら
れ
る
非
合
理
的
な
る
も
の
を
重
視
す
る
と
き
に
は 、
私た
ち
は 、
神
と
そ

の
御
業
と
の
合
理
性に
つ
い
て
の
名
誉
を
汚
すこ
と
に
な
り
ま
しょ
う 。

短
命
に
終
わっ
た
イ
ギ
リ
ス
共
和
制
時
代[
国
王
不
在
の
クロ
ム
ウェ
ル
統
治
の
時
代]
に
つ
い
て
語
る
に
さ
い
し、
わ
た
く
し
は 、
以

上
に
述べ
た
二
つ
の
相
反
す
る
偏
見
を
避
け
て 、
ピュ
ー
リ
タン
革
命
を
宗
教
改
革に
始
ま
る
闘
争
を
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
最
後の一
幕
と

し
て
取
り
上
げた
い
と
思い
ま
す 。
宗
教
改
革
期
に
は 、
諸
派
が
そ
れ
ぞ
れ
に
理
性
を
用い
て
み
ず
か
ら
の
主
張
と
行
動
を
正
当
化い
た
し

ま
し
た。
ま
た
宗
教
改
革
は一
見
失
敗
に
終
わっ
た
か
の
よ
うに
見
え
ま
す
が 、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く 、
そ
の
闘
争
の
な
か
で
活
躍
し
た

勢
力の
う
ち
で
明
ら
か
に
優
位
を
占
め
た
主
張
と
そ
れ
と
は
異
な
る
主
張
を
もっ
諸
勢
力
と
が
和
解
す
る
道
を
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま

す 。
さ
て 、
わ
た
く
し
の
話
が[一
六
世
紀
と
い
う]
あ
ま
りに
も
遠い
過
去
の
時
点
か
ら
始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が 、
な
ぜ
宗
教
改
革
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ない
か
に
つ
い
て
は 、
今
後
の
話の
な
か
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思い

ま
す 。周

知
の
よ
うに
宗
教
改
革
は 、
キ
リ
ス
ト

教
共
同
体
の
統一
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ 、
霊
と
肉
体
の
対
立
問
題
と
同
じ
く
らい
古
く

か
ら
存

在
し
た
亀
裂
を
新
し
い
形
態
で
捉
え
直
すこ
と
を 、
人
間に
可
能
に
さ
せ
ま
し
た。
そ
し
て
そ
の
亀
裂は 、
人
間の
本
質
を
根
底
か
ら
聞い

直
すこ
と
ま
で
を
も
要
求
し、
人
聞
を 、
か
れ
に
対
置
し
て
い
る
外
界
と
関
連
付
け
さ
せ 、
ま
た
こ
の
外
的
世
界の
特
質
と
そ
こ
に
お
け
る

真
実
と
を
受
け
と
る
よ
う
に
結
び
付
けつ
つ 、
人
間
を
し
て
自
己
決
定
や
自
己
充
足の
精
神
を
も
っ
寄
在
に
い
た
し
ま
し
た。
聖パ
ウ
ロ

[
紀
元
前
後
l

六
O
頃 、

キ
リ
ス
ト

教
の
初
期
の
代
表
的
な
伝
道
者 、
新
約
聖
書に
パ
ウロ
書

ユ
ダ
ヤ
人
で
小
ア
ジ
ア
の
タ
ル
ソ
ス
出
身 、

簡
を
残
す]
の
眼
に
は 、
外
的
な
儀
式
は[
内
面
的
な]
霊
と
は
相
容
れ
な
い
肉
体
に
属
す
る
も
の
と
見
え
た
の
で
あ
り
ま
す 。
し
か
し、

グリーン 「イギリス革命講義J (1)63 



そ
れ
で
も
外
的
な
儀
式
は
霊
の
教
師
で
あ
りつ

づ
け
ま
し
た。
霊
は
外
的
な
儀
式
の
形
を
とっ
て
世に
出
て
い
き 、
キ
リ
ス
ト

教
社
会
の
構

築に
力
を
尽
し
た
の
で
あ
り
ま
す 。
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ヨ
ーロ
ッ

パ
の
キ
リ
ス
ト

教
は 、
宗
教
改
革の
時
期
ま
で
は
依
然
と
し
て
本
質
的
に
は
儀
式
的
キ
リ
ス
ト

教
の
ま
ま
に
と
ど
まっ
て
い
ま

し
た。
そ
の
と
き
に
は 、
教
会
と
帝
国
の
対
立 、
教
会
法
と
世
俗
法
と
の
対
立
は 、
言
葉の
正
し
い
意
味
で 、
霊
と
世
と
の
対
立
に
な
る
ま

で
に
は
なっ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た。
ま
た、
教
会
と
教
会
法
は 、
そ
れ
ま
で 、
理
性
の
側か
ら
問
題に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た。
そ
の
こ
と
は
儀
式
的
教
会
の
権
威
が
理
性
的
な
も
の
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
かっ
た
と
い
うこ
と
で
す 。
儀
式
的
教
会
が[
人
び

と
に]
求
め
た
服
従
は 、
子
と
し
て
の
服
従
で
は
な
く 、

奴
隷
と
し
て
の
服
従
で
あ
り
ま
し
た。
教
会
と
教
会
法
を
通
し
て
支
配
し
た
キ
リ

ス
ト
と
は 、
い
ま
だ
「

肉
に
従っ
て
知
る
キ
リ
ス
ト」

[
H
コ
リ
五
時]
で
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん 。
ペ
テロ
[
イエ
ス
の
十二
弟
子
の
ひ
と

り]
が
イエ
ス
に
示
し
た
二
本の
剣[
ル
カ
二
二
お]
は 、
中
世
的
考
え
方
の
な
か
で
は 、
教
会
と
国
家
と
い
うこ
つ
の
権
威
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ、
事
実 、
二
本の
剣
は 、
二
つ
の
権
力
が
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
い
うこ
と
を
い
み
じ
く
も
表
明
し
て
い
る 、

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す 。
こ
の
二
つ
の
剣
は
教
会
と
国
家
の
肉
的[
現
世
的]
な
武
器
で
あ
り 、
そ
れ
ぞ
れ
が
用い
る
目
的
の

あい
だ
に
は
本
質
的
な
違い
は
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
教
会
も
国
家
も
霊
を
痛
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し 、
ま
た
霊
も
傷
を

自
覚
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
ダ
ン
テ[一
二
六
五
|

二
三
二 、
イ
タ
リ
ア
の
作
家 、
『

神
曲』
が
代
表
作]
の
よ
う
な
当
時

の
優
れ
た
知
識
人
に
とっ
て
は 、
教
会
と
国
家
が
協
調
関
係に
あ
る
こ
と
は
良い
こ
と
で
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た。
な
ぜ
な
ら 、
霊

的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
と
は
別
の
次
元
の
も
と
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
も
と
に 、
国
家
聞
の
対
立
は
世
俗
的
な
も
の
の
あい
だ
に
お
け

る
対
立
と
し
て
お
お
い
隠
さ
れ
て
し
まっ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す 。
つ
ま
り 、

両
者
の
関
係
が
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て 、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
に
お
い
て 、
一
方
が
他
方
を
干
渉
し
た
り 、
あ
るい
は
補
強
し
合っ
た
り 、

結
び
付い
た
り
し
合っ
て
い
た
か

ら
で
あ
り
ま
す 。
か
れ
ら
は
両
者 、
習
慣
と
法
令
と
い
う
天
空
を
築
き
上
げ 、
無
限の
霊
の
側
も、
世
俗の
そ
う
し
た
動
き
に
限
界
を
感
ず

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。



し
か
し
な
が
ら 、
宗
教
改
革に
は
歴
史
が
あ
り
ま
し
た。
一
五
世
紀
全
体
を
通
じ
て
宗
教
改
革
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
闘
争
を
続
行
し
た

だ
け
で
は
な
く 、

宗
教
改
革
と
は
正
反
対
に
あ
る
よ
う
に
見
え
た
運
動
の
な
か
に
も、
は
る
か
以
前
か
ら
起
こっ
て
い
た
同
じ
精
神
的
苦

悩
が
あ
り 、

宗
教
改
革へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た。
た
と
え
ば 、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
儀
式
の
下
に
お
お
い
隠
さ
れ
て
し
まっ

て
い
た
キ
リ
ス
ト[

救い
主]
を
見い
だ
し
た
い
と
い
う
願
望
の
な
か
に 。
ま
た
広
く

確
立
さ
れ
安
定
し
た
慣
習
か
ら
貧
困
と
膜
想
を
通
じ

て
世
俗
を
離
脱
し
た
修
道
生
活
を
求
め
る
こ
と
の
な
か
に 。
あ
る
い
は
すっ
か
り

合
理
化
さ
れ
て
し
まっ
て
い
た
教
会
教
義
に
理
を
与
え 、

霊へ
と
和
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
ス
コ
ラ
派
の
努
力の
な
か
に 、
宗
教
改
革に
つ
な
が
る
線
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す 。
そ
し
て
外
的
権
威
と

し
て
の
教
会
は 、
こ
う
し
た
すべ
て
の
行
動
を
統
括
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。
い
わ
ば
十
字
軍
の
総
大
将
で
あ
り 、

修
道
生
活
の
様
式
に

一
定
の
儀
式
的
規
律
を
も
た
ら
し、
ま
た
結
論は
すべ
て
教
会
の
手
に
か
かっ
て
い
る
方
向
で
ス
コ
ラ
学
者に
仕
事
を
や
ら
せ
ま
し
た。

れ
に
よっ
て 、
理
性
が
教
会
の
殻
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
努
力
を
困
難に
し
て
き
ま
し
た。
そ
し
て 、
理
性は 、
内
面
の
精
神
を
ま
す
ま
す

重
視
す
る
こ
と
を
強
く

意
識
す
る
よ
うに
なっ
て
き
て
い
た
の
で 、
外
的
制
度へ
盲
従
す
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る
よ
うに
な
り 、

教
会
が

守
る
よ
うに
と
上
か
ら
強
制
し
た
教
義
が
真に
正
しい
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
を
し
は
じ
め
ま
し
た。
そ
の
結
果 、
隷
従
と
い
う
く

び
き
が
信
徒に 、
神
と
の
自
由
な
交
わ
り
を
抑
え
る
結
果
を
生
み 、
そ
れ
は
つ
い
に
ル
タ
!

が
カ
ト
リッ
ク
教
会
に
た
い
し
て
精
神
的
に
反

抗
す
る
ま
で
に
なっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。よ

き
わ
ざ
で
は
な
く 、

信
仰
に
よっ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
教
え]
と
モ
ッ
ト
ー

の
あい
だ
に
は
キ
リ
ス
ト

以
外に
い
か
な
る
仲
介
者
も
必
要
ない
と
い
う
教
え]
が
宗
教
改
革
の
二
大
標
語
と
な
り
ま
し
た。

「
信
仰
に
よ
る
義」
[ロ
マ
書三
辺 、

「
万
人
祭
司」
[
神
と
人
間
と

そ
し
て 、
こ

の
二
つ
の
改
革
の
合
言
葉は 、
そ
れ
ぞ
れ
に
霊
と
外
的
権
威
と
の
新
し
い
関
係
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す 。
ル
タ
1

の
言
う
「

信
仰」

と
は 、
そ
れ
ま
で
教
会
が
説い
て
き
た
も
の
と
は
まっ
た
く

異
なっ
た
内
容
に
ま
で
引
き
あ
げ
ら
れ
ま
し
た。
そ
れ
は
も
は
や 、
権
威
が
主

唱
し
た
教
義
を
盲
目
的
に
信
じ
る
こ
と
を
意
味
し
な
く
な
り
ま
し
た。
従
来は
教
会
の
権
威
が
な
け
れ
ば
「

不
信
仰
者」
は
救い
の
対
象
外

に
お
か
れ
て
お
り
ま
し
た。
聖パ
ウロ
に
とっ
て
は
信
仰
と
は 、
個
人
が
外
的
儀
式
の
束
縛か
ら
自
由
と
な
る
こ
と
を
許
す
連
続
的
な
お
こ そ
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な
い
で
あ
り 、
み
子[
キ
リ
ス
ト]
と
の
結
び
つ
き
を
通
し
て 、
神
と
の
霊
的
な
関
係
が
可
能
と
さ
れ
る 、
そ
の
原
点
で
あ
り
ま
し
た。
そ

の
線に
立
つ
ル
タ
1

に
とっ
て
は 、
信
仰
と
は
人
間の
偽
りの
自
己
||

儀
式
と
俗
説に
取
り
囲
ま
れ
た
自
己
lー

か
ら
抜
け
出
て 、

66 

キ

ス
ト

の
人
格
を
着
る
に
い
た
る
こ
と
で
あ
り
ま
す[ロ
!

マ一
三
U] 。
し
か
し
そ
の
ル
タ
!

の
説
明
で
は 、
恐
ら
く
ス
コ
ラ
哲
学
の
亡
霊

が
い
ま
だ
か
れ
に
つ
き
ま
とっ
て
い
ま
し
た
か
ら 、
そ
の
こ
と
が
ル
タ
1

に 、
信
仰
と
そ
れ
以
外の
徳
と
の
関
係に
つ
い
て 、
く
ど
く
ど
と

考
え
さ
せ
迷
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す 。
ル
タ
l

の
本
来
の
考
え
で
は 、
信
仰
と
は 、
実
際に
証
明
で
き
る
有
限
的
な
徳
な
ど
で
は
まっ

た
く
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
か
れ
に
よ
れ
ば 、
信
仰
と
は
無
限
な
神
と
の
結
び
つ
き
を
意
識
す
る
な
か
で 、
すべ
て
の
有
限
で
相
対
的

な
徳
自
体
を
取
り

込
ん
で
し
ま
う
も
の
で
あ
り
ま
す 。
さ
ら
に 、
霊
は
すべ
て
の
こ
と
が
ら 、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に
よっ
て
啓
示
さ
れ
た

奥
義
と
し
て
の
神に
つ
い
て
の
深
遠
な
こ
と
が
ら
を
探
求
さ
せ
ま
し
た。
そ
れ
に
よっ
て 、
私た
ち
に
とっ
て
不
都
合
な
こ
れ
ま
で
の
儀
式

の
数々
は
消
去
さ
れ
ま
し
た。
こ
う
し
て
良
心
は 、
あ
が
な
わ
れ
た
世
界
を
自
由に
動
くこ
と
を
可
能
に
す
る 、
と
ル
タ
1

は一百
う
の
で
あ

り
ま
す 。

で
は 、
霊
の
自
由
と
権
利
に
つ
い
て
の
新
し
く

生
ま
れ
た
こ
の
意
識
を 、
い
か
に
す
れ
ば 、
利
己
的
権
益
を
求
め 、
ま
た
動
物
的
本
性

[
自
己
保
存
本
能]
に
黙
従
す
る
制
度[
権
力 、
慣
習 、
風
習]
へ
の
従
順
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
しょ
う
か。
ま
た
信
仰

者
の
魂に
た
い
す
る
神
の
支
配
と、
神
の
霊
が
魂
に
た
い
し
て[
直
接に]
働
く
の
を
抑
え
る
教
会
や 、
口
先
だ
け
で
神
を
あ
が
め
て
い
る

国
家に
お
け
る
神の
支
配
と
をい
か
に
調
整
すべ
き
で
あ
り
ま
しょ
う
か。
こ
の
こ
と
が 、
宗
教
改
革
が
ヨ
ーロ
ッ

パ
社
会
に
投
げか
け
た

問
題
で
あ
り
ま
し
た。
こ
の
問
題
は 、
ミュ
ン
ツ
ア
1[一

四
八
九
ー一

五
二
五 、
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
者 、
ル
タ
l

に
反
対
し
て
共
産
主

義
を
主
張
し
て
農
民一
撲
を
起
し
た
が 、
捕
え
ら
れ
斬
首
さ
れ
た]
率い
る
再
洗
礼
派
に
よっ
て
は
じ
め
て
き
わ
め
て
荒
削
り
な
形
で
提
起

さ
れ
ま
し
た
が 、
そ
の
後
宗
教
改
革
の
必
要
を
感
じ
た
すべ
て
の
国
に
お
い
て
よ
り

精
妙
な
形
で
の
影
響
力
を
与
え
ま
し
た。
内
側
と
外
側 、

理
性
と
権
威 、
霊
と
肉 、
個
人
と
権
利の
確
定
し
た
世
界
な
ど、
こ
れ
ら
の
あい
だ
の
対
立
は 、
も
は
や
た
ん
な
る
学
派
間の
対
立
の
問
題

コ
モ
ン
ウェ
ル
ス

そ
う
し
た
対
立
は 、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

共
和
国
に
お

で
は
な
く 、
キ
リ
ス
ト

教
共
同
体
の
市
民
生
活
全
体
の
問
題
と
な
り
ま
し
た。
そ
し
て 、



い
て
起こっ
た
闘い
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
真の
方
式
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。

こ
の
闘い
の
意
義
は 、
よ
り

広い
キ
リ
ス
ト

教
共
同
体
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
舞
台
と
し
て 、
ま
た
宗
教
改
革
の
完
成
と
し
て 、
ま
た
カ
ト

リッ
ク
側か
ら
の
反
動に
た
い
す
る
闘
争
と
し
て 、
そ
の
闘
争
に
加
わっ
た
す
ぐ
れ
た
知
識
人
た
ち
に
よっ
て
正
し
く

捉
え
ら
れ
て
お
り
ま

し
た。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
が
作
ろ
う
と
し
た
独
特の
形
態
の
な
か
に 、
私
た
ち
は 、
宗
教
の
発
展
や
間
接
的
に
は
政
治
的
な
発
展

方
向
が 、
プロ
テ
ス
タン
ト・
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
や
南ヨ
ーロ
ッ

パ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
獲
得
し
た
も
の
と
異
なっ
て
い
る
理
由
を
見い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
で
しょ
う 。
霊
的
な
力
が
宗
教
改
革に
お
い
て
演
じ
た
あ
り
方
が 、
他
の
国
ぐ
に
で
は
ど
の
よ
うに
な
さ
れ
た
か
を
考
え
て

み
て
は
じ
め
て 、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
衝
突[
革
命]
と
和
解[
王
政
復
古 、
名
誉
革
命]
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
り
ま
す 。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
各
国
に
お
け
る
宗
教
改
革
の
在
り
方
は[
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ば
あ
い
と
は
異
な
りて
イエ
ズ
ス
会[一
五

二
四
年
イ
グ
ナ
ティ
ウ
ス・
デ・
ロ
ヨ
ラ
が
結
成
し、
一
六
世
紀
カ
ト
リッ
ク
教
会
の
刷
新
運
動
で
あ
る
カ
ト
リッ
ク
宗
教
改
革
の
主
翼
を

担っ
た]
的
な
型 、
ま
た
宗
教
的
な
る
も
の
と
世
俗
的
な
る
も
の
と
の
分
離
し
た
型 、
さ
ら
に
は
宗
教
的
生
活
が
国
家
の
政
治
的
生
活へ
と

完
全
に
吸
収
さ
れ
る
型
な
ど
と
要
約
で
き
ま
しょ
う 。
カ
ト
リッ
ク
教
会
が 、
新
しい
緊
急
事
態
に
対
処
し
た
と
き
に
発
揮
し
た
力 、

り
個
人
的
な
霊
的
充
足
を
求
め
る
に
至っ
た
そ
の
背
後に
は 、
お
お
ま
か
に
言っ
て
イエ
ズ
ス
会
的
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た。
と
こ
ろ
で
人

間
生
活
が
健
全
な
状
態
に
あ
れ
ば 、
イエ
ズ
ス
会
的
な
も
の
が
力
を
発
揮
す
る
余
地
は
まっ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
し
か
し、
中
世の

カ
ト
リッ
ク
教
会
で
は 、
教
会
と
い
う
外
的
制
度
が
示
す
世
界
以
外に
霊
の
世
界
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。

で
は
確
立
さ
れ
た
儀
式
に
反
対
す
れ
ば 、
そ
れ
は
罪
で
あ
り 、
カ
ト
リッ
ク
の
儀
式
を
信
奉
す
る
者
は
そ
の
罪
を
赦
さ
れ
た
の
で
す 。
し
か

し、
魂は 、
そ
の
真
底
か
ら
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
儀
式
か
ら
離
れ、
霊
の
世
界に
目
覚
め
た
新
し
く
そ
れ
ま
で
出
会っ
た
こ
と

の
な
かっ
た
新
しい
霊
的
構
築
が
必
要
と
なっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
そ
し
て 、
だ
れ
で
も
が
そ
れ
に
従
うべ
き
法
に
な
る
ほ
ど
に
理
性
の
力

が
十
分
に
強
け
れ
ば 、
個
人
の
良
心
に
も
と
づ
い
て
解
釈
さ
れ
た
聖
書
の
言
葉の
な
か
に
そ
う
し
た
指
導
の
方
向
性
を
見い
だ
すこ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
ま
す 。
教
会
の
権
威
が
そ
の
力
を
保
持
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
は 、
個
人
的
経
験
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
内
密
な
事
情
を
聴
く

つ
ま
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こ
と
に
よっ
て 、
ま
た
個
人
の
抱
く

不
安
や
願
望
を
聴
く
た
め
に
そ
の
た
び
に
会っ
て
個
人
的
に
答
え
る
こ
と
に
よっ
て 、
新
しい
指
導
的

な
も
の
を
人
び
と
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。
イエ
ズ
ス
会
の
修
道
士
た
ち
は 、
教
育
者
と
し
て
あ
る
い
は
告
解
を
聞
く
司
祭
と
し

68 

て 、
そ
う
し
た
行
為
を
お
こ
な
うこ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
し
た。
し
か
し、
他
方
で
は 、
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
外
的
な
諸
義
務
を
果た

すこ
と
を
せ
ず
に 、
個々
人
を
義
と
す
る
た
め
の
精
妙
な
仕
組
み
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。
し
か
し
「

内
な
る
光」
に
つ
い
て

の
プロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
理
解
は 、
そ
の
解
釈
が
い
か
に
法
外
な
も
の
で
あっ
て
も、
普
遍
的
法
の
意
味
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た 。

こ
う
し
て
プロ
テ
ス
タン
ト

の
「

内
な
る
光」
に
つ
い
て
の
考
え
方
は 、
クエ
ー

カ
ー

教
徒の
あい
だ
で
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
うに 、
世
界

市
民
的
な
博
愛
主
義
と
い
う
広
大
な
狂
信
主
義
を
産
み
だ
し
ま
し
た。
他
方 、
イエ
ズ
ス
会
は 、
公
共
精
神
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た。
ま
た
イエ
ズ
ス
会
は 、
個
人
の
魂
に
満
足を
与
え 、
個
人
的
な
情
熱に
不
純
な
利
益
を
与
え
る
目
的
で
理
性
と
い
う
名
の
外
観
を
か
ぶ

せ
る
論
弁
的
な
方
策に
よっ
て 、
魂
と
教
会
を
調
和
さ
せ
て
お
り
ま
す
が 、
こ
の
こ
と
は
魂
を
救い
は
す
る
が
国
は
滅
ぼ
す
と
い
うこ
と
に

な
り
ま
す 。
な
ぜ
な
ら 、
そ
れ
は 、
現
世の
国
が 、
い
ま
あ
る
法
よ
り
も
高
度
な
法
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
は
な
く 、

救い
と
は
感
覚
の
渇

望
を
満
た
せ
ば
足
れ
り
と
す
る
利
己
主
義に
過
ぎ
ない
と
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す 。
南ヨ
ーロ
ッ

パ
で
は 、
イエ
ズ
ス
会
は
独
自
の
道
を
歩

み
ま
し
た。
と
き
に
は
暴
君
を 、
と
き
に
は(
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
リ
l

グ」
[一
五
七
六
|

九
八 、
プロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
反
対
し
た
カ

ト
リッ
ク
教
徒
の
同
盟]
の
ば
あい
の
よ
うに)
暴
君
放
伐
論
者
を
正
当
化
し
た
り
し
ま
し
た
が 、

は 、
理
性
的
な
自
由
を
抑
圧
し
て
き
ま
し
た。
ま
た、
イエ
ズ
ス
会
は 、
統
治
者[
国
王]
の
助
言
に
従っ
て
国
家
を
非
理
性
的
な
る
も
の

つ
ね
に
言
え
る
こ
と
は 、
イエ
ズ
ス
会

に
し
た
て
て 、
国
家
を
普
遍
的
な
権
限
を
もっ
冷
静
な
表
現
と
し
て
で
は
な
く 、

欲
望
と
不
安
が
こ
も
ご
も
突
発
す
る
気
ま
ぐ
れ
な
個
人
的

な
機
関に
い
た
し
ま
し
た。
さ
ら
に 、
イエ
ズ
ス
会
は 、
臣
民の
助
言
に
従っ
て
邪
悪
な
放
縦
や
そ
の
よ
う
な
放
縦
と
結
合
し
た
宗
教
的
熱

狂
を
用い
て 、
個
人
的
臣
民の
権
益
を
国
家に
引
き
渡
し
ま
し
た。
つ
ま
り 、
イエ
ズ
ス
会
の
手
下
た
ち
は 、
か
れ
が
生
ま
れ
た
国[
場
所]

の
制
度に
は
も
は
や
積
極
的
に
従
お
う
と
せ
ず 、
一
方 、
ピュ
ー
リ
タン
た
ち
の
よ
うに 、
そ
の
社
会
に
ふ
さ
わ
しい
新
しい
法
律
を
積
極

的
に
制
定
し
よ
う
と
は
せ
ず
に 、
霊
的
恐
怖
を
巧
み
に
用い
て 、
国
家
権
力
と
交
渉
す
る
取
り
引
き
材
料に
し
て
お
り
ま
す 。
一
七
世
紀
の



スペ
イ
ン
や
南
ド
イ
ツ
が
き
わ
め
て
はっ
き
り
と
証
明
し
て
い
ま
す
よ
うに 、
イエ
ズ
ス
会
の
手
下
た
ち
は 、
放
蕩
者
と
な
る
か、
あ
る
い

は
イエ
ズ
ス
会へ
の
帰
依
者
と
な
り 、
決
し
て[
自
立
的
な]
市
民
と
は
な
り
え
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
方
向
を
と
り
ま
す
と、
内
的
利
害
と
外
的
利
害
と
の
対
立
は 、
内
的
利
害
の
圧
倒
的
な
優
勢に
終
わ
り 、
国
家
が
恋

意
的
に
支
配
す
る
に
任せ 、
道
徳
的
人
間
を
形
成
す
る 、
外
的
な
道
徳
力
を
失
わ
せ
る
よ
うに
な
り
ま
す 。
カ
ト
リッ
ク
の
国
ぐ
に
が
そ
う

し
た
結
果に
な
る
の
を
免
れ、
あ
る
い
は[
道
徳
的
優
位
の
国
に]
回
復
で
き
た
ば
あい
が
あっ
た
と
す
れ
ば 、
そ
れ
ら
の
国
ぐ
に
が 、
宗

教
上
の
すべ
て
の
個
人
的
利
害
を
じよ
じよ
に
消
去
し
て
いっ
た
か、
あ
るい
は
個
人
的
利
害
を
厳
格
な
枠の
な
か
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
が

で
き
た
と
き
に
で
あ
り
ま
す 。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
ま
す
よ
うに 、
ラ
テ
ン
語
圏の
国
の
人
び
と
に
は 、
ゲル
マ
ン
語
圏の
国
の
人
び
と
と

は
異
な
り 、

霊
的
完
全
性
を
目
ざ
す
と
い
う
本
能
は
存
在い
た
し
ま
せ
ん 。
か
れ
ら
は 、
宗
教
と
倫
理
の
関
係は
調
停
さ
れ
ない
の
が
あ
た

り
ま
え
と
い
う
原
理
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と[
宗
教
と
倫
理
の]
霊
的
な
分
離
が
生
じ
る
と
い
うこ
と
を
な
ん
ら
気
に
い
た
し
ま
せ
ん 。

れ
ゆ
え 、
そ
れ
ら
の
国
ぐ
に
の
い
くつ

か
に
お
い
て
は 、
政
治
的
あ
るい
は
社
会
的
な
関
心
が 、
教
会
と
は
完
全
に
独
立
し
て
成
長
し、
合

理
的
な
規
則
あ
る
組
織
体
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す 。
そ
し
て 、
そ
う
し
た
こ
と
を
プロ
テ
ス
タ
ン
ト

政
治
家
は 、

世
俗
化
を
目
ざ
す
計
画に
宗
教
的
な
問
題
が
入
り

込
ん
で
き
て 、
挫
折
さ
せ
ら
れ
る
の
を 、
と
き
に
は
ね
た
ま
し
く

思
うこ
と
が
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん 。
同
時
に 、.
そ
こ
で
は
宗
教
は
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
が 、
イエ
ズ
ス
会
の
よ
う
な
宗
教に
よ
る
世
俗
的
生
活へ
の
干
渉
を
し
か

ね
な
い
[
政
治]
機
関
は
注
意
深
く

監
視
さ
れ
て
お
り
ま
す 。
そ
の
よ
う
な
規
則
の
も
と
で
宗
教
の
問
題
が
自
由
に
ま
か
せ
ら
れ
ま
す
と、

市
民に
とっ
て
は
宗
教
は
た
ん
な
る
儀
式
的
な
も
の
と
な
り 、

宗
教
に
た
い
す
る
市
民の
態
度
は
た
ん
に
受
動
的
な
も
の
と
な
り
ま
す 。

こ
で
宗
教
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ 、
市
民の
社
会
生
活
に
お
け
る
心
の
空
白
を
埋
め
た
り 、

死に
さ
い
し
て
の
心
の
慰
め
を
与
え
る
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
な
り
ま
す 。
信
心
深い
人
た
ち
は 、
自
分
た
ち
だ
け
の
仲
間
を
作
り 、
市
民
生
活
の
活
動
と
は
疎
遠
と
な
り
ま
す 。
そ
し
て 、

そ
こ
で
は 、
宗
教
は
そ
う
し
た
信
徒た
ち
と
社
会
内
で
の
受
動
的
部
分
で
あ
る
女
性た
ち
だ
け
に
永
続
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す 。
カ
ト
リッ
ク
の
国
ぐ
に
は
ど
こ
で
あ
れ、
一
六
世
紀の
革
命
的
復
興
の
影
響の
も
と
に 、
社
会
の
再
組
織化
が
達
成
さ
れ
て
き
ま
し
た。 そそ
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そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
宗
教
の
自
己
規
制
と
教
会
が
社
会
活
動に
か
か
わ
ら
ない
と
い
う
方
法
を
とっ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す 。
最

初に
変
革
を
達
成
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
は 、
そ
う
し
た
条
件
が
もっ
と
も
十
分
に
実
現
さ
れ
ま
し
た。
そ
れ
は
実
に
ア
ン
リ
四
世[一
五
三
三
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O 
「

ナ
ン
ト

の
勅
令」
(一
五
九
八
年)
を
発
布
し
て 、
フ
ラ
ン
ス
国
民に
信
仰
の
自
由
を
与
え
た]
に
よっ
て
達
成
さ
れ
た
諸

利
害
の
妥
協
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
り
ま
し
た。

他
の
国
ぐ
に
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
よ
うに 、ド
イ
ツ
で
は 、
宗
教
改
革に
よっ
て
キ
リ
ス
ト

教
は
活
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
が 、
平
和
で

は
な
く

戦
争
を
も
た
ら
し
ま
し
た。
し
か
し
な
が
ら 、
そ
こ
で
の
宗
教
戦
争
は 、
ル
タ
1

派
自
体の
内
部に
お
け
る
宗
教
教
義
を
め
ぐ
る
争

い
の
結
果
と
い
う
よ
りは 、

諸
侯
の
暴
力
とハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
野
心
に
よっ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た。
北 、ド
イ
ツ
の
プロ

テ
ス
タン
テイ
ズ
ム
は 、
諸
侯
の
保
護の
も
と
に
発
展
し、
そ
の
最
初
か
ら
国
家
の
既
存の
制
度
と
融
和
し
て
まい
り
ま
し
た。
そ
こ
で
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テイ
ズ
ム
は
内
部
分
裂
を
免
れ、
三
十
年
戦
争[一
六一
八
|

四
八 、
ド
イ
ツ
の
プロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リッ
ク
両
教
徒
の

争い
に
ヨ
ーロ
ッ

パ
の
諸
国
が
干
渉
し
て
起
こっ
た
戦
争]
の
時
代
ま
で
は 、
そ
の
生
き
残
り
の
た
め
に
真
剣
に
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
い
うこ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
し
て
プロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
生
き
残っ
た
の
は 、
み
ず
か
ら
の
力
に
よっ
た
の
で
は

な
く 、
グ
ス
タ
フ[一
五
九
四
ー一

六
三
二 、
グ
ス
タ
ブ二
世 、
ス
ウェ
ー

デ
ン
王]
の
剣
と
リ
シュ
リュ
l[一

五
八
五
|一

六
四二 、

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家 、
ド
イ
ツ
の
プロ
テ
ス
タ
ン
ト

諸
侯
を
援
助
し
て
三
十
年
戦
争
に
干
渉]
の
外
交
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た。
そ
し

て 、
ド
イ
ツ
は 、
三
十
年
戦
争
後 、
き
わ
め
て
悲
惨
な
疲
弊
し
た
状
態
に
あっ
た
の
で 、
民
衆は
ウエ
ス
ト
ア
ア
リ
ア
の
平
和[一
六
四
八

年]
に
も
と
づ
く
「

統一
国
家
の
形
態
を
欠
く

無
政
府
状
態」
[
ウエ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
条
約
は
ド
イ
ツ
の
三
百
近い
独
立
的
な
諸
領
邦に
完

全
な
主
権
を
認
め
た
た
め 、
国
家
の
統一
性
が
まっ
た
く

失
わ
れ
た]
の
あい
だ、
封
建
諸
侯
の
保
護
と
支
配の
も
と
に 、
み
ず
か
ら
の
宗

教
を
信
ず
る
権
利[
新
教
で
あ
れ
旧
教
で
あ
れ〕
を
主
張
で
き
ま
せ
ん
で
し
た。
こ
の
状
況
は 、
な
に
ご
と
に
も
全
体
性[
統一
的
体
系
性]

を
求
め
た
が
る 、ド
イ
ツ
人
に
とっ
て 、
ル
タ
1

派
の
領
邦
諸
国に
お
い
て 、
世
俗
と
宗
教
界
と
の
対
立
が
進
展
す
る
の
を
妨
げ
ま
し
た。

、ド

イ
ツ
人
は 、
そ
う
し
た
思
考
方
法
に
よっ
て 、
教
会
と
国
家
を
同
じ
霊
的
組
織の
両
面
と
み
な
すこ
と
に
さ
ほ
ど
困
難
を
感
じ
な
かっ
た
の



で
あ
り
ま
す 。
ド
イ
ツ
人
に
とっ
て
は一
方
は
他
方
に
とっ
て
の
必
要
な
補
完
物
と
み
な
さ
れ、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
が
等
し
く 、
ド
イ
ツ
人
の

理
性
を
発
展
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た。
し
か
し、
実
際
の
教
会
と
国
家
の
関
係
が 、
ド
イ
ツ
的
思
考
と
ほ
と
ん

ど
対
応
せ
ず 、
ま
た、ド
イ
ツ
人
の
全
体
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
思
考
力
が 、
実
際
に
は
い
か
に
無
力
な
も
の
で
あっ
た
か
は 、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
人
な
ら
ば
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
く

先
刻
承
知
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す 。
もっ
と
も、
す 、ぐ
れ
て
自
由
な
霊
的
自
覚
と
世
俗
的
な
限
界

を
調
和
さ
せ
る
さ
い
に 、
ま
た
宗
教
的
闘
争
に
よ
る
分
裂
をい
や
す
さ
い
に 、
強
さ
と
弱
さ
が
結
合
で
き
る
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要

セ
ク
タ
リ
ア
ン

「
分
派
主
義
者」
と
い
う
語
で
連
想
す
る
すべ
て
の
こ
と
は 、
ド
イ
ツ
で
は 、
永
久
に
理
解
さ
れ
ま
せ
ん 。
た

で
あ
り
ま
す 。
私
た
ち
が 、

し
か
に
理
性
と
権
威
の
対
立
を
め
ぐ
る
問
題
は 、
ル
タ
1

の
国
の
人
び
と
の
あい
だ
で
は
い
ま
だ
に
終
わっ
て
し
まっ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

そ
こ
に
は 、
戦
争
も
あ
れ
ば
休
戦
も
あ
り 、
ま
た
征
服
者
た
ち
もい
れ
ば
犠
牲
者
た
ち
も
お
り
ま
す 。

に
なっ
た
の
は 、
書
斎
や
講
義
室
の
場
で
あっ
て 、
市
場
や
会
衆[
教
会]
の
な
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

し
か
し
そ
の
闘
争
の
場

り
ま
せ
ん 。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
改
革
は 、
教
会
統
治
に
お
け
る
教
皇
の
権
力
を
国
王
が
奪い
と
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た。
も
し
もへ

ン
リ
八
世[一
四
九一
ー一

五
四
七 、
一
五
三
四
年
に
首
長
令
を
制
定
し、
ロ
ー

マ
教
皇
か
ら
独
立
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
確
立]

が 、
か
れ
と
同
じ
よ
う
な
王
権
を
ふ
る
うこ
と
の
で
き
る
後
継
者
を
残
すこ
と
が
で
き
て
い
た
ら 、
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
は
実
際に
そ
う
なっ

た
よ
う
に 、
分
裂
と
い
う
刺
激
的
な
環
境
の
な
か
で
成
長
す
る
こ
と
は
な
かっ
た
で
あ
り
ま
しょ
う 。

コ
モ
ン
プ
レ
イ
ヤ
ー

二
般
祈
祷
書」
を
制
定
し、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
確
立
に
努
め
た]
が
未
成
年
の
あい
だ
に 、

エ
ド
ワ
ー
ド[一

五
三
七
l

五
三 、

王
位(
四
七
|

五
三) 、
「

統一
令」 、

改
革
派
教
会
の
な
か
で
は
唯一
の
プロ
テ
ス
タン
ト

主
教
制
が
あ
る
程
度
の
独
立
性
を
保っ
て
成
長
す
る
と
同
時に 、
ジュ
ネ
ー

ブ
に
起
源

を
もっ 、
異
質の
秩
序
観
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く

機
能
し
て
い
ま
し
た。
し
か
し
メ
ア
リ
女
王[一
五
二
六
|

五
八 、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

位(
五
三
l

五
八) 、
スペ
イ
ン
王
フェ
リペ
三
世
と
結
婚
し、
プロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
弾
圧]
の
迫
害
は 、
ジュ
ネ
ー

ブ
型
の
攻
撃
的
な
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テイ
ズ
ム
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ドへ
の
影
響
力
を
強
め
る
な
か
で 、
プロ
テ
ス
タン
テイ
ズ
ム
と
国
家
と
の
分
離
を
完
成
さ
せ
ま
し

た。
こ
う
し
て 、
次
のエ
リ
ザベ
ス一
世[一
五
三
三
ー一

六
O
三 、
王
位
(一
五
八
八
l一

六
O
三) 、
国
教
会
の
確
立
を
は
か
る]
に
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よっ
て 、
「

ア
ン
グ
リ
カニ
ズ
ム」

ll
主
教
制 、
聖
典
礼 、
儀
礼
を
有
す
る
ア
ン
グ
リ
カニ
ズ
ム
ーー

が
確
立
さ
れ
る
と
同
時
に 、
そ
れ

は 、
こ
の
世の
権
力に
反
対
す
る
敵
意か
ら
形
成
さ
れ
は
ぐ
く
ま
れ
た
反
対
組
織
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た。
こ
の
組

72 

織
体
系
は 、
い
わ
ば 、
良
心
の
戸
が 、
そ
し
て
宗
教
改
革
の
喚
起
し
た
外
的
儀
式
重
視
に
反
対
す
る
内
的
自
己
を
主
張
す
る
精
神
の
完
全
な

表
現
で
あ
り
ま
し
た。
以
下 、
そ
う
し
た
視点
か
ら 、
イン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
こ
の
体
系
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
くこ
と
に
い
た
し
ま
しょ
う 。

こ
れ
ま
で
見
て
き
ま
し
た
よ
うに 、
ル
タ
l

の
教
義
は 、
個
人
の
魂
を
神
と
の
直
接
的
な
関
係へ
と
導い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す 。
こ
の
教

義
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
最
初
の
実
際
的
な
結
論は
人
び
と
が
聖
書
を
手
に
す
る
こ
と
に
なっ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す 。
第二
に
は
説
教
の
地
位

を
高
め 、
第三
に
は
こ
れ
に
よっ
て
民
衆の
あい
だ
に
教
育
が
普
及い
た
し
ま
し
た。
魂は
神
の
声
を
き
く

権
利
を
許
さ
れ
て 、
こ
と
ば
を

必
要
と
す
る
よ
うに
な
り
ま
し
た。
な
ぜ
な
ら
魂
は 、
だ
れ
に
近
づ
き 、
な
に
を
与
え
た
い
の
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す 。

そ
の
交
わ
りは 、
内
的
で
霊
的
で
あ
り
ま
す
の
で 、
そ
れ[
交
わ
り]
を
導
く
力
が
必
要
で
あ
る
に
違い
あ
り
ま
せ
ん 。
そ
し
て 、
そ
の
力

と
な
る
の
は
司
祭
や
礼
拝
で
は
な
く 、

信
仰
者
の
良
心
が
解
釈
し
た
聖
書
の
な
か
の
神
の
霊
の
声
が
力
と
な
る
の
で
す 。
こ
の
よ
うに
宗
教

は
内
面
化・
個
別
化
さ
れ
ま
す
の
で 、
魂
が
魂
に
働
き
か
け
る
も
の
と
し
て 、
説
教
は
魂
の
交
わ
り
の
自
然
な
経
路
と
な
る
の
で
あ
り
ま

す 。
そ
れ
が
プロ
テ
ス
タ
ン
ト

式
の
礼
拝
で
あ
り 、
そ
れ
に
よっ
て
人
び
と
の
魂
は
効
果
的
に
神
の
声
が
伝
わ
る
状
態へ
と
高
め
ら
れ
ま

す 。
し
た
がっ
て 、
教
育
も
ま
た
人
び
と
が
霊
的
な
独
立
を
果た
す
の
に
役立
っ
た
め
の
手
段
と
な
り
ま
しょ
う 。

人
び
と
の
手
も
と
に
聖
書
が
あ
る
こ
と、
人
び
と
が
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と、
そ
し
て 、
聖
書に
つ
い
て
説
教
す
る
牧
師
が
い

る
こ
と、
こ
れ
が
プロ
テ
ス
タン
ト

の
生
活に
必
要
な
三
条
件
で
あ
り
ま
す 。
そ
し
て 、
以
上
の
三
条
件
が
も
た
ら
し
た
力
が
い
た
る
と
こ

ろ
で
抑
え
の
き
か
ない
力
と
な
り
ま
し
た。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
は 、
ド
イ
ツ
人
の
よ
う
な
権
力に
黙
従
し
た
り 、
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
ろ
う
と

す
る
力
を
も
ち
ま
せ
ん 。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
は
あ
る 、ド
イ
ツ
の
哲
学
者
の
言
葉
を
用い
る
な
ら
ば 、
た
だ
ち
に
「[

プロ
テ
ス
タ
ン
ティ
ズ

ム
を]
実
現
す
る
た
め
に
飛
び
だ
し
て
あ
ば
れ
回っ
た」
の
で
あ
り
ま
す 。
そ
し
て 、
そ
れ
に
応
え
る
た
め
の
外
的
世
界 、
つ
ま
り

法
律
体



系 、
習
慣 、
礼
拝
式
な
ど
を
探
求い
た
し
ま
し
た。
聖
書
の
法
が
た
だ
ち
に
い
た
る
と
こ
ろ
で
実
行
に
移
さ
れ
た
だ
け
で
な
く 、
キ
リ
ス
ト

キ
リ
ス
ト
を
頭
と
す
る
社
会
に
とっ
て
の
法
で
は
ない
と
さ
れ
ま
し
た。
そ
の
結
果 、
新
社
会

てっ
つ
い

つ
ま
り 、
目
的
が
明
確
な
鉄
槌
を
振っ
て
古い
も
の
を
打
ち
壊
し、
新
しい
も
の

教
以
外に
起
源
を
もっ
決
ま
りは
すべ
て 、

と
旧
社
会
の
あい
だ
に
絶
対
的
な
断
絶
が
生
じ
ま
し
た。

の
な
か
で
生
き
る
者
た
ち
は 、
神に
よっ
て
予
定
さ
れ
た
者
た
ち
と
さ
れ、
か
れ
ら
以
外の
人
び
と
は 、
運
命づ
け
ら
れ
た
世
界に
住
む
人

び
と
と
さ
れ
ま
し
た。
か
れ
ら
は
聖
徒
と
呼
ば
れ、

か
れ
ら
は 、
キ
リ
ス
ト

か
れ
ら
の
もつ
特
権に
は
制
限
が
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。

の
権
限
以
外に
他
の
権
限
が
こ
の
世に
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
せ
ん 。
為
政
者
と
し
て
の
剣
は
か
れ
ら
の
手
中に
な
け
れ
ば
な
ら
ない
し、

の
剣
は 、
キ
リ
ス
ト

の
民に
反
対
す
る
者
を
罰
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る 、
と
か
れ
ら
は
考
え
て
い
ま
し
た。

し
か
し、
そ
の
よ
う
な
組
織
も、
す
ぐ
さ
ま
ふ
た
た
び
束
縛
す
る
も
の
を
新
た
に
作
りだ
し、
そ
の
組
織
を
破
壊
し
始
め
ま
す 。
そ
れ
は

外
的
な
儀
式
で
は
十
分に
表
現
で
き
ない 、
霊
的
な
生
活
意
識に
も
と
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が 、
そ
の
意
識
が
キ
リ
ス
ト

の
法
と
現

世
の
法
と
の
あい
だ
の
絶
対
的
な 、
つ
ま
り

絶
対
的
と
考
え
る
故
に
誤っ
た
対
立へ
と
硬
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
と
こ
ろ
で 、

キ
リ
ス
ト

の
法
は
こ
の
世に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が 、
さ
き
ほ
ど
述べ
た
こ
の
誤っ
た
対
立
か
ら
は
の
が
れ
ら
れ
ない

の
で 、
新
し
い
権
威
も
そ
の
誤
り
か
ら
の
が
れ
ら
れ
ま
せ
ん 。

そ
れ
自
体
は
霊
的
に
召
し
だ
さ
れ
た
も
の
で
す
が 、
魂
を

そ
の
鎖
と
は 、

「
世
俗
の
鎖」
に
縛
りつ
け
て
い
る
も
の
で
す 。
ま
た
誠
実
で
論
理
的
に
完
全
で
あっ
て 、
聖
徒
と
こ
の
世
の
こ
と
が
ら
と
の
あい
だ
の
妥

協
を
許
さ
な
い
の
で 、
古い
権
威
よ
り
も
き
び
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す 。
そ
し
て 、
こ
れ
ら
の[
魂
の]
自
由
と
束
縛
と
が
対
立
す
る
傾
向

は 、
し
ば
し
ば
ほ
と
ん
ど
複
雑に
か
ら
み
あい 、
ピュ
1
リ
タニ
ズ
ム
自
体
の
な
か
に
も
そ
う
し
た
対
立
が
あ
る
こ
と
は
特
筆
すべ
き
こ
と

で
あ
り
ま
す 。
ピュ
l
リ
タニ
ズ
ム
は一
方
で
は
共
和
国
を
作
ろ
う
と
し
て一
時
的
な
勝
利
を
お
さ
め
ま
し
た
が 、
他
方
で
は 、
共
和
国
が

永
続
的
に
拡
大
す
る
こ
と
を
は
ば
み
ま
し
た。
ピュ
1
リ
タニ
ズ
ム
は 、
統
治
権
を
獲
得
し
よ
う
と
争っ
て
い
て
ま
だ
そ
の
力
が
弱
かっ
た

と
き
に
は
尊
厳
性
を
もっ
て
い
ま
し
た
が 、
統
治
権
を
獲
得
す
る
や 、
個
人
の
尊
厳
を
擁
護
で
き
ない
と
い
う
矛
盾に
陥
り
ま
し
た。

ピュ
l
リ
タニ
ズ
ム
は 、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

で
は 、
長
老
主
義
と
い
う
形
を
とっ
て
優
越
的
地
位
を
え
て
い
ま
し
た
が 、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド そ
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に
お
い
て
は 、
な
お
苦
闘
し
て
い
ま
し
た。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

で
は 、
実
定
法
の
体
系
は
聖
書の
な
か
に
見
出
さ
れ
るべ
き
で
あ
る
と
い
う

原
則
を
実
行
せ
ん
と
し
て 、
し
か
も
「

中
間
物」
勺
宮島民2
3べ
は
ギ
リ
シ
ア
語
「

ア
ディ
ア
ブォ
ラ」
の
訳
語 。
本
来
は
信
仰
生
活
に
と
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っ
て
非
本
質
的
な
こ
と、
善
で
も
悪
で
も
な
い
「
ど
ち
ら
で
も
よ
い
も
の」
を
指
す 。
た
だ
「

教
会
は
中
間
物に
つ
い
て
決
定
権
を
もっ」

と
い
う
立
場
か
ら
国
教
会
側
が 、
儀
式
重
視
主
義
(
儀
式
は
中
間
物
と
い
う
建
て
前
に
立っ
て)
を
打
ち
出
し
て
く
る
こ
と
に
た
い
し
て 、

ピュ
ー
リ
タン
側は
強い
反
発
を
示
し
た]
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
ら
は
許
さ
れ
ない
ほ
ど
に
絶
対
的
か
つ
排
他
的
な
原
則
を
立
て
て
い
る

の
で
あっ
て
み
れ
ば 、
そ
の
ピュ
1
リ
タニ
ズ
ム
は 、
教
会
統
治
と
礼
拝
の
絶
対
的
統一
を
確
立
し
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず 、
実
際
的に
は

国
家
の
主
権
者
を
ま
で
作
り
あ
げた
の
で
あ
り
ま
す 。
そ
し
て 、
な
ん
の
た
め
らい
も
疑
念
も
な
く 、

人
び
と
の
行
為
や
意
見
さ
え
も、
聖

書
的
な
る
も
の
に一
致
さ
せ
る
||

違
反
す
れ
ば
苦
痛
や
刑
に
処
す
る
ーー

さ
せ
る
こ
と
に
よっ
て 、
「

宗
教
改
革
の
事
業」
を
遂
行
し
た

の
で
あ
り
ま
す 。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
もピュ
l
リ
タニ
ズ
ム
は
統
治
論
的
に
は
同
じ
で
あ
り
ま
し
た
が 、
そ
の
立
場は
幸い
な
こ
と
に
異
な

っ
て
お
り
ま
し
た。
か
れ
ら
は
聖
書こ
そ
信
頼
すべ
き
も
の、
そ
れ
も
表
面
的
な
道
徳
法
と
し
て
で
は
な
く 、
ま
し
て
い
わ
ん
や 、
教
会
統

治
や
儀
式
の
決
定
の
原
則
と
し
て
な
ど
で
は
な
く 、

道
徳
的
衝
動
や
道
徳
的
原
理
の
た
め
に
こ
そ
聖
書
を
信
頼
す
る
人
び
と
で
あ
り
ま
し

，-o
'-AV，-、

中J

中J
中J

か
れ
ら
は 、
ピュ
ー
リ
タン
的
立
場か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

教
会
に
表
向
き
は
反
対
し
て
い
る
よ
うに
見
え
ま
す
け
れ
ど
も、
聖

書の
命
じ
ない
こ
と
は
聖
書は
禁
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
教
義
に
は
同
調
し
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
そ
れ
と
は
対
照
的に 、
教
会
統
治

の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
真の
規
則
は 、
実
際
的に
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
初
期
プロ
テ
ス
タン
ト

の
主
教
た
ち
の
立
場

は 、
も
し
か
れ
ら
の
考
え
に
あ
ま
り

合
わ
ない
こ
と
が
あっ
て
も、
世
間
が
決
め
て
い
る
こ
と
は
認
め 、
ま
た
私た
ち
の
生
存に
役
立っ
て

き
た
習
慣
や
制
度
は
評
価
す
る
と
い
う 、
よ
り
高
度
な
知
恵
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る 、
と
申
せ
ま
しょ
う 。
エ
リ
ザベ
ス
朝
期
の
偉
大
な
ピ

ュ
l
リ
タン
の
論
客
で
あっ
た
カ
!
ト
ラ
イ
ト[一

五
三
五
ー一

六
O
三 、
神
学
者 、
ケ
ン
ブ
リッ
ジ
大
学
教
授 、
国
教
会
を
批
判
し
罷
免

さ
れ
た]
の
学
者ぶっ
た
言
葉
と
比
較
す
る
と、
フッ
カ
1[一

五
五
三
l一

六
O
O、
神
学
者 、
オッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
教
授 、
イ
ギ

リ
ス
国
教
会
の
擁
護
者]
の
「

賢
明
な
る
言
葉」
は
真の
哲
学
で
あ
り
ま
す 。
し
か
し、
混
乱
し
た
風
潮
の
も
と
で
は 、
そ
の
す
ぐ
れ
た
言



葉
が
よ
り

合
理
的
で
完
全
な
も
の
で
あ
る
人
び
と
の
も
の
が 、
現
在の
た
め
に
真に
役
立
つ
教
訓
や
未
来
の
た
め
の
よ
り

崇
高
な
約
束
を
述

べ
た
も
の
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん 。
し
た
がっ
て 、
改
革へ
の
衝
動 、
す
な
わ
ち
儀
式
的
な
束
縛
か
ら
人
間の
内
面
的
精
神
を
解
放
す
る

努
力は 、
国
教
会
よ
り
もピュ
1
リ
タニ
ズ
ム
の
側に
あっ
た
の
で
す 。
ユ
ダ
ヤ
人
自
身
も、
か
つ
てユ
ダ
ヤ
教
の
支
柱
を
打
ち
倒
し
ま
し

た。
教
会
の
限
界
は
そ
れ
自
身に
内
在
し
て
お
り
ま
ず
か
ら 、
外
的
儀
式
を
重
視
す
る
教
会
で
は 、
最
終
的
に
教
会
を
確
固
た
る
も
の
に
す

る
機
会
は
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
そ
れ
に
た
い
し
て
ピュ
!
リ
タニ
ズ
ム
は 、

そ
れ
は
感
覚
的
で
し
か

よ
り

大
き
な
組
織
体に
属
し、

も
利
害
関
係の
あ
る
礼
拝
を 、
自
由
な
聖
霊
と
の
交
わ
りへ
と
宗
教
を
変
容
さ
せ
る
も
の
で
し
た
か
ら 、
土
の
器[
国
教
会]
に
は
長
く

保

つ
こ
と
が
で
き
ない
中
味
を
集
め
て
お
くこ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す 。

カ
1
ト
ラ
イ
ト

か
ら
ミ
ル
ト
ン[一
六
O
八
|

七
四 、
詩
人 、
クロ
ム
ウェ
ル
の
ラ
テ
ン
語
秘
書 、
政
治
家]
ヘ
至
る
道
は 、
ピュ
1
リ

タニ
ズ
ム
が
高
揚
し
て
い
っ
た
長い
長い
歩み
で
し
た。
そ
れ
は
ま
た
フッ
カ
ー

か
らロ
!
ド[一

五
七
三
ー一

六
四
五 、
国
教
会
を
擁
護

し
て
ピュ
ー
リ
タ
ン
を
弾
圧 、
革
命
勃
発
後
処
刑
さ
れ
る] 、
ヘ
イ
リン[一
六
O
O
l

六二 、
王
党
派
イ
ギ
リ
ス
教
会
史(一
六
六一
年)

の
著
者]
に
至
る
ま
で
の
ア
ン
グ
リ
カニ
ズ
ム
の
没
落
の
歴
史
で
も
あ
り
ま
し
た。
フ
ッ

カ
l

の
『

教
会
統
治
論』
[一
五
九
四
ー一

六
O

O、
全
八
巻]
に
は
神
学
的
工
夫
を
こ
ら
し
て 、
プロ
テ
ス
タ
ン
ト

的
良
心
と
国
家
や
社
会
の
必
要
と
を
調
和
し
よ
う
と
す
る
い
か
に
も
政

治
家
ら
しい
意
図
が
か
く
さ
れ
て
い
た
の
で
す 。
ロ
ー
ド
の
ア
ン
グ
リ
カニ
ズ
ム
は 、
要
す
る
に 、
カ
ト
リッ
ク
的
反
動
の
別
名
で
あ
り
ま

し
た。
[
寛
容
政
策
を
と
る
と
い
う]
政
治
的
変
化
が 、
神
学
内
容
に
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た。
エ
リ
ザベ
ス
女
王
の
統
治
は
国
家
第

主
義
で
し
た。
ジェ
イ
ム
ズ一
世[一
五
六
六
|一

六二
五]
と
チャ
ー

ル
ズ一
世[一
六
0
0
|

四
九 、
クロ
ム
ウェ
ル
ら
に
よっ
て
処

刑
さ
れ
た]
は 、
宗
教
は 、
王
室
の
利
益
に
仕
え
そ
れ
を
正
当
化
すべ
き
こ
と
に
専
念
し、
王
室
の
利
益
の
発
展
を
は
か
る
以
外
の
こ
と
は

決
し
て
考
え
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
し
た
がっ
て 、
カ
ト
リッ
ク
的
反
動
が
各
地
で
起
こ
る
と、
宮
廷
派
と
国
教
会
派
と
が
結
合
し、

政
治
と
宗
教
の
関
係
を
「

問
題
視
す
る」
要
求に
た
い
し
て
は 、
そ
れ
を
沈
黙
さ
せ
る
目
的
で
両
派
は
相
互
に
利
用
し
あい
ま
し
た。
同
じ

く 、
チャ
ー

ル
ズ
と
ロ
l
ド
の
考
え
は 、
[
教
皇
と
国
王
の
ど
ち
ら
に]
真に
忠
誠
を
尽
す
か
が
問
わ
れ
て
い
た
イエ
ズ
ス
会
的
良
心(
も
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し
こ
の
よ
う
な
表
現
が
許
さ
れ
る
と
い
た
し
ま
す
と)
の
例
を
代
表
し
て
い
ま
し
た。
ミ
ル
ト
ン
が
述べ
て
い
ま
す
よ
うに
「

個
人
の
良
心

は
公
け
の
召
命
そ
の
も
の
と
は
異
な
る」
の
で
あ
り
ま
す[『
偶
像
破
壊
者』
(一
六
四
九
年)] 。
チャ
ー

ル
ズ
と
ロ
l
ド
は
疑い
な
く
カ
ト

76 

リッ
ク
主
義
寄
り
で
あ
り
ま
し
た
が 、
そ
の
こ
と
は 、
理
由
は
な
ん
で
あ
れ、
聖
職
尊
重
主
義
の
教
会
に
組
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。
そ

の
よ
う
な
立
場は
自
由
の
法
を
強い
て
探
求
し
よ
う
と
は
せ
ず 、
既
成
組
織の
あ
り
方
に
つ
い
て
な
ん
ら
疑
問
も
呈
す
る
こ
と
な
く 、

既
成

組
織
を
維
持
す
る
た
め
に
は 、
無
慈
悲
な
行
為
が
慈
悲
と
な
り 、

虚
偽
の
学
説
も
真
実
と
な
る
と
考
え 、
神の
働
き
を
既
成
組
織の
採
用
で

し
か
考
え
よ
う
と
し
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
長
期
議
会[一
六
四
O
l

六
O]
に
先
立
つ一
五
年
間に
お
け
る
政
策
は 、
と
き
に
は
非

道
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
り 、
と
き
に
は
些
細
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が 、
そ
こ
に
は
あ
る一
つ
の
目
的
が
貫か
れ
て
い
ま
し
た。
『ス

ポ
l

ツ
奨
励
法
令』
の
公
布 、
演
劇
や
儀
式
に
反
対
す
る
著
作
者へ
の
拷
問 、
カ
ル
ヴィ
ニ
ズ
ム
に
た
い
す
る
迫
害 、
富
裕
な
ピュ
l
リ
タ

ン
た
ち
が
国
教
会
の
主
教
の
統
制
下ピュ
ー
リ
タン
の
説
教
師
た
ち
の
説
教
を
維
持
す
る
た
め
に
設
け
た
講
師
制
度
の
抑
圧 、
以
上
の
こ
と

が
ら
は
すべ
て 、
正
当
な
要
求
や
権
利
意
識
か
ら
生
ま
れ
る
人
間の
魂
を 、
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
に
黙
従
す
る
よ
うに
向
け
る
の
に

役立
つ
も
の
で
あ
り
ま
す 。
こ
う
し
た
政
策
転
換
が 、
宮
廷
や
聖
職
尊
重
主
義
に
とっ
て
ど
の
よ
う
な
利
益
が
あ
る
の
か
ど
う
か。
ま
た
聖

職
尊
重
の
組
織
の
長
が 、
「

聖ペ
テロ
か
ら
皇
統
連
綿
と
続
く
直
系」
で
あ
る
古
来
か
ら
の
教
皇
で
あ
る
の
か、
あ
る
い
は
「

カ
ン
タベ
リ

の
わ
が
主[
大
主
教]
で
あ
る
か
ど
う
か
を
証
明
す
る
の
に
役立
つ
か
ど
う
か
は 、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
ま
す 。
問
題
は 、
も
し
も

ピュ
ー
リ
タ
ン
の
抵
抗
が
な
かっ
た
な
ら
ば 、
スペ
イ
ン
や
南 、ド
イ
ツ
に
お
い
て
の
よ
うに 、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
も
ま
も
な
く
そ
う
なっ
た

よ〉つに 、
イ
ン 、グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も、
自
由
は 、
聖
職
者
の
指
導
の
も
と
で
専
制
政
治
に
なっ
て
し
まっ
て
い
た
に
違い
ない
と
い
うこ

と
で
あ
り
ま
す 。
そ
し
て 、
そ
の
圧
政
は 、
市
民
生
活
を
破
滅
さ
せ
る
か
宗
教
を
女
性
や
狂
信
的
信
奉
者
の
も
の
と
し
て
回
復
さ
せ
る
か
で

あ
り
ま
す 。

し
か
し
な
が
ら 、
プロ
テ
ス
タン
ト

の
抵
抗
組
織は
全
体
的
に一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
た
だ
共
通
の
敵
を
もっ

て
い
ま
し
た。
ま
た
そ
の
と
き
ま
で
に
分
派
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
が 、
そ
れ
は
ま
だ
長
老
主
義
に
た
い
し
て
直
接に
対
立
す
る
姿
勢は
と



つ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た。
分
派
は 、
ピュ
ー
リ
タ
ン
の
組
織
が
許
容
す
る
以
上
に
自
由
な
霊
的
運
動
を
要
求
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
し

た
一
般
に
独
立
主
義
あ
るい
は
会
衆
主
義
の
提
唱
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
人
び
と
は 、
な
に
よ
り
も
古
代ロ
1マ

的
な
平

民
的
要
素
を
取
り
入
れ
て 、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
の
生
活
を
高
め 、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
ブ
ラ
ウ
ン[一
五
五
O
頃
l一

六
三
三

頃 、
国
教
会
か
ら
の
最
初
の
分
離
主
義
者 、
会
衆
教
会
主
義
の
父
と
呼
ば
れ
た]
やロ
ビ
ン
ソ
ン[一
五
七
五
頃
l一

六二
五 、
分
離
主
義

者
と
し
て
迫
害
を
受
け 、
オ
ラ
ン
ダ
に
亡
命 、
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー

号
で
ア
メ
リ
カヘ
渡
る
予
定
で
あっ
た
が 、
そ
の
ま
え
に
ラ
イ
デン
で
客
死

し
た]
の
よ
う
な
人
物
を
もっ
て
い
ま
し
た。
ブ
ラ
ウ
ン
主
義
者
の
名
は一
六
O
O
年
に
は
す
で
に
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
ら
し
く 、
「

政
治

家に
な
る
よ
り
も
ブ
ラ
ウ
ン
主
義
に
な
る
ほ
う
が
ま
し
だ」
と
い
う
ア
ン
ド
ル
l・

エ
イ
ギュ
チ
1
ク
卿の一
見
ほ
め
て
い
る
よ
う
で
実
は

反
感
の
こ
もっ
た
言
葉[
シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『

十二
夜』
皿 、HH 、
MA]
が
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す 。
一
五
八二
年
に 、
ピュ
ー
リ
タ
ン
た

ち
が 、
一
時
的
に[
国
教
会
に]
服
従
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
の
可
否
を
論
議
し
た
と
き 、
ブ
ラ
ウ
ン
は
『

宗
教
改
革
に
は
い
か
な
る

人
も
あ
て
に
し
ない
で
お
こ
な
え』
な
る
著
書
を
執
筆
し、
全
国
を
巡
回
し
て
不
服
従
を
説
き
ま
し
た。
そ
の
情
熱の
報い
と
し
て 、

は
三
二
ヶ

所
の
監
獄
に
投
じ
ら
れ
ま
し
た
が 、

か
れ
自
身
は 、
会
衆
を
連
れ
て
オ
ラ
ン
ダ[
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダム 、
ラ
イ
デン]

そ
の
後 、

ヘ
渡
り
ま
し
た。
の
ち 、
ブ
ラ
ウ
ン
は
会
衆か
ら
離
れ
ま
し
た
の
で 、
の
ち
に
ブ
ラ
ウ
ン
主
義
者
と
い
わ
れ
た
会
衆
が 、
か
れ
の
最
初
の
会

衆た
ち
で
あっ
た
か
ど
う
か
は
た
し
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。

か
れ
ら
の
あい
だ
で
受
け
入
れ

し
か
し
あ
る
特
定
の
教
会
統
治
の
考
え
方
が 、

ら
れ、

そ
の
内
容
は
個々
の
会
衆
派
教
会
は
完
全
に
自
治
権
を
も
ち 、
司
祭
や
長
老
の
特

そ
れ
が
の
ち
の
独
立
派
の
原
理
と
な
り
ま
し
た。

別
な
位
階
を
認
め
な
い 、
と
い
う
教
義
で
あ
り
ま
す 。

そ
れ
は 、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
衆
派
教
会
は
自
分
た
ち
の
手
で
教
役
者
の
選

つ
ま
り 、

任・
退
任
を
き
め
るべ
き
で
あ
り 、
そ
の
教
役
者
の
う
ち
の
ひ
と
り
が
説
教
や
聖
礼
典
を
執
行
す
る
こ
と
に
なっ
て
い
ま
し
た。
ま
た
会
衆

派
教
会
の
聖
餐
拝
受
者
の
数
が 、
一
ヶ

所
に
集
ま
る
の
に
は
多
す
ぎ
る
よ
うに
な
り
ま
し
た
ら 、
新
しい
会
衆
派
教
会
が
作
ら
れ
る
こ
と
に

なっ
て
お
り
ま
し
た。
そ
の
さ
い 、
個々
の
会
衆
派
教
会
も、
ま
た
個
別
教
会
の
集
合
体
も、
他
の
会
衆
派
教
会
の
教
義
と
か
教
会
規
律
を 、

統
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た。

か
れ
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そ
の
よ
う
な
教
会
統
治
の
あ
り
方
は 、
他
の
教
会
形
態
と
く
らべ
て
別
段
興
味
深い
も
の
で
は
ない
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が 、
主
教
や
長
老

が
決
め
た
規
則
に
反
す
る
こ
と
を
説
く
自
由
の
余
地
を
与
え
た
た
め
に 、
そ
の
重
要
性は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た。
こ
の
こ
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と
は
す
で
に 、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が 、
最
終
的
判
断
を
神
学に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
否
認
し
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す 。
主
教
た
ち
の
迫
害

の
な
か
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

か
ら
追
放
さ
れ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は 、
ラ
イ
デン
で
会
衆
派
教
会
を
作
り
ま
し
た。
こ
こ
で
は 、
「

大
陸
の
改
革
派

教
会
と
で
き
る
限
り

交
流
し
つ
つ」 、
そ
の
教
会
に
な
らっ
て 、
ほ
ん
らい
ブ
ラ
ウ
ン
主
義
者
が
有
し
て
い
た
厳
格
な
分
離
主
義
の
教
義
は

放
棄い
た
し
ま
し
た。
そ
し
て 、
一
六二
O
年
に
は 、
か
れ
の
会
衆の
う
ち
の
若い
世
代
の
者
た
ち
が[
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー

号
で]
ア
メ
リ
カ

へ
移
住
し、
ニ
ュ
1
プ
リマ
ス
に
植
民
地
を
創
設い
た
し
ま
し
た。
か
れ
ら
に
向
け
て
語っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
有
名
な
激
励
の
辞に
は 、
キ

リ
ス
ト

教
の
信
条
や
教
義
が
固
定
化
さ
れ
て
以
来
は
じ
め
て
聴
く
こ
と
の
で
き
た
き
わ
め
て
気
高い
キ
リ
ス
ト

者
の
自
由
の
精
神の
息
吹
が

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す 。
「

も
し
も
神
が
な
ん
ら
か
他
の
手
段
に
よっ
て
あ
な
た
に
な
に
か
を
啓
示
さ
れ
る
な
ら
ば 、
わ
た
く
じ
の
牧

会
か
ら
な
ん
ら
か
の
真
理
を
受
け
と
ろ
う
と
す
る
の
と
同
じ
よ
うに 、
い
つ
で
も
そ
れ
を
喜ん
で
受
け
と
る
よ
うに
し
な
さい 。
な
ぜ
な
ら 、

主
は
聖
な
る
御
言
葉に
よっ
て 、
な
お
い
っ
そ
う
の
多
く
の
真
理
を
述べ
ら
れ
る
も
の
と
わ
た
く
し
は
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す 。

わ
た
く
し
は 、
改
革
派
教
会
の
現
状
を
嘆
き
悲
し
ん
で
お
り
ま
す 。
か
れ
ら
は
宗
教
教
義
の
面
で
さ
ら
な
る
発
展
も
み
せ
ず 、
ま
た
か
れ
ら

の
教
会
は
宗
教
改
革
の
道
具
以
上
の
役
割
を
課
し
て
お
り
ま
せ
ん 。
ル
タ
1

主
義
者
は 、
ル
タ
1

が
見
た
も
の
以
上
の
こ
と
を
見
よ
う
と
は

み
む
ね

い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん 。
神は
カ
ル
ヴァ
ン
に
な
ん
ら
か
神の
御
旨
の一
部
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思い
ま
す
が 、
恐
ら
く
ル
タ
1

派
の
人

び
と
は 、
カ
ル
ヴァ
ン
の
教
義
を
奉
じ
る
位
な
ら
死
を
選
ん
だ
で
あ
り
ま
しょ
う 。
ま
た、
お
わ
か
りの
よ
うに 、
カ
ル
ヴァ
ン
派
の
人
び

と
は 、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
すべ
て
の
も
の
ご
と
を
見
た
わ
け
で
も
な
い
の
に 、
神
が
あ
の
偉
大
な
人
物
に
残
し
た
も
の
に
固
執
し
て
お
り
ま

す 。
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
嘆
か
わ
し
い
悲
し
むべ
き
状
況
で
あ
り
ま
す 。
ル
タ
1

や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は 、
か
れ
ら
の
生
き
た
古
き
時
代
に

は 、
光
彩
を
放つ
輝か
しい
存
在
で
あ
り
ま
し
た
が 、
か
れ
ら
は
神の
御
旨
全
体
を
見
通
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
も
し
い
ま
か
れ
ら

が
生
き
て
い
た
ら 、
最
初に
受
け
取っ
た
も
の
よ
り
も、
さ
ら
に
進
ん
だ
光
を
喜ん
で
報
じ
た
こ
と
で
あ
り
ま
しょ
う 。
書
か
れ
た
神の
言



葉に
よっ
て
知
ら
さ
れ
た
真
理
は
な
ん
で
あ
れ
喜ん
で
受
け
入
れ
る
こ
と
が
教
会
統
治
に
か
ん
す
る
信
仰
箇
条
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
か
思い

だ
し
て
い
た
だ
き
た
い 。
も
う一
度
言い
ま
す 。
ど
う
か
思い
だ
し
て
く
だ
さ
い 。
:::

そ
う
で
な
け
れ
ば 、
キ
リ
ス
ト

教
世
界
が
よ
う
や

く
最
近
に
なっ
て 、
こ
れ
ほ
ど
の
反
キ
リ
ス
ト

教
的
な
深い
暗
黒
の
聞か
ら
抜
け
だ
すこ
と
も、
そ
れ
と
同
時に
知
識
が
完
成
し
て
輝
き
だ

すこ
と
も
不
可
能
に
なっ
て
し
ま
う
で
しょ
う
か
ら」
(Zo
mF

可制ミ芯
ぎ・「
司-
h吋・
開門戸
おω吋) 。
神
の
霊
は
縛
りつ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
と
い
うこ
の
確
信に 、
独
立
主
義
は
他
の
い
か
な
る
教
会
統
治
の
形
態
よ
り
も
自
由
な
余
地
を
与
え
た
と
い
う
意
味
で 、
独
立
派
教
会
は

歴
史
的
に
重
要
な
意
味
を
もっ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す 。

ロ
ー
ド
の
迫
害
の
時
代
の
あい
だ
に
は 、
長
老
派
と
独
立
派
の
神
学
体
系
の
ち
が
い
は 、
そ
れ
ほ
ど
き
わ
だっ
た
も
の
に
は
見
え
ま
せ
ん

で
し
た。
宮
廷
派
と
聖
職
尊
重
派
は 、
高
等
宗
務
裁
判
所
に
よっ
て
強
要
さ
れ
た
祭
儀
や
ア
ル
ミニ
ウ
ス
主
義
や
日
曜
日
の
ス
ポ
ー

ツ
に
抵

抗
す
る
度
合い
の
激
し
さ
に
多
少
の
違い
が
あ
る
位
し
か
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
し
て
以
上
の
措
置
は 、
一
つ
は
内
的
に
も
う

つ
は
外
的
に
霊
的
特
権
と
力
の
意
識
を
失
わ
せ
る 、
す
ぐ
れ
た
う
まい
手
段
で
あ
り
ま
し
た。
い
わ
ゆ
る
ピュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
は
そ
の
多
く

が
長
老
制に
共
感
を
示
し
て
い
ま
し
た
が 、
長
老
制
の
牧
師
た
ち
は
し
ば
し
ば 、
一
時
的
に
剥
奪
さ
れ
た
は
ず
の
教
会
禄
を
握っ
て
離
さ
な

い
で
い
ま
し
た。
か
れ
ら
は 、
た
し
か
に
法
令に
よっ
て
国
教
会
の
祈
祷
書
を
使
用
す
る
こ
と
が
義
務づ
け
ら
れ
そ
れ
に
従っ
て
い
ま
し
た

が 、
王
政
復
古
後に
見
ら
れ
た
よ
う
な 、
祈
祷
書に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
すべ
て
絶
対
的
に
同
意
すべ
し
と
い
う
法
令
は 、
実
際
上 、

存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た。

ピュ
ー
リ
タ
ン
牧
師
が
不
承
不
承
で
は
あ
れ、
一
時
的
に[
祈
祷
書
の
き
ま
りに]

服
従
し

し
た
がっ
て 、

た
の
は
責
め
ら
れ
るべ
き
こ
と
で
は
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。

そ
う
し
た
こ
と
は一
般
的
に
許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
せ

と
も
か
く 、

ん 。
し
か
し
な
が
ら 、
か
な
りの
人
た
ち
は 、
当
初
ブ
ラ
ウ
ン
が
そ
う
で
あっ
た
よ
うに 、
だ
れ
に
も
頼
ら
ず
に
国
教
拒
否
を
貫
き 、
国
教

会
か
ら
分
離
し
た
会
衆
派
教
会
を
形
成
し
た
こ
れ
ら
の
人
び
と
は 、
ブ
ラ
ウ
ン
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
ま
す 。
し
か
し
な
が
ら 、

ー
ド
の
支
配
下
で 、
か
れ
ら
が
生
き
残
れ
る
チャ
ン
ス
は 、
完
全
に
潜
伏
す
る
か、
あ
るい
は
オ
ラ
ン
ダ
やニ
ュ
l

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
亡
命

す
る
か
の
い
ず
れ
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
長
期
議
会
に
ピュ
ー
リ
タン
議
員
が
多
数い
た
の
は 、
勅
許
な ロ
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し
に
はニ
ュ
1

イ
ン
グ
ラ
ン
ドへ
の
移
民は
ま
か
り
な
ら
ぬ 、
と
い
う
ば
か
げた
奇
妙
な
迫
害
で
あっ
た一
六
三
四
年
の
枢
密
院
令の
せ
い

で
あ
り
ま
し
た。
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長
期
議
会
が
召
集
さ
れ
た
と
き 、
独
立
派
と
し
て
唯一
公
認
さ
れ
て
い
た
議
員
は
若
きヘ
ン
リ
1・

ヴェ
!
ン
卿
だ
け
で
し
た。
も
つ

と
も、
そ
の
と
き 、
か
れ
は
厳
密に
は
独
立
派
で
も
そ
の
ほ
か
の
い
か
な
る
分
派
に
も
属
し
て
い
な
かっ
た
の
で
す
が 。
パ
ク
ス
タ
l[一

六一
五
|

九一 、
ピュ
ー
リ
タ
ン
牧
師 、
ク
ロ
ム
ウェ
ル
軍
の
軍
隊
付
牧
師
と
な
る]
は 、
ヴェ
1
ン
が
儀
式
を
軽
視
し
て
い
る
と
し
て

嫌い 、
ヴェ
l
ン
は
自
分だ
け
の
分
派
を
作っ
て
い
る
と
し
て
い
ま
し
た
が 、
ヴェ
1
ン
が
代
表し
て
い
た
の
は 、
実
は
独
立
主
義
そ
の
も

の
で
あっ
た
の
で
す 。
と
こ
ろ
で
か
れ
の
思
想
の
な
か
に
は 、
そ
れ
だ
け
に
は
納
ま
り
き
れ
ない
思
想
の
流
れ
が
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
故
に

か
れ
の
思
想
に
は
研
究
に
値
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す 。
な
ぜ
な
ら 、
そ
れ
は[
クロ
ム
ウェ
ル
時
代
の]
共
和
国
に
お
い
て 、
苦
闘の
末に

短
期
間
の
う
ち
に
作
り
あ
げ
ら
れ
た
精
神
の
最
良
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す 。
「

隠
遁
者
の
黙
想」
や
「

癒
し
の
問い」
と
題
さ
れ
た
か

れ
の
現
存
す
る
論
稿の
な
か
に 、
ま
た
か
れ
の
同
時
代の
伝
記
作
者
で
あ
る
サ
イ
ク
ス
が
保
存
し
て
い
た
ほ
か
の
著
作
か
ら
の
抜
粋の
な
か

に 、
き
わ
め
て
精
妙
な
言
葉づ
か
い
と
聖
書
の
寓
話
的
解
釈に
よ
る
精
神
的
な
熱
意に
よ
る
驚
くべ
き
激
し
い
感
情
を
発
見
す
る
の
で
あ
り

ま
す 。
こ
れ
を
見
ま
す
と、
も
し
も
ヴェ
1
ン
の
天
賦の
才
能
が 、
政
治
家
と
し
て
の
も
の
で
な
く 、

詩
人
の
も
の
と
し
て
発
揮
さ
れ
て
い

た
ら 、
か
れ
は
ミ
ル
ト
ン
の
好
敵
手
に
なっ
て
い
た
に
違い
な
い
で
あ
り
ま
しょ
う 。
バ
ク
ス
タ
1

は
聖
徒
ら
し
さ
を
身
に
つ
け
て
い
て 、

か
れ
の
ヴェ
1
ン
評
は
聖
職
者
と
し
て
の
視
点
を
超
え
る
こ
と
は
な
かっ
た
わ
け
で
す
が 、
ヴェ
1
ン
の
教
義
の
霊
的
側
面
と
い
う
よ
り

は 、
か
れ
の
言い
た
い
結
論
を
表
現
し
て
い
る
と
とっ
て
い
い
の
で
す 。
「

ヴェ
1
ン
の
不
幸
は 、
か
れ
の
教
義
が
き
わ
め
て
不
明
確
に
構

成
さ
れ
て
い
て 、
ま
た、
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
に 、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
て 、
本
当
の
弟
子
が
ま
ずい
な
い 、
と

い
うこ
と
で
あ
り
ま
す 。
ス
テ
リ
l

氏
も
ヴェ
1
ン
と
同
意
見
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が 、
ス
テ
リ
1

氏
は
そ
の
著
作
の
な
か
で
自

分
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
せ
ん
し、
そ
の
説
教
が
難
解
で
あ
る
こ
と
で
有
名(ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン・
ラ
ド
ヤ
!
ド

卿
の
言
う
「こ

の

世に
は
高
す
ぎ 、
か
の
世に
は
低
す
ぎ
る
乙
で
あ
り 、
そ
の
た
め
ス
テ
リ
1

氏
の
説
教
か
ら
学ぶ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く 、

虚
飾
と
不
毛



が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
う
ま
く

結
合
さ
れ
た
も
の
は
か
つ
て
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す」
(
聖
職
者
に
か
ん
す
る
皮
肉) 。
「

あ
る
人
は 、

難
解
さ
は 、
ヴェ
1ン
自
身
が[
聖
書の
教
義
を]
理
解
し
て
い
ない
せ
い
だ
と
し
て
い
ま
す
が 、
別
の
人
は
こ
れ
ら
は
意
図
的
な
も
の
だ、

と
し
て
お
り
ま
す 。
な
ぜ
な
ら
ヴェ
1
ン
は
必
要
な
と
き
に
は
明
瞭
に
話
すこ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
り
ま
す 。
か
れ
が 、
最
大
の
成
功
を

お
さ
め 、
明
断に
語っ
た
二
つ
の
講
義
は 、
良
心
の
普
遍
的
な
自
由
を
求
め 、
宗
教
に
た
い
す
る
為
政
者
の
介
入
に
熱
意
を
込
め
て
反
対
し

て
い
る
請
願
で
あ
り 、
そ
の
内
容
は 、
「

ガ
ウ
ン
を
ま
とっ
た
奴」

「
聖
職
者」
と
か、
そ
の
他
の
非
難の
意
を
込
め
た
語
で
牧
師
職

と
か

を
やつ
け
る
こ
と
を 、
か
れ
の
仲
間た
ち
に
教
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た」
(同ミ企ミ宮内
句。江町ミ
ミ
ミ
ゐ-
a) 。

良
心
の
自
由
を
重
視
し、
聖
職
者
の
権
威
主
義
を
認
め
ない
と
い
う
ヴェ
l
ン
の
熱
情は 、
マ
サ
チュ
ー

セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
の
総
督
と
な

っ
た
と
き
に
早
く
も
役立っ
て
お
り
ま
す 。
ヴェ
l
ン
は 、
当
時 、
もっ
と
も
成
功
し
た
こ
の
宮
廷
人
の
長
男
で
あっ
た
の
で
す
が 、
少
年

時
代に
す
で
に
そ
の
境
遇
に
ふ
さ
わ
し
く
ない
精
神
を
もっ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す 。
そ
れ
に
つ
い
て
は 、
の
ち
に
絞
首

台[
反
逆
罪
で
王
政
復
古
後
の一
六
六二
年
に
処
刑
さ
れ
る]
の
上
に
立っ
た
と
き
の
ヴェ
1
ン
の
言
葉
か
ら
分
か
り
ま
す 。
二
四・
五

必め
hり

歳
の
頃:::
私
が
こ
の
世に
い
る
あい
だ
だ
け
で
も、
永
遠
の
命
に
あ
ず
か
る
者
と
さ
れ
る
よ
うに:::
神の
み
子
を
私の
な
か
に
顕
わ
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
に
よ
り:::

神は
悔い
改
め
の
基
礎
あ
るい
は
土
台
を
私の
な
か
に
置い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た」 。

そ
う
し
た
考
え
を
もっ
た
ま
ま
に 、
ヴェ
l
ン
は 、
オッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学へ
の
入
学
を
試
み
ま
し
た
が 、
そ
の
さ
い
国
王
至
上
権
を

認
め
る
誓
約
を
拒
否
し
た
た
め
に
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
の
後
か
れ
は 、
ジュ
ネ
ー

ブ
で
し
ば
ら
く
時
を
過
ご
し、
帰
国
し
て
も、

か
れ
は
国
教
を
信
奉
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で 、
宮
廷
人
の
あい
だ
で
不
興
を
買い 、
そ
の
た
め
ロ
1
ド
は
権
力づ
く
で 、
ヴェ
1
ン
の
誤

っ
た
考
え
を
た
だ
す
た
め
の
特
別
な
会
議
を
聞
き
ま
し
た。
そ
の
結
果
が
最
終
的
に
ど
う
なっ
た
か
に
つ
い
て
は
あ
る
宮
廷
聖
職
者
の
次

の
言
葉に
もっ
と
も
よ
く

言い
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す 。
「

検
査
院
長
官
ヴェ
1
ン
氏
の
長
男は 、
か
れ
の
良
心
と
祖
国 、
お
よ
び
父
親
が
残

し
て
く

れ
て
い
た
財
産
を
残
し
て[
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を]
去っ
て
い
っ
た。
か
れ
は 、
ま
だ
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
あっ
た
が 、
そ
の
良
心
の

故
に 、
残
り
の
生
涯
を
過
ご
す
た
め
に
ニ
ュ
!

イ
ン
グ
ラ
ン
ドヘ

旅
立っ
た。
か
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
聖
餐
を
受
け
る
こ
と
を
断っ
た。 の
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膝
ま
ず
か
な
い
で
聖
餐
式
を
執
行
し
て
く

れ
る
人
を
見つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
かっ
た
か
ら
で
あ
る 。
か
れ
は
ラ
イ
デン
で
教
育
を
受
け

，.AV3、
ふれ
予刀

そ
の
さい
ナ
タ
ナエ
ル・
リッ
チ
卿
と
ピ
ム
氏[一
五
八
四
l一

六
四
三 、
長
期
議
会
の
指
導
者 。

82 

一
六
三
O
年
か
ら
四
O
年
に
か

け
て 、
北
ア
メ
リ
カ
植
民に
従
事]
が 、
ヴェ
l
ン
に
か
れ
ら
の
方
式
に
も
と
づ
い
た
信
仰
方
法
を
与
え
た 、
と
私
は
聞い
て
お
り
ま
す」

(MH
S也ザ
ミぱ
UNE
PH--)・品。ω・)。
そ
れ
よ
り
以
前
の
ア
メ
リ
カへ
の
航
海の
途
中
で 、
ヴェ
1
ン
は
そ
の
頑
固
さ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
残

し
て
こ
な
かっ
た
こ
と
に
す
で
に
気
が
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す 。
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
[一
六
O
九
|

七
四 、
イ
ギ
リ
ス
の
王
党
派・
政

治
家 、
王
政
復
古
後 、
国
政
を
指
導 、
フ
ラ
ン
ス
亡
命
中に
『

内
乱
史』
を
完
成]
に
よ
れ
ば 、
ヴェ
l
ン
は 、
「

か
れ
に
は
な
に
か
非
凡

な
才
能
が
あ
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
尋
常
で
は
ない
容
貌の
持
主」
で 、
長
髪
か
つ
明
る
く

輝い
た
顔
付
き
を
し、
眼
で
さっ
と
見
る
と
い

う
風
で
は
な
く 、
眼
の
奥
か
ら
じっ
と
見つ
め
る
と
い
っ
た
よ
う
な
表
情
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す 。
「

か
れ
の
気
質
は
か
ん
し
ゃ
く

持
ち
と
陰
うっ
さ
と
い
う
強
烈
な
混
合
物
で
あっ
た」
と
い
うこ
と
で
す 。
こ
の
よ
う
な
「

か
れ
の
奇
妙
な
人
間
像」
と
生
ま
れ
つ
き
の
高

い
身
分
は 、
「

か
れ
と
乗
り

合
わ
せ
た
乗
客
た
ち
の
ね
た
み
を
買い
ま
し
た。
し
か
し
初
め
は 、
キ
リ
ス
ト

の
香
り
な
ど
な
い
と
思
わ
て
い

れ
た
か
れ
が 、
す
ぐ
に
そ
の
香
り
を
多
す
ぎ
る
ほ
ど
に
運
び
込
む
人
物
で
あ
る
と
わ
かっ
た
の
で
し
た」
(

同ど
h
$

s
h
b
s
s

ミ
辺
、

同Sミ
ぎ
ミw
s
。。。
持σ∞
日}日夕司・∞w
-w円山・
5GN・) 。
こ
の
こ
と
は 、
ア
ン・
ハ
チン
ソ
ン[一
五
九一
ーー一

六
四
三]
事
件
に
さ
い
し
て 、

十
分
に
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た。
そ
の
と
き
ヴェ
1ン

は
わ
ず
か一一
三
歳
で
し
た
が 、
到
着
す
る
と
す
ぐ
に
マ
サ
チュ
ー

セ
ッ
ツ
湾
植
民
地

か
れ
は 、
聖
職
者
が
分

コ
モ
ン
ウェ
ル
ス

派
主
義
と
呼
ん
で
い
る
精
神
と
直
接
的
関
係
を
もつ
こ
と
に
な
り
ま
し
た。
こ
う
し
た
経
験
を
通
じ
て
ヴェ
1
ン
は 、
革
命
期
の
共
和
国
の

の
総
督に
選
ば
れ
た
の
で 、
こ
の
事
件
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
こ
の
事
件
を
通
じ
て 、

も
と
で 、
分
派
主
義
の
代
弁
者
兼
擁
護
者
と
な
る
の
で
す 。
で
は 、
こ
こ
で 、
こ
の
精
神
と
は
な
ん
で
あっ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
しょ
う 。
わ
た
く
し
は
す
で
に
信
仰
と
は 、
崇
高
な
ル
タ
1

派
的
精
神の
高
み
に
立
つ
と
い
う
意
味
で 、
そ
れ
は 、
無
限
の
神

と
の
結
合
を
自
覚
し
つ
つ 、
有
限
で
相
対
的
な
すべ
て
の
魂
を
取
り

込
む
こ
と
だ、
と
し
て
描
写
し
て
まい
り
ま
し
た。
も
し
そ
う
呼
び
た

け
れ
ば 、
か
な
り
ゆ
る
や
か
な
考
え
方
と
で
も
言い
ま
しょ
う
が 、
こ
う
し
た
考
え
方
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
原
理
か
ら 、
一
七
世
紀に
熱



狂
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
分
派
す
な
わ
ち 、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ア
ン
[
神の
啓
示
を
受
け
て
無
償
の
恩
恵
に
よっ
て
キ
リ
ス
ト

の
霊
を
体
験
し
再
生
し

た
者
は 、
心
の
う
ち
に
目
に
見
え
ない
神の
律
法
を
もつ
の
で 、
外
的
な
法
制
度
と
し
て
の
律
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
ない
と
主
張
し
た]

や
フ
ァ
ミ
リ
ス
ト[一

六
世
紀
後
半
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
組
織
さ
れ 、
神の
直
接
の
啓
示
を
聖
書
以
上
に
重
視
し
た]
や
シ
1

カ
1

[一
七
世
紀
は
じ
め
に 、
聖
礼
典
や
説
教
な
ど一
切
の
教
会
制
度
を
権
威
の
な
い
も
の
と
し
て
し
り
ぞ
け 、
キ
リ
ス
ト

の
霊
の
神
秘
を
直
接

に
体
験
し
た
者
の
み
が
真の
牧
師
の
資
格
を
有
す
る
と
考
え
たて
クエ
ー

カ
ー[

ジョ
ー

ジ・
フ
ォ
ッ
ク
ス(一
六二
四
|

九一)
に
よっ

て
創
始
さ
れ 、
信
徒
個
人
の
「

内
な
る
光」
や
神
か
ら
の
直
接
的
な
霊
感
を
重
ん
じ
た]
な
ど
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
恐
ら
く 、

私

か
れ
ら
を
理
解
す
る
に
は
あ
ま
りに
も
遅
く

生
ま
れ
す
ぎ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん 。
利
害
ば
か
り
を
計
算
す
る
よ
う
な
「

同
じ
こ
と

を
繰
り

返
す
活
気
の
ない
生
活」
に
生
き
て
い
る
私た
ち
に
とっ
て
は 、
精
神
的
な
自
由
の
自
覚
が
最
初に
呼
び
醒
さ
れ 、
聖
書
を
は
じ
め

た
ち
は 、

て
民
衆
が
手
に
し
た
よ
う
な
時
代に
つ
い
て
は 、
思い
も
及
ば
ない
の
で
あ
り
ま
す 。
こ
こ
で
は 、
神
と
結
合
す
る
こ
と、
ま
た
神
を
認
識

す
る
こ
と
が 、
直
接
的
か
つ
自
覚
的
に
な
さ
れ 、
し
か
も
惜
し
み
な
く 、
だ
れ
に
も
妨
害
さ
れ
ず 、
ま
た
制
限
も
さ
れ
ない
も
の
と
し
て
約

束
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た。
他
方
で
そ
こ
に
は 、
神
と
の
交
わ
り
を
渇
望
す
る
精
神
が
あ
り
ま
し
た。
人
び
と
が
こ
の
よ
う
な
生
き
方
を

す
る
こ
と
に
だ
れ
が
反
対
で
き
た
で
しょ
う
か。
そ
の
時
代
の
人
び
と
が 、
神か
ら
差
し
だ
さ
れ
た
豊
か
な
恩
恵
を
深
く

飲
み
込
み 、
律
法

と
道
徳
の
縛
り
が
解
け
た
よ
うに
感
じ 、
ま
た
神の
顕
現
||

そ
れ
が
成
就
す
る
と
き
に
は
人
は
そ
の
課
さ
れ
て
い
る
義
務
か
ら
解
き
放
た

れ
る
ll

が
す
で
に
達
成
さ
れ
た、
と
感
じ
た
と
し
て
も、
不
思
議
は
な
かっ
た
の
で
す 。
分
派
主
義
者
の
夢は 、
思
想
を
抑
え
る
感
情
が

動
き
ゆ
く

世
を
「

永
遠
の
相
の
も
と
に」
眺
め
る
と
い
う
哲
学
的
幻
想
を
抑
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
は
こ
の
世に
お
け
る

神の
み
わ
ざ
が 、
歓
喜
と
確
信
の
な
か
で 、
い
よい
よ
近
く

成
就
の
時
を
迎
え
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た。
そ
の
考
え
の

弱
点
は 、
外
的
な
実
現
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
無
価
値
で
あ
る
宗
教
生
活
を 、
内
的
で
瞬
時
的
な
直
観の
う
え
に
構
築
し
よ
う
と
し
た
こ
と

に
あ
り
ま
し
た。

よ
く
あ
る
典
型
的
なハ
チ
ン
ソ
ン
夫
人
の
ア
ン
チノ
ミ
アニ
ズ
ム
の
異
端
の
歴
史
を
精
査
す
る

そ
の
こ
と
を
知
る
の
に 、

必
要
は
あ
り
ま
す
まい 。
ハ
チン
ソ
ン
夫
人
の
ア
ン
チノ
ミ
アニ
ズ
ム
は 、
外
的
な
行
為
や
し
る
し
を
と
も
な
わ
ない
個
人
の
魂
と
神
と
の

グリーン 「イギリス革命講義J (1) 83 



霊
的
な
交
わ
りの

意
識
の
表
明
で
あ
り
ま
す 。
そ
の
教
義
は 、
聖
化 、
す
な
わ
ち
聖
な
る
生
活
は
義
認
の
あ
か
し
と
は
な
ら
ない 、
と
い〉つ

考
え
で 、
そ
の
考
え
は 、
聖
霊
の
本
質
と
働
き
に
つ
い
て
の
異
端
的
な
考
え
方
に
導
くこ
と
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す 。
こ
の
こ

84 

と
は 、
恐
ら
く

実
際
に
は 、
夫
人
が
外
的
な
き
び
しい
規
則
の
も
と
に
育
て
ら
れ、
そ
れ
に
た
い
し
て
反
援
し
た
結
果
で
あっ
た
と
い
え
ま

ーレレ4m〉つノ 。
そ
し
て 、
も
し
も
夫
人
が
こ
の
こ
と
を
もっ
て 、
ピュ
ー
リ
タ
ン
牧
師
た
ちへ
の
攻
撃
道
具
と
し
て
用い
な
かっ
た
ら(こ
の
こ

と
に
お
い
て
も
夫
人
は 、
共
和
国
に
お
け
る
分
派
の
行
動
を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
す
がて
迫
害
を
免
れ
た
に
違い
ない
と
思
わ
れ
ま
す 。

植
民
地
に
お
い
て
は 、
平
信
徒
が
日
曜
日
に
聴い
た
説
教
を
解
釈
し
補
強
す
る
訓
練
を
毎
週
お
こ
な
うこ
と
が
習
慣
と
なっ
て
い
ま
し
た。

ハ
チン
ソ
ン
夫
人
も、
女
性の
た
め
の
そ
の
よ
う
な
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が 、
不
幸
な
こ
と
に 、
夫
人
は
す
ぐ
さ

ま 、
そ
れ
を
敵
対
的
な
批
判に
変
え
た
た
め 、
厳
格
な
信
仰
者た
ち
の
怒
り
を
買っ
て
し
まい 、
夫
人
は
異
端
者
と
し
て
死
刑
を
要
求
さ
れ

ま
し
た。
ヴェ
1ン

は 、
夫
人
を
弁
護
し
た
た
め 、
か
れ
は
ボ
ス
ト
ン
の
人
び
と
に
は
支
持
さ
れ
て
い
ま
し
た
が 、
毎
年
毎
に
お
こ
な
わ
れ

た
総
督
選
挙に
さ
い
し
て
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ[一
五
八
八
一
六
四
九 、
マ
サ
チュ
ー

セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
の
総
督
と
な
り 、

植
民
地
の
開
発

に
努
め
た]
に
敗
北
し
た
の
で 、
そ
の
後
す
ぐ
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ドヘ

帰
国い
た
し
ま
し
た。
もっ
と
も
そ
れ
は 、
ロ
ジ
ャ
l・

ウィ
リ
ア
ム

ズ
三
六
O三
頃
l

八一 、
ロ
ー
ド・
ア
イ
ラ
ン
ド

植
民
地
の
建
設
者]
が 、
イ
ン
ディ
ア
ン
た
ちへ
の
ヴェ
1
ン
の
影
響
力に
よっ
て
ロ

ー
ド・
ア
イ
ラ
ン
ド
に
定
住
地
を
獲
得
し、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト

教
史
上
初
め
て
完
全
な
思
想
の
自
由
の
基
礎
の
う
え
に
政
治
社
会
を
築い
た

の
ち
の
話
で
す
が 。
ハ
チン
ソ
ン
夫
人
は
ロ
!
ド・
ア
イ
ラ
ン
ド
に
避
難
地
を
求
め
ま
し
た
が 、
そ
こ
で
も
か
の
女
は 、
聖
職
者
た
ち
に
よ

っ
て 、
魔
法
使い 、
悪
魔
と
の
交
信
者
と
い
うい
ま
わ
し
い
話
を
し
つ
こ
くい
い
ふ
ら
さ
れ
て
悩
ま
さ
れ
ま
し
た。
そ
し
て 、
パ
ク
ス
タ
ー

は
そ
れ
ら
の
話
を
信
じ
込
ん
で 、
か
の
女
に
敵
意
を
も
ち 、
イ
ン
ディ
ア
ン
た
ち
が
か
の
女
を
殺
害
し
た
残
酷
な
行
為
を
天
の
裁
き
と
捉
え

て
な
ん
ら
恥
じ
る
こ
と
が
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま
す 。

私
が 、
以
上
の
物
語
を
し
ば
ら
く
の
あい
だ
い
た
し
ま
し
た
の
は 、
こ
の
話は
クロ
ム
ウェ
ル
の
実
践
面
で
の
天
賦
と
厳
格
な
目
的
意
識

を
もっ
て
し
で
も、
共
和
国
の
悲
劇
を
抑
え
き
れ
な
かっ
た
か
の
ピュ
ー
リ
タ
ン
闘
争
の
現
実
に
や
や
か
か
わ
る
か
ら
な
の
で
あ
り
ま
す 。



こ
こ
で
私た
ち
は 、
ピュ
ー
リ
タン
の
情
熱か
ら
発
す
る
必
然
的
な
成
り

行
き
の
末に 、
人
が
世
俗
的
な
束
縛か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
き
に

は 、
分
派
的
な
情
熱
が
産
み
だ
し
た
子
供に
とっ
て 、
そ
の
子
が
授
乳
を
拒
否
さ
れ
捨
て
子
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
見い
だ
す
の
で
あ
り
ま

す 。
私た
ち
は 、
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
の
調
整
の
う
え
に
で
は
な
く 、

意
見
の
統一
の
う
え
に
築
か
れ
た
社
会
に
み
ら
れ
る
裂
け
目
を
み
る
と

き 、
そ
れ
が
い
か
に
致
命
的
な
も
の
に
な
る
か
が
推
測
で
き
ま
す 。
す
な
わ
ち 、
少
数
派
が
突
然
作
り
あ
げた
イン
グ
ラ
ン
ド
の
共
和
国
の

よ
うに 、
追
放
さ
れ
た
子
ど
も
が
避
難
所
を
みつ
け
る
こ
と
の
で
き
る
余
地
が
無
限に
あ
る
新
し
い
固
と
し
て
で
は
な
く 、
そ
の
共
和
国に

お
い
て
無
視
さ
れ
て
は
い
る
が 、
抑
圧
す
る
こ
と
も
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も
で
き
ない
古
く

か
ら
あ
る
勢
力
が
存
在
し、
ま
た
武
力
を
誇

り
と
す
る
年
老い
た
ご
う
慢
な
人
び
と
が
い
る
が 、
社
会
は
か
れ
ら
を
支
配は
す
る
が 、
か
れ
ら
の
代
表
と
は
な
ら
ない
と
宣
言
す
る
ば
あ

い
で
あ
り
ま
す 。
ヴェ
l
ン
の
精
神は 、
はっ
き
り
と
両
方
の
党
派
か
ら
独
立
的
で 、
い
ず
れ
の
党
派
に
も
ふ
さ
わ
しい
も
の
を
与
え
る
と

い
う
強い
原
則
を
守っ
て
は
い
ま
し
た
が 、
い
ず
れ
か
の
側
と
妥
協
す
る
こ
と
に
よっ
て
そ
の
原
則
が
不
明
確
に
な
り 、
あい
ま
い
に
な

る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
弱
点
も
あ
り
ま
し
た 。
以
上
の[
非
妥
協
的
な]
原
則
は 、
長
老
派
と
衝
突
し
た
さ
い
の
独
立
派
の
す
ぐ
れ
た
特

性
と
なっ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が 、
そ
の
原
則
の
内
容に
つ
い
て
は 、
私は 、ヴェ
1
ン
の
考
え
か
ら
説
明い
た
し
ま
しょ
う 。

わ
ざ

か
れ
の
考
え
に
よ
り
ま
す
と、
創
造
の
業
は 、
時
間
的
に
い
え
ば
父
な
る
神
が
永
遠
の
み
子
を
生
ん
だ
過
程
を
反
映
し
た
だ
け
の
も
の

で 、
そ
れ
は
二
つ
の
要
素
を
ふ
く
ん
で
お
り
ま
す 。
ひ
と
つ
は
天
や
光
に
よっ
て
代
表
さ
れ
る
純
粋に
霊
的
な
い
し
天
使
的
な
要
素
で
あ

か
た
ち

そ
し
て
神の
像
と
し
て 、
ち
りか
ら
造
ら
れ

り 、
他
方
は
地
に
よっ
て
代
表
さ
れ
る
物
質
的
お
よ
び
動
物
的
な
要
素の
こ
と
で
あ
り
ま
す 。

た
人
間は 、
以
上
の
二
つ
の
要
素
を
ふ
く
ん
で
お
り 、

人
間の
歴
史
は 、
理
性
的
意
志
と
い
う
決
定
的
な
賜
物
が
な
け
れ
ば 、
動
物
的
な
状

態
に
過
ぎ
ない
の
で
あ
り
ま
す
が 、
人
間は
そ
の
状
態
か
ら
純
粋に
天
使
的
な
霊
的
生
活へ
と
進
行
す
る
の
で
あ
る
と、
ヴェ
l
ン
は
考
え

て
い
ま
し
た 。
す
な
わ
ち 、
ヴェ
l
ン
は 、
こ
の
霊
的
生
活
を 、
天
使
的
な
「

完
全
に
霊
的
で
あ
り 、
内
的
で
か
っ
き
わ
め
て
崇
高
で 、
直

観
的
か
つ
包
括
的
な
感
覚
の
運
動
か
ら
な
る
生
活」
と
し
て
描い
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す 。
ヴェ
l
ン
は 、
聖
霊
を
光
あ
る
い
は
「

燃
え
つ

く
す
火」
の
姿
の
も
と
で
扱い
な
が
ら 、
こ
の
霊
的
上
昇の
過
程
を 、
外
的
感
覚に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
体
は
燃
え
つ
く
し
つ
つ
分
解
し
つ
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つ
あ
る 、
地
上
に
お
け
る
魂
の
仮の
宿
が
破
壊
さ
れ
る
姿
と
し
て
描
写
し 、
他
方
で
そ
れ
は
天
に
由
来
す
る
も
の
が 、
じよ
じよ
に
身
に
つ

い
て
い
く

過
程
で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
し
た。
人
間の
良
心
の
発
展
過
程
は
三
つ
の
主
要
な
段
階
か
ら
成
り
ま
す
が 、
こ
れ
ら
を
ヴェ
1
ン

86 

は
自
然
的
良
心 、
法
的
良
心 、
福
音
的
良
心
の
発
展
と
し
て
描い
て
お
り
ま
す 。
自
然
的
良
心
と
は 、
そ
こ
に
は
い
ま
だ
法
が
な
く 、
自
分

た
ち
自
身
が 、
自
然
に
よっ
て[
生
来]
自
分
た
ち
に
た
い
し
て
課
す
る
法
で
あ
る
と
す
る
人
び
と
の
考
え
方
で
あ
り
ま
し
た。
そ
し
て 、

そ
の
法
が 、
世
間ふ
つ
う
で
い
う
権
利
と
義
務
の
源
泉
で
あ
り
ま
す 。
「

正
し
い
法
の
源
泉
は
人
間
の
本
性の
な
か
に
存
し、
人
間
存
在
そ

の
も
の
か
ら
成
り
立っ
て
お
り
ま
す」 。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
法
の
内
容
は 、
為
政
者
の
権
威
の
源
泉
で
あ
る
と
同
時
に 、
そ
の
権
威
を
限
界

づ
け
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す 。
ま
た、
法
的
良
心
は 、
キ
リ
ス
ト

教
徒の
儀
式
と
教
義
の
源
泉
で
あ
り
ま
す 。
法
的
良
心
は
思
恵
を
約
束
す

る
擁
護
者
た
ち
に
も、
そ
の
敵
対
者
た
ち
に
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
こ
の
こ
と
は 、
キ
リ
ス
ト

教
徒
が 、
ま
た
支
配
や
文
字
や
特
権

に
執
着
し
て
い
る
段
階
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す 。
と
い
う
わ
け
で 、
法
的
良
心
に
も
そ
れ
自
体
の
価
値
は
あ
り
ま
す
が 、
福
音
的
良

心
に
は
及
ば
ない
の
で
あ
り
ま
す 。
福
音
的
良
心
は 、
人
間
の
霊
が
外
面
的
な
欲
望
と
儀
式
に
苦
し
ん
だ
あ
と
で 、
キ
リ
ス
ト

の
死
と
復
活

に
会
わ
さ
れ、
神
と
「

崇
高
で
直
観
的
で
包
括
的
な
交
わ
り」
を
もっ
段
階
に
至っ
た
の
で
あ
り
ま
す 。

こ
の
種の
教
義
は 、
神
知
学[
人
間
的
な
すべ
て
の
知
識
や
認
識
能
力
を
こ
え
て 、
神
秘
的
な
啓
示
や
直
観に
よっ
て
神
と
直
接に
交
わ

り 、
そ
の
奥
義
を
き
わ
め
よ
う
と
す
る
も
の]
的
お
よ
び
宇
宙
発
生
論[
宇
宙
の
起
源
発
生
に
関
し
て
な
さ
れ
る
神
話
的
解
釈]
的
思
索
の

研
究
者に
とっ
て
は 、
よ
く

知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す 。
ヴェ
1
ン
が
外
国
旅
行
中
に
ヤコ
ブ・
べ
l

メ[一
五
七
五
ー一

六二
四 、
ド

イ
ツ
の
哲
学
者 、
神
秘
的
な
汎
神
論
と
自
立
哲
学
と
を
接
合
し
た]
の
著
作に
出
会っ
た
か
ど
う
か
確
言
で
き
ま
せ
ん
が 、
ヴェ
l
ン
とべ

ー
メ
の
教
義
内
容
に
は
き
わ
め
て
近い
も
の
が
あ
り
ま
す 。
私
た
ち
に
とっ
て
こ
の
教
義
の
興
味
深い
点
は 、
政
治
家
た
ち
が
熱
心
に
か
っ

確
信
を
もっ
て
活
動
し
て
い
た
時
代に
お
け
る
もっ
と
も
す
ぐ
れ
た
政
治
家に
よっ
て 、
そ
れ
が
実
際
の
政
治
運
営に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
ま
す 。
こ
の
よ
うに 、
こ
の
教
義
が
政
治
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
は 、
し
ば
し
ば
同
盟
関
係に
あっ
た
二
つ
の
階
層
ーー一

つ
は
煽

情
的
な
哲
学
者
た
ち
と、
も
う一
つ
は
聖
書に
お
け
る
救
済の
道
を
議
会
の
法
令の
な
か
に
求
め
て
い
た
神
学
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
り
ま
す



が
ーー

に
とっ
て
痛
手
と
な
る
障
害
物
と
な
り
ま
し
た。
ヴェ
1
ン
は 、
同
時
代
の
人
び
と
か
ら 、
儀
式
を
乗
り

超
え
た
者
と
呼
ば
れ
て
歓

迎
さ
れ
ま
し
た
が 、
ヴェ
1
ン
が
法
的
良
心
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
た
人
び
と
か
ら
は
当
然
に
気
に
入
ら
れ
な
かっ
た
の
で
あ
り
ま

す 。
と
こ
ろ
で 、
パ
ク
ス
タ
l

の
ヴェ
l
ン
評に
つ
い
て
は
す
で
に
引
用
し
た
通
り
で
あ
り
ま
す 。
自
分
た
ち
を
神
学
者
と
呼
ん
だ、
ヴェ

ー
ン
の
次
の
世
紀[一
八
世
紀]
の
法
律
家
た
ち
に
とっ
て 、
ヴェ
1
ン
は
な
か
な
か
理
解
し
が
た
い
人
物
で
あ
り
ま
し
た。
パ
1

ネッ
ト

[一
六
四
三
ー一

七一
五 、
グ
ラ
ス
ゴ
!

大
学
神
学
教
授 、
チャ
ー

ル
ズ
二
世
を
非
難
し、
ジェ
l

ム
ズ
二
世
の
即
位
に
反
対
し
て 、

ン
ダ
に
亡
命(一
六
八
五
年)
し、
名
誉
革
命
後
帰
国
し、
プロ
テ
ス
タン
テイ
ズ
ム
の
発
展に
貢
献
し
た]
は 、
「

ヴェ
l
ン
の
言
葉の
な

1P
こ、
1
l

 か
れ
の
真
意
を
見い
だ
せ
る
か
ど
う
か
確
か
め
よ
う
と、
時々
努
力
し
て
み
ま
し
た
が 、
そ
こ
に
到
達
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た。
そ
し
て
他
の
多
く
の
人
た
ち
も
同
じ
よ
うに
述べ
て
い
ま
す
の
で 、
ヴェ
1
ン
は
他
の
者
が
理
解
す
る
に
必
要
な
鍵
を
人
に
は
隠
し

て
い
た
と
考
え
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
ま
す」
(回Z
BZW
083
出.SF
H)・
さ∞wH∞ω∞ゅ
開口・)、
と
述べ
て
い
ま
す 。
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
は 、

ヴェ
l
ン
の
著
作
の
う
ち
の
何
冊
か
を
読
ん
だ
と
き
に 、
パ
l

ネッ
ト
よ
り
は
や
や
お
だ
や
か
な
態
度
で
ヴェ
l
ン
を
取
り

扱っ
て
い
ま

す 。
す
な
わ
ち 、
「

ヴェ
1
ン
の
著
作
の
な
か
の
論
稿
を
読
む
と、
ヴェ
1
ン
は
仲
間
の
う
ち
の
最
良
の
者
ーー

そ
の
仲
間
と
は
ミ
ル
ト
ン

の
友
人
た
ち
で
あっ
た
こ
と
を
思い
だ
す
必
要
が
あ
り
ま
しょ
う
ーー

よ
りは
る
か
に
す
ぐ
れ
た
才
能
を
示
す
ほ
ど
の
明
噺
さ
と
推
論は
見

出
さ
な
かっ
た」
と
述べ 、

「
ヴェ
1
ン
の
言
葉
は
あ
ま
りに
も
平
易
す
ぎ
て
そ
こ
に
意
味
を
見い
だ
す
こ
と

さ
ら
に
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
は 、

が
で
き
ず 、
ま
た
そ
の
主
題
は
き
わ
め
て
繊
細
す
ぎ
て
ふ
つ
う
の
人
聞
が
も
っ
思
考
と
は
違
う
別
の
種
類
の
思
考
を
準
備
し
て
お
く
こ
と

が
必
要
で 、

と
述べ
て
い
ま
す(
OR
g
含ロ
g
行
活ω
司
8
22
Z
EE-ロ
mP2w .
2

[一
七一
一
ーー

七
六 、
哲
学
者 、
歴
史
家]
は 、
そ
の
よ
う

恐
ら
く

別
の
種
類
の
食
事
も
必
要
で
あ
ろ
う」

心ロ。宮【回目ロ
任命
切なhsbpS
切ミ言ミ
ミS
SHA-
dmH口角川)WH∞ω∞・)。
ヒュ
!ム

な
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
の
ヴェ
1
ン
評
を
意に
介
せ
ず
に 、

「
議
会
活
動
上
の
才
能
と
仕
事
上
の

き
び
し
く
ヴェ
l
ン
を
批
判
し
て
お
り
ま
す 。

能
力
を
ほ
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
男の
著
作
が
死
後に
出
版
さ
れ
て
い
る 。
そ
れ
ら
は
すべ
て
宗
教
を
主
題
と
し
た
も
の
だ
が 、
まっ
た
く

理

解
不
能
な
内
容
で
あ
る 。

い
さ
さ
か
も、
雄
弁
や
常
識
の
片
りん
さ
え
見い
だ
せ
ない」
と。
こ
の
言
葉の
な
か
で

そ
れ
ら
の
な
か
に
は 、

オ
ラ
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目
立
つ
の
は 、
世
間の一
般
人
と
実
践
的
哲
学
者に
共
通
す
る
あ
る
種の
い
き
ど
お
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
す 。
そ
れ
は
こ
の
両
者
と
も
自

分
の
人
生
観に
照
ら
し
て
愚
か
者
と
判
断
し
た
人
物
が 、
決
し
て
愚
か
者
で
は
な
かっ
た 、
と
い
うこ
とへ
の
自
分
自
身に
た
い
す
る
い
き

88 

ど
お
り
で
も
あ
り
ま
し
た 。
し
か
し
な
が
ら
ヴェ
1
ン
は
か
れ
を
噺
笑
し
た
神
智
学
か
ら 、
あ
る
種
の
実
際
的
な
原
理
を
導
き
だ
し
て
お

り 、
そ
れ
ら
の
原
理
的
価
値
は
い
ま
で
は一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
て 、
ヴェ
1ン

以
前
の
政
治
家に
は
夢
想
だ
に
で
き
な
かっ
た
こ
と
で
あ

hノ
土品
1ν
私九 。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
明
確
な
発
言
力
を
も
と
う
と
し
て
苦
闘
し
て
い
る
宗
教
的
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
ば
あい 、
神
と
霊
に
つ

い
て
述べ
ず
に
優
美
な
言
葉
を
操
る
学
者
の
も
の
と
く
らべ
て 、
い
さ
さ
か
も
劣
る
も
の
で
は
ない
の
で
あ
り
ま
す 。




