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ジ
ョ
ン
・
オ
l
ウ
ェ
ン
の
説
教
に
つ
い
て
の
一
考
察

ー
ー
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
処
刑
翌
日
に
な
さ
れ
た
説
教
の
分
析
|
|

佐

野

正

子

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
説
教
の
役
割
と
特
徴

ジョン・オーウェンの説教についての一考察

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
、
特
に
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
説
教
の
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
は
、
余
り
日
本
で
は
認
識
さ

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
聖
職
者
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
説
教
は
、
神
の
啓
示
の
宣
言
と
し
て
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
ら
に
特
に
重
ん
じ
ら
れ
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
礼
拝
の
中
で
中
心
的
な
重
要
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
お
o

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
説

教
が
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ラ
l
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
釘
o

ハ
ラ
l
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
運
動
が
進
め
ら
れ
て
い
く
中
で
、
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
は
「
魂
の
改
革
」
と
い
う
特
徴
が
表
れ
て
き
た

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
魂
の
改
革
」
に
対
し
て
説
教
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
説
教
の
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
ト
出

g
当
ロ
の
可
足
立
た
S
N
U
3
R
P
S
h
吉

岡
p
h
N
S札

(ZJへW

5
0
0
)

や
、
の
・
円
問
、
仙
の

}
5
E
gロ
の
岡
、
H
h
u
p
H
U
3
R
Z
3
Qロ
弘
、
な
h
R
F
3
h
一
広
K51H白
斗

O
(
Z
J
F
H
C
N∞
)
と
い
う
こ
冊
の
小
書

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
簡
潔
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
説
教
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
初
め
て
本
格
的
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
説
教
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が
研
究
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
、

一
九
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
研
究

(
N
U
C
守
む

S
N
U
Q
之
5
5
S竹

3
5
3
3
母
、
£
号
同
認
診
V

Q
晃
司
Q
3
H
E
E
R
5
)
で
あ
る
。
そ
の
研
究
書
の
副
題
に
あ
る
よ
う
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の

研
究
は
、
一
六
四

O
年
か
ら
一
六
四
八
年
ま
で
の
長
期
議
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
説
教
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
よ
る
説
教
の
特
徴
を
見
て
み
る
と
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
聖
職
者
ら
が
行
な
っ
て
い
る
説
教
に
は
共
通
の
「
形
式
」
が
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見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
説
教
の
形
式
は
一
般
的
に
「
プ
レ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
エ
リ

ザ
ベ
ス
朝
時
代
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
指
導
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ

l
キ
ン
ズ
が
凶

Jph川
』
江
市
川

O
¥
旬、
ohuFRハス
p
h
u

。、Jk
山

凶

J18止
め
ぬ

8
5
C
1ミ
刃
向
忌
。

g
qミ

sh出

se件、刊誌
3
S号
、

sh凡
さ
丘
ぎ
忌

0¥N)ミ
号
、
N
S
h
に
お
い
て
説
い
た
説
教
の
形
式

が
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
ら
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
説
。

プ
レ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
と
は
ど
の
よ
う
な
形
式
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
を
幾
つ
か
に
区
切
っ
て
「
教
理
」

(
号
。
可
5
2
)
を
示
し
、
次
に
そ
の
「
根
拠
づ
け
」

(
5
8
0
5
)
を
行
い
、
最
後
に
「
適
用
」

(50)
な
い
し
「
応
用
」

(
8
1
F
g
t
oロ)

が
示
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

長
期
議
会
に
お
け
る
説
教
に
つ
い
て

一
六
四

0
年
代
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
草
命
期
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
議
会
派
と
王
党
派
に
分
か
れ
て
内
戦
が
行
わ
れ
、

一
月
に
は
国
王
処
刑
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
り
、
共
和
制
へ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
体
制
が
大
き
く
変
化
し
た
時
期
で
あ
る
。
政
治

的
指
導
者
た
ち
は
議
会
で
な
さ
れ
る
説
教
を
聞
き
、
神
学
的
ま
た
政
治
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ
て
草
命
を
推
進
し
て
い
っ
た
と
考

え
る
と
、
そ
の
時
期
に
聞
か
れ
て
い
た
長
期
議
会
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
説
教
が
議
員
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
と
言
え
る
で
あ
ろ

一
六
四
九
年



ジョン・オーウェンの説教についての一考察

う
。
こ
れ
ら
長
期
議
会
で
行
わ
れ
て
い
た
礼
拝
に
は
、
指
導
的
立
場
に
い
た
聖
職
者
が
説
教
者
に
選
ば
れ
て
い
た
が
、
特
に
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
国
教
会
を
改
革
す
る
た
め
に
議
会
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
!
神
学
者
会
議
に
出
席
し
て
い
た
聖
職
者
が
頻

繁
に
説
教
者
と
し
て
選
ば
れ
て
い
だ
o

そ
の
中
で
な
さ
れ
た
説
教
は
数
週
間
の
う
ち
に
印
刷
さ
れ
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
議
会
に
参
加

し
て
い
た
議
員
を
越
え
て
よ
り
広
く
読
ま
れ
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
推
進
力
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

長
期
議
会
で
は
、
毎
月
最
後
の
水
曜
日
に
は
議
会
に
隣
接
す
る
聖
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
教
会
に
議
員
が
集
ま
り
、
「
断
食
日
」
(
向
。
丘
ム
ミ
)

と
し
て
、
二
人
の
説
教
者
が
招
か
れ
て
礼
拝
が
大
切
に
守
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
「
感
謝
礼
拝
」

(
F
s
z
m
Z
E匂
)
も
し
ば
し
ば
持
た

れ
て
い
た
。
一
六
四

O
年
に
長
期
議
会
が
開
催
さ
れ
た
当
初
は
長
老
派
議
員
が
議
会
に
お
い
て
勢
力
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
説
教
に
招

か
れ
る
説
教
者
も
長
老
派
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
多
か
っ
た
が
、
革
命
が
進
む
中
で
議
会
軍
が
議
会
に
対
し
て
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、

軍
の
幹
部
が
独
立
派
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
独
立
派
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
ら
が
説
教
者
と
し
て
招
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
特
に
プ
ラ
イ
ド
の
パ

i
ジ
以
後
、
す
な
わ
ち
一
九
四
八
年
末
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
命
じ
ら
れ
た
プ
ラ
イ
ド
大
佐
が
登
院
し
て

く
る
議
員
の
う
ち
、
長
老
派
と
目
さ
れ
る
議
員
一
四

O
名
を
追
い
返
し
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
。
そ
し
て
軍
と
独
立
派
議
員
は
六

O

名
た
ら
ず
の
議
員
を
も
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
を
構
成
す
る
旨
を
決
定
し
た
。
こ
の
議
会
が
「
ラ
ン
プ
議
会
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
後
に
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
政
権
の
時
代
に
な
る
と
、
独
立
派
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
が
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
教
会
政
策
に
お
い
て
中
心
的

な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
独
立
派
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
中
で
最
も
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
重
ん
じ
ら
れ
た
の
が
ジ
ョ
ン
・
オ
l

ウ
ェ
ン
(
臼
O
F
ロ
0
4
0
P
5
5
1
5∞ω)
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
オ
l
ウ
ェ
ン
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
「
ジ
ョ
ン
・

オ
l
ウ
ェ
ン
は
議
会
の
説
教
壇
に
お
い
て
な
さ
れ
た
最
後
の
、
そ
し
て
と
て
も
重
要
な
説
教
者
で
あ
る
。
・
:
一
六
四

0
年
代
に
ウ
エ
ス

ト
ミ
ン
ス
タ
l
議
会
に
説
教
者
と
し
て
登
場
し
、
一
六
四
六
年
と
一
六
四
八
l
九
年
の
断
食
日
に
下
院
で
説
教
を
行
い
、
そ
の
後
ラ
ン

プ
会
議
に
お
い
て
も
特
別
な
機
会
に
説
教
を
し
て
い
る
占
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
オ
l
ウ
エ
ン
が
長
期
議
会
や
ラ
ン
プ
議
会
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に
お
い
て
重
要
な
説
教
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

216 

議
会
で
な
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
オ

l
ウ
ェ
ン
の
説
教

本
稿
で
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
説
教
の
特
徴
と
役
割
を
理
解
す
る
た
め
の
一
考
察
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
オ

1
ウ
ェ
ン
の
一
つ
の
説
教
を
取

り
上
げ
、
そ
の
分
析
を
試
み
た
い
。
オ
l
ウ
ェ
ン
の
説
教
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
命
を
推
進
し
て
い
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
指

導
者
自
身
が
、
目
の
前
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
草
命
を
ど
う
神
学
的
に
捉
え
解
釈
し
て
い
る
か
、
ま
た
翌
子
的
概
念
に
よ
っ

て
歴
史
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
説
教
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
と
い
う
同
時
代
史
が
聖
書
を
用
い
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
オ
l
ウ
ェ
ン
の
説
教
に
は
彼
の
歴
史
神
学
が
表
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ク
イ
ー
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
、

ジ
ョ
ン
・
オ

I
ウ
ェ
ン
の
生
涯
を
概
観
す
る
と
、
オ

I
ウ
ェ
ン
は
二
ハ
一
六
年
に
生
ま
れ
、

一
六
三
五
年
に

ζ
・
〉
・
を
受
け
る
。
し
ば
ら
く
ロ
パ

l
ト
・
ド
i
マ
l

一
六
二
二
年
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

一
六
三
二
年
に
∞

-
P、

や
ラ
ヴ
レ
l
ス
卿
の
私
牧
師
を
し
た
後
、

一
六
四
二
年
ご
ろ
エ
セ
ッ
ク
ス
州
フ
ォ

l
ダ
ム
の
教
区
牧
師
と
な
る
。
い
く
つ
か
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
表
わ
し
始
め
て
、
次
第
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
神
学
者
と
し
て
の
名
声
を
高
め
て
い
っ
た
。
一
六
四
六
年
四
月
二
九
日
に
初
め
て

長
期
議
会
の
下
院
に
招
か
れ
て
「
変
わ
ら
ぬ
自
由
な
恩
寵
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
題
で
説
教
を
行
い
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
下
院
や

軍
会
議
な
ど
に
説
教
者
と
し
て
招
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
六
四
九
年
四
月
一
九
日
に
下
院
で
行
な
っ
た
オ

I
ウ
ェ
ン
の
説
教
を
ク
ロ

ム
ウ
ェ
ル
が
聴
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
へ
の
遠
征
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
従
軍
牧
師
と
し
て
参
加
し
た
。
そ
の
後
一
六
五
一
年
三
月
に
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ク
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ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
と
い
う
コ
レ
ッ
ジ
の
学
長
と
な
り
、
翌
年
九
月
に
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
も
と
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
副

総
長
と
な
っ
て
、
草
命
中
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
再
建
に
尽
く
し
た
。
ま
た
一
六
五

0
年
代
に
は
プ
ロ

テ
ク
タ
ー
(
護
民
官
)
に
就
任
し
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
宗
教
的
助
言
者
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
教
会
体
制
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
革
命
政
府
の
宗
教
上
の
代
弁
者
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
義
上
の
論
争
を
行
な
っ
た
。
一
六
五
八
年
の
サ

ヴ
ォ
イ
宗
教
会
議
で
は
、
ト
マ
ス
・
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
ら
と
会
議
の
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
独
立
派
の
信
仰
箇
条
で
あ
る
サ
ヴ
ォ
イ

宣
言
を
起
草
す
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
死
後
、
一
六
六

O
年
に
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
・
コ
レ
ッ
ジ
を
退
き
、
故
郷
ス
タ
ッ
ダ
ム
へ

引
退
し
、
王
政
復
古
後
の
反
動
の
中
で
厳
し
い
弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
説
教
を
続
け
、
多
く
の
著
作
を
執
筆
す
る
。
復
古
後
も
独
立
派

の
宗
教
的
代
表
者
と
し
て
、
宗
教
的
寛
容
を
主
張
し
つ
づ
け
、
弾
圧
犠
牲
者
へ
の
救
援
な
ど
に
尽
力
し
、
一
六
八
三
年
八
月
に
六
七
歳

で
世
を
去
つ
が

)
O

ジ
ョ
ン
・
オ

1
ウ
エ
ン
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
に
お
い
て
も
そ
し
て
王
政
復
古
後
に
お
い
て
も
独
立
派
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
の
指
導
者
と
し
て
の
歩
み
を
続
け
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ン
・
オ
l
ウ
エ
ン
の
説
教
分
析
に
入
る
前
に
、
彼
の
印
刷
さ
れ
た
説
教
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
著
作
集
第
八
巻
に
は
、

彼
の
生
前
に
印
刷
さ
れ
た
一
六
の
説
教
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
二
の
説
教
が
一
六
六

O
年
以
前
に
な
さ
れ
、
そ
の
中
の
九

つ
の
説
教
は
議
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
六
四
六
年
の
第
一
次
内
戦
の
終
結
の
頃
か
ら
一
六
五
三
年
の
長
期
議
会
解
散

ま
で
に
は
、
議
会
の
下
院
で
入
国
説
教
を
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
六
つ
の
説
教
は
数
週
間
の
う
ち
に
印
刷
さ
れ
、
他
の
一
つ
は
彼
の
死

後
一
七
一
一
一
年
に
印
刷
さ
れ
、
残
り
の
一
つ
は
印
刷
さ
れ
な
か
っ
問
。
前
述
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
説
教
の
特
徴
で
あ
る
「
プ
レ
イ
ン
・

ス
タ
イ
ル
」
の
説
教
形
式
は
、
オ
l
ウ
エ
ン
の
こ
れ
ら
の
説
教
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ォ
l
ウ
エ
ン
も
、

聖
書
の
テ
キ
ス
ト
を
幾
っ
か
に
区
切
り
、
聖
書
の
釈
義
を
行
な
い
つ
つ
、
要
所
要
所
で
「
考
察
」

(
S
8
3
m
E守
口
)
を
行
い
、
説
教
の

最
後
に
そ
の
「
適
用
」

(50)
を
示
し
て
い
る
。
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で
は
王
政
復
古
前
の
オ
l
ウ
エ
ン
の
説
教
の
う
ち
議
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
説
教
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
語
ら
れ
た
も
の
で
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あ
る
の
か
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

第
一
説
艇
「
変
わ
ら
ざ
る
自
由
な
神
の
恵
み
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
」

E
5
3
0
¥
S
含
蓄
を
F
P
?』
、
向
。
ミ
)
は
、
使
徒
行

伝
一
六
章
九
節
を
テ
キ
ス
ト
に
、
一
六
四
六
年
四
月
二
九
日
の
断
食
日
の
説
教
と
し
て
な
さ
れ
た
。
第
一
次
内
戦
が
議
会
軍
の
勝
利
に

よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
オ
リ
ヴ
ァ

l
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
四
月
一
一
一
一
日
に
一
議
会
に
一
戻
り
二
一
七
日
に
チ
ャ
ー

ル
ズ
国
王
が
変
装
し
て
ロ
ン
ド
ン
を
去
り
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
逃
亡
し
た
と
い
う
状
況
の
中
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
教

で
は
、
す
べ
て
の
こ
の
世
界
の
出
来
事
は
、
神
の
決
定
的
な
ご
計
画
と
み
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
不
信
仰
な
人
々
は
神
の
怒
り
を
招

く
と
警
告
さ
れ
て
い
る
。

第
二
説
教
「
神
の
護
り
に
よ
っ
て
勇
気
づ
け
ら
れ
た
正
し
き
情
熱
」
(
同
釘
と

8
5
W
R
s
g
c
s
hミ

ε
U宣
言
、
さ
な
2
3ロ)

は
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
一
五
章
一
九
ー
二

O
節
を
説
教
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
教
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
国
王
処
刑
翌
日
の
一
六
四

九
年
一
月
コ
二
日
に
な
さ
れ
た
。
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
の
時
代
の
南
王
国
ユ
ダ
と
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
マ
ナ

セ
王
を
例
に
挙
げ
て
偶
像
礼
拝
や
専
制
政
治
を
す
る
為
政
者
は
、
神
の
裁
き
に
よ
っ
て
滅
ほ
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

第
三
説
教
「
天
と
地
が
震
わ
れ
移
さ
れ
て
」
(
凶

JE
∞E
E
p
h
』
ロ
札
叶

3
5
E
S
N
h
o
¥
同
SCGロ

shN同
Q
3
F
)

と
題
さ
れ
た
説

教
は
、
四
月
一
九
日
に
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
一
一
一
章
二
七
節
「
こ
の
『
も
う
一
度
』
と
い
う
言
葉
は
、
震
わ
れ
る
も
の
が
残
る
た
め
に
、

震
わ
れ
る
も
の
が
、
造
ら
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
除
か
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
説
教
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

当
初
三
月
二
二
日
の
断
食
日
に
説
教
に
招
か
れ
た
が
、
断
食
日
自
体
が
四
月
五
日
に
延
期
さ
れ
さ
ら
に
四
月
一
九
日
に
延
期
さ
れ
た
。

こ
の
日
が
定
期
的
に
な
さ
れ
る
最
後
の
断
食
日
と
な
り
、
そ
れ
以
後
は
変
則
的
に
も
た
れ
る
こ
と
に
な
お
o

教
皇
の
権
力
の
反
キ
リ
ス

ト
的
な
独
裁
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
人
々
の
生
活
や
政
治
や
宗
教
を
侵
害
し
て
き
た
。
反
キ
リ
ス
ト
的
要
素
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ



て
初
め
て
、
諸
国
家
は
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
真
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
オ
l
ウ
ェ
ン
と
知
り
合
っ

た
き
っ
か
け
が
こ
の
日
の
オ
l
ウ
ェ
ン
の
説
教
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
オ
l
ウ
エ
ン
の
説
教
を
聴
い
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
感
銘
を
受
け
、

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
自
ら
オ
l
ウ
ェ
ン
に
近
づ
き
、
彼
の
チ
ャ
プ
レ
ン
(
従
軍
牧
師
)
と
な
る
こ
と
を
誘
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
つ

ジョン・オーウェンの説教についての一考察

て
い
る
。
そ
れ
以
後
オ
l
ウ
ェ
ン
は
最
も
信
頼
さ
れ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
助
言
者
の
一
人
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
四
説
教
「
キ
リ
ス
ト
の
国
の
促
進
」
(
』

e
s芯
鳴
ミ
円
吉
岡
3
な
0
3
0
¥
(
リマ2
5
は
、
二
ハ
五
一
年
一

O
月
二
四
日
に
な

さ
れ
た
説
教
で
あ
る
。
オ
l
ウ
ェ
ン
は
一
六
五

O
年
後
半
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
遠
征
に
チ
ャ
プ
レ
ン
と
し
て
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
に

伴
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
日
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
軍
に
対
す
る
勝
利
を
感
謝
す
る
た
め
の
礼
拝
に
説
教
者
と
し
て
招
か
れ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
書

一
七
章
二
四
節
「
野
の
す
べ
て
の
木
は
、
主
な
る
わ
た
し
が
高
い
木
を
低
く
し
、
低
い
木
を
高
く
し
、
緑
の
木
を
枯
ら
し
、
枯
れ
木
を

緑
に
す
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
主
で
あ
る
わ
た
し
は
こ
れ
を
語
り
、
こ
れ
を
す
る
の
で
あ
る
。
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
説
教
が

な
さ
れ
た
。
国
家
的
出
来
事
に
お
い
て
も
神
の
導
き
が
あ
り
神
の
祝
福
が
あ
る
こ
と
が
讃
美
さ
れ
て
い
る
。

第
五
説
教
「
キ
リ
ス
ト
の
国
に
つ
い
て
と
統
治
者
の
権
力
に
つ
い
て
」

(
3
5号
自
認
札
0
3
S札
円
宮
ミ
高
三
誌
な
が
可
0
5
1
)

と
題
さ
れ
た
説
教
は
、
こ
の
ラ
ン
プ
議
会
に
お
け
る
最
後
の
説
教
で
あ
る
。
ダ
ニ
エ
ル
書
七
章
一
五
ー
一
六
節
を
テ
キ
ス
ト
に
機
悔
日

で
あ
る
一
六
五
二
年
一

O
月
二
二
日
に
な
さ
れ
た
。
オ
l
ウ
エ
ン
を
中
心
と
し
た
独
立
派
聖
職
者
の
指
導
者
達
は
、
後
に
ク
ロ
ム
ウ
エ

ル
教
会
体
制
の
基
と
な
る
こ
と
に
な
る
『
福
音
の
伝
道
の
た
め
の
謙
虚
な
提
案
』
(
同
ロ
ミ
ら
な
可
さ
も

0
8目的」守、

sc旬
、
。
百
円
高
ミ
芯
『
N
o
h
-

S伶
G
O也
氏
)
を
一
六
五
二
年
二
月
に
議
会
に
提
出
し
、
審
査
委
員
制
と
追
放
委
員
制
の
導
入
の
提
案
が
審
議
さ
れ
て
い
た
頃
の
説
教

で
あ
る
。
そ
し
て
オ
l
ウ
エ
ン
ら
の
提
案
を
受
け
て
、
一
六
五
三
年
二
月
二
五
日
に
は
、
「
統
治
者
は
、
福
音
の
た
め
に
、
宗
教
的
な

事
柄
に
関
し
て
権
力
を
も
っ
」
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
審
査
委
員
制
設
置
に
向
け
て
本
格
的
な
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
説
教
が
当
時

の
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
た
内
容
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
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第
六
説
教
「
シ
オ
ン
を
築
く
神
の
わ
ざ
と
、
神
の
民
の
務
め
」

(Goh出
切

ω

更
。
込

S
『

o
s
n史認

b
o
p
s
n内
同
2
3
0も
な
ぱ

U
N
Kい℃

凶
J
N
F

一
ぬ
な
に
も

S)
は
、
一
六
五
六
年
九
月
一
七
日
に
な
さ
れ
た
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
一
六
五
三
年
四
月
二

O
日
に
ラ
ン
プ
議
会
を
解
散
し

て
い
た
が
、
一
六
五
三
年
二
一
月
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
(
護
民
官
)
に
就
任
し
、
あ
ら
た
に
各
地
か
ら
適
任
の
候
補
者

を
推
薦
さ
せ
て
軍
幹
部
が
検
討
し
て
議
員
を
指
名
す
る
と
い
う
「
指
名
議
会
」
と
呼
ば
れ
る
議
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
開
催

日
の
説
教
者
に
オ
l
ウ
ェ
ン
は
招
か
れ
て
い
る
。
い
か
に
オ
l
ウ
エ
ン
が
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政
権
に
お
い
て
指
導
的
聖
職
者
と
し
て
重
ん
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じ
ら
れ
て
い
た
か
が
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
議
会
で
な
さ
れ
た
オ
l
ウ
エ
ン
の
説
教
を
見
る
と
、
説
教
で
語
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
語
ら
れ
た
当
時
の
歴
史
的
状

況
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
神
の
摂
理
と
の
関
係
に
よ
っ
て
捉
え
解
釈
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

四

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
処
刑
翌
日
に
な
さ
れ
た
オ

l
ウ
ェ
ン
の
説
教

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
な
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
処
刑
(
一
六
四
九
年
一
月
三
O
日
水
曜
日
)
の
翌
日
に
、
ジ
ョ

ン
・
コ

l
デ
ル

(
r
g
の
OEO--)
と
共
に
下
院
に
説
教
者
と
し
て
招
か
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
オ
l
ウ
エ
ン
が
重
要
な
説
教
者
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
国
王
処
刑
が
月
の
最
後
の
水
曜
日
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
翌
日
に
「
機
悔
日
」
が
持
た
れ
た
。
国

王
処
刑
と
い
う
衝
撃
的
な
歴
史
的
出
来
事
を
踏
ま
え
て
、
ど
の
よ
う
な
説
教
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

オ
l
ウ
ェ
ン
の
説
教
は
、
「
神
の
護
り
に
よ
っ
て
勇
気
づ
け
ら
れ
た
正
し
き
情
熱
」
(
同
釘
と

8
5
N
S
N
S
g
N
q
Q
hミ

ε
b笠
ミ

エ
レ
ミ
ヤ
書
一
五
章
一
九
l
二
O
節
「
彼
ら
は
あ
な
た
の
所
に
帰
っ
て
く
る
。
し
か
し
あ
な
た

司
、
。
な
3
3ロ
)
と
い
う
題
で
な
さ
れ
、



が
彼
ら
の
所
に
帰
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た
を
こ
の
民
の
前
に
、
堅
固
な
青
銅
の
城
壁
に
す
る
。
彼
ら
が
あ
な
た
を
攻
め
て

も
、
あ
な
た
に
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
が
あ
な
た
と
共
に
い
て
、
あ
な
た
を
助
け
、
あ
な
た
を
救
う
か
ら
で
あ
る
と
、
主
は

言
わ
れ
る
。
」
を
説
教
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
の
翌
日
に
も
た
れ
た
礼
拝
の
説
教
で
あ
る
の
で
、
当
然

前
日
の
出
来
事
が
意
識
さ
れ
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
説
教
で
語
ら
れ
た
の
か
注
目
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
二
月
二
人

ジョン・オーウェンの説教についての一考察

日
付
け
の
オ
1
ウ
エ
ン
自
身
の
序
文
を
付
け
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
説
教
も
他
の
説
教
と
同
様
に
、
聖
書
の
釈
義
を
し
な
が
ら
「
考
察
」

(
Oず
8
3
9
t
oロ
)
を
重
ね
、
最
後
に
「
適
用
」

(50)
を

行
な
う
と
い
う
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
説
教
の
特
徴
で
あ
る
「
プ
レ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
オ

i
ウ
エ
ン
が
、
聖
書
の

釈
義
に
「
考
察
」
と
「
適
用
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
の
時
代
の
南
王
国
ユ
ダ
の
状
況
と
、
一
七
世
紀
当
時
の

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
状
況
と
を
重
ね
て
、
時
代
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
オ
l
ウ
ェ
ン
自
身
が

こ
の
説
教
の
中
で
、
「
こ
れ
ら
の
事
柄
は
わ
れ
わ
れ
へ
の
前
例
(
自
己

S
F
)
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
針
。
以
下
で
考

察
す
る
よ
う
に
、
オ
l
ウ
エ
ン
に
と
っ
て
説
教
と
は
、
神
と
人
間
の
関
係
と
い
う
観
点
で
時
代
を
聖
書
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
業
で
あ
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
オ
l
ウ
ェ
ン
の
説
教
に
は
、
彼
の
歴
史
神
学
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

オ
l
ウ
ェ
ン
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
一
五
章
を
五
つ
の
主
題
に
分
け
て
釈
義
を
行
な
っ
て
い
る
。
第
一
は
ユ
ダ
と
エ
ル
サ
レ
ム
に
対
し
て

な
さ
れ
る
荒
廃
と
破
滅
と
い
う
恐
ろ
し
い
神
の
裁
き
の
宣
告
に
つ
い
て
(
三
節
ー
一

O
節
)
、
第
二
は
こ
れ
ら
の
圧
倒
的
な
災
難
と
そ

の
原
因
に
つ
い
て
(
四
節
、
六
節
)
、
第
三
は
こ
れ
ら
の
裁
き
の
必
然
性
と
、
宣
告
さ
れ
た
す
べ
て
の
災
い
を
実
行
す
る
お
方
と
し
て

の
主
の
厳
格
さ
に
つ
い
て
(
一
節
)
、
第
四
は
預
言
者
の
状
態
と
状
況
に
つ
い
て
、
お
よ
び
神
の
厳
し
い
摂
理
の
下
で
の
預
言
者
の
心

構
え
と
態
度
に
つ
い
て
(
一

O
節
、
一
五
節
!
一
人
節
)
、
第
五
は
預
言
者
の
訴
え
と
、
預
言
者
に
対
し
て
示
さ
れ
た
神
の
応
答
に
つ
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い
て
(
一
一
節
ー
一
四
節
、
一
九
節
ー
一
一
一
節
)
で
あ
る
。

第
一
の
主
題
の
「
考
察
」
で
は
、
「
罪
深
い
民
に
対
し
て
神
の
蓄
積
さ
れ
た
怒
り
は
、
定
め
ら
れ
た
終
末
の
成
就
の
た
め
に
、
様
々

な
仕
方
で
表
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
針
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
荒
廃
と
破
滅
を
、
神
の
裁
き
の
宣
告
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
蓄
積
さ
れ
た
怒
り
」
(
ロ

l
マ
二
章
五
節
)
と
は
、
「
頑
な
な
罪
人
ら
に
対
し
て
積
ま
れ
た
怒
り
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
人
間
に
対

す
る
神
の
怒
り
を
表
わ
す
最
初
の
し
る
し
は
、
「
く
ま
な
く
回
る
炎
の
剣
」
(
創
世
記
三
章
二
四
節
)
で
あ
っ
た
が
、
「
あ
ら
ゆ
る
道
で

炎
の
剣
を
も
っ
て
神
は
罪
ぴ
と
ら
に
会
わ
れ
、
罪
人
ら
は
断
固
と
し
た
裁
き
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
エ
レ
ミ
ヤ
書
一
五
章
に
描
か
れ
た
エ
ル
サ
レ
ム
に
対
す
る
災
難
を
神
の
人
間
に
対
す
る
裁
き
と
し
て
捉
え
て
い
る
見
方
を
、
一
七

世
紀
当
時
の
状
況
に
あ
て
は
め
て
、
内
戦
が
起
こ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
災
難
が
降
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
や
や
長
い
引
用
で
あ
る
が
、
聴
衆
に
対
し
て
情
熱
を
も
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
オ

1
ウ
エ
ン
の
説
教
の
特
徴
が
よ
く
表
れ

て
い
る
部
分
で
あ
る
の
で
、
引
用
し
て
み
た
い
。

こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
魂
に
教
訓
と
し
て
留
め
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
数
年
間
い
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
災
難
が

わ
れ
わ
れ
を
襲
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
災
難
の
下
で
い
か
に
パ
ロ
の
よ
う
な
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
災
難
か
ら
自
由
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
す
べ
て
よ
し
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
目
の
前
の
困
難
か
ら
救
い
出
さ

い
か
に
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
思
い
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
堀
や
穴
を
通
り
過
ぎ
さ
え
し
た

な
ら
ば
、
平
坦
な
道
を
歩
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
は
わ
れ
わ
れ
の
最
も
安
全
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
道
を
も
、

民
や
蛇
で
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
平
和
を
与
え
た
ま
え
。
豊
か
さ
を
与
え

た
ま
え
。
静
寂
の
中
で
以
前
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
ら
し
さ
を
与
え
た
ま
え
。
あ
わ
れ
な
被
造
物
よ
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
望
み
は
、

れ
る
こ
と
に
、
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誠
実
さ
の
中
に
あ
り
、
邪
悪
で
血
な
ま
ぐ
さ
い
陰
謀
の
中
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
心
に
留
め
よ
。
も
し
平
和
が
あ
り
、
豊
か
さ

が
あ
り
、
先
に
述
べ
た
事
柄
が
あ
っ
て
も
、
神
が
お
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
何
が
あ
な
た
の
役
に
立
つ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

神
は
あ
な
た
の
平
和
を
乱
し
、
あ
な
た
の
富
を
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
方
で
あ
ろ
う
か
?
あ
な
た
が
ラ
イ
オ
ン
や
熊
の

い
る
草
原
か
ら
逃
れ
て
も
、
あ
な
た
自
身
の
家
の
壁
に
手
を
置
い
て
蛇
に
か
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
お

方
で
あ
ろ
う
か
?
泉
が
開
い
て
い
る
聞
は
、
川
の
流
れ
を
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た
の
望
む
方
へ

と
心
を
向
け
、
あ
な
た
の
で
き
る
状
況
へ
と
自
ら
を
置
く
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
裁
き
に
対
す
る
神
と
の
平
和
と
和
解
が

な
け
れ
ば
、
天
罰
の
日
に
あ
な
た
に
平
安
を
も
た
ら
す
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
様
々
な
災
い
が
神
の
手
中
に
あ
る
か
お

ジョン・オーウェンの説教についての一考察

分
か
り
で
あ
ろ
う
。
状
況
を
変
化
さ
せ
て
も
、
そ
れ
ら
を
避
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
病
人
が
ベ
ッ
ド
の
一

方
の
側
か
ら
別
の
側
へ
と
向
き
を
変
え
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
病
人
が
向
き
を
変
え
て
い
る
問
、
動
く
こ
と
に
骨
を
折
っ
て
い
る

た
め
に
し
ば
し
痛
み
を
忘
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
再
び
横
に
な
っ
て
み
る
と
自
分
の
状
況
は
前
と
変
わ
り
は
な
い
こ
と
に
気
が
つ

く
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
オ
l
ウ
エ
ン
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
「
こ
の
数
年
間
見
舞
わ
れ
て
い
る
災
難
」
に
対
し
て
、
た
だ
災
難
を
逃
れ
よ
う
と

す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
と
述
べ
、
「
神
と
の
平
和
と
和
解
」
が
な
け
れ
ば
、
「
天
罰
の
日
」
に
平
安
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
会
衆
に
訴

え
て
い
る
。
彼
は
当
時
の
内
戦
を
、
「
神
の
裁
き
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
彼
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
様
々

な
裁
き
の
下
に
あ
り
、
自
分
自
身
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
裁
き
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
」
と
第
一
の
主
題
に
つ
い

て
ま
と
め
て
い
る
。

次
に
オ
l
ウ
ェ
ン
は
第
二
の
主
題
と
し
て
、
「
こ
の
様
々
な
裁
き
の
も
た
ら
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
」
考
察
を
加
え
て
い
る
。

コニ
レ
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ミ
ヤ
書
一
五
章
四
節
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ユ
ダ
の
王
ヒ
ゼ
キ
ヤ
の
子
マ
ナ
セ
が
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
し
た
行
い
の
ゆ
え
に
」
、
南

王
国
ユ
ダ
に
裁
き
が
も
た
ら
さ
れ
、
ユ
ダ
の
民
が
捕
因
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
王
の
諸
々

の
罪
に
報
い
る
た
め
に
、
民
に
対
し
て
な
さ
れ
た
神
の
義
な
る
裁
き
の
公
平
さ
」
を
表
し
て
い
る
事
柄
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
三
つ

の
事
柄
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
の
事
柄
は
、
「
彼
を
王
と
し
て
立
て
た
民
は
、
当
然
王
の
過
失
に
報
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
権
威
あ
る
者
ら
を
神
の
代
理
と
し
て
立
て
た
民
は
、
彼
ら
の
権
威
あ
る
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
神
に
責
任
を
負
い
、

そ
れ
ゆ
え
に
権
威
者
ら
の
罪
深
い
過
失
に
よ
る
悲
し
い
結
果
を
被
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
事
柄
と
し
て
、
「
マ
ナ
セ
王
の

残
虐
さ
を
恐
れ
、
あ
る
い
は
彼
ら
自
身
の
利
益
の
た
め
に
王
の
暴
政
に
対
し
て
王
に
へ
つ
ら
っ
た
が
ゆ
え
に
、
民
の
多
く
の
者
が
罪
の

中
で
彼
に
従
い
、
ヒ
ゼ
キ
ヤ
王
の
礼
拝
様
式
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
「
王
が
惑
わ
す
者
と
な
る
時
、
追
従

者
に
は
事
欠
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
こ
と
、
そ
し
て
「
王
が
不
義
な
る
事
柄
を
命
じ
、
民
が
喜
ん
で
そ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
の
民

が
破
滅
さ
れ
る
こ
と
は
公
正
で
義
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
の
事
柄
と
し
て
、
「
民
は
統
治
権

を
持
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
王
の
挑
発
的
な
態
度
を
抑
制
し
な
か
っ
た
o
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
封
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ダ
に

与
え
ら
れ
た
裁
き
の
原
因
は
、
「
マ
ナ
セ
王
の
諸
々
の
罪
」
の
故
で
あ
り
、
マ
ナ
セ
王
を
王
と
し
て
立
て
彼
の
悪
行
に
追
従
し
た
民
の

罪
の
故
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
オ
l
ウ
ェ
ン
の
時
代
の
「
先
例
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
こ
れ
ら
の
罪
が
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
破
滅
を
招
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
オ
l
ウ
エ

ン
が
、
マ
ナ
セ
王
と
そ
の
民
の
罪
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
民
の
罪
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
オ
1
ウ
ェ
ン
は
、

と
め
て
い
る
。

マ
ナ
セ
王
の
生
涯
の
特
徴
を
二
つ
の
主
な
項
目
に
ま

一
つ
目
は
、
「
彼
は
高
き
所
を
建
て
直
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
ア
ハ
プ
が
し
た
よ
う
に
、
バ
ア
ル
の
た
め
に
祭
壇
を
築
き
、
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ア
シ
ラ
像
を
造
っ
た
。
」
(
列
王
記
下
二
一
章
三
節
)
と
あ
る
よ
う
に
、
「
偽
り
の
礼
拝
と
迷
信
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
二

つ
目
は
「
マ
ナ
セ
は
罪
な
き
者
の
血
を
多
く
流
し
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
こ
の
果
て
か
ら
か
の
果
て
に
ま
で
満
た
し
た
。
」
(
列
王
記
下
二

一
章
一
六
節
)
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
「
残
虐
な
行
為
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ナ
セ
王
の
「
残
虐
な
行
為
は
、
国
事
に
お
け
る

彼
の
専
制
政
治
が
原
因
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
偽
り
の
礼
拝
に
付
随
し
た
迫
害
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
最
も
明
白

な
こ
と
は
、
迷
信
と
迫
害
、
身
勝
手
な
礼
拝
と
専
制
政
治
は
、
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
の
主

題
の
ま
と
め
の
「
考
察
」
と
し
て
、
「
残
虐
な
行
為
に
よ
る
不
義
を
と
も
な
っ
た
偽
り
の
礼
拝
が
、
国
の
支
配
者
の
心
を
奪
い
、
神
の

御
心
に
精
通
し
て
き
た
は
ず
の
民
の
多
く
の
同
意
を
得
る
時
、
民
と
国
は
憐
れ
み
を
得
る
こ
と
な
く
、
救
い
よ
う
の
な
い
忌
む
べ
き
破

滅
を
招
く
。
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ジョン・オーウェンの説教についての一考察

明
ら
か
に
、
説
教
を
聴
い
て
い
た
会
衆
に
と
っ
て
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
行
っ
た
専
制
政
治
と
礼
拝
様
式
の
強
制
と
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
ら
へ
の
迫
害
が
思
い
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
ド
を
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
に
抜
擢

し
て
礼
拝
形
式
の
改
革
を
強
制
的
に
行
な
い
、
そ
の
改
革
に
反
対
す
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
対
し
て
激
し
い
迫
害
を
行
な
っ
た
。
そ
の
礼

拝
形
式
の
改
革
と
は
、
聖
堂

(gg)
の
中
心
に
置
か
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
聖
餐
用
テ
ー
ブ
ル
を
教
会
の
東
側
に
移
し
、
祭
壇
と

し
て
使
用
さ
せ
る
こ
と
、
こ
の
祭
壇
を
人
が
触
れ
ぬ
よ
う
に
柵
で
囲
む
こ
と
、
教
会
へ
の
参
列
者
は
従
来
自
分
の
席
で
聖
餐
を
受
け
て

き
た
が
席
か
ら
祭
壇
の
と
こ
ろ
ま
で
行
き
膝
ま
づ
い
て
聖
餐
に
あ
ず
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
礼
拝
中
に
イ
エ
ス
の
名
が
唱
え

ら
れ
た
時
に
は
、
参
列
者
は
頭
を
下
げ
て
礼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
礼
拝
形
式
の
改
革
は
、
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
ら
の
目
か
ら
見
る
と
、
偶
像
礼
拝
的
で
迷
信
的
な
も
の
で
あ
り
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
側
に
傾
斜
し
た
危
険
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
ー
ロ

l
ド
体
制
に
よ
る
統
制
は
次
第
に
強
ま
っ
て
い
き
、
二
ハ
四

O
年
に
短
期
議
会
が
解
散
さ
れ
た
後
は
、
こ
れ
ら
の
教

会
の
改
革
を
法
典
化
し
て
、
新
教
会
法
(
一
六
四

O
年
)
と
し
て
議
会
の
批
准
を
受
け
る
こ
と
な
く
公
布
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
国
王
の
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権
利
が
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
王
へ
の
抵
抗
を
禁
止
す
る
内
容
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
専
制

政
治
と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
礼
拝
形
式
の
強
制
は
、
議
会
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
ら
の
反
発
を
招
き
、
内
戦
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
行
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
オ
I
ウ
ェ
ン
は
ま
さ
に
「
迷
信
と
迫
害
、
身
勝
手
な
礼
拝
と
専
制
政
治
」
で
あ

マ
ナ
セ
王
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
1
ウ
ェ
ン
は
、
こ
の
マ
ナ
セ
王
の
罪
に
よ
っ
て
ユ
ダ
が
裁
か
れ
た
よ
う
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一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
罪
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
神
に
よ
っ
て
裁
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

にる
、と

捉
え

さ
ら
に
第
三
の
主
題
と
し
て
、
「
迫
り
く
る
破
壊
の
避
け
が
た
い
こ
と
と
、
そ
れ
を
実
行
す
る
神
の
容
赦
な
さ
」
を
挙
げ
て
い
る
。

「
罪
が
大
き
く
な
り
破
滅
の
時
に
至
る
」
こ
と
が
考
察
さ
れ
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
い
く
つ
も
の
政
治
体
制
に
お
い
て
、
二
回
、
三
回

(
M
)
 

と
国
を
滅
ば
す
ほ
ど
の
罪
を
犯
し
て
き
た
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
四
の
主
題
と
し
て
、
預
言
者
の
置
か
れ
た
状
況
と
預

言
者
の
態
度
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
の
最
も
偉
大
な
わ
ざ
と
栄
光
を
あ
ら
わ
す
媒
介
者
は
、
し
ば
し

ば
信
仰
あ
る
人
々
の
の
ろ
い
と
復
讐
の
主
な
標
的
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
面
で
と
が
の
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、

し
ば
し
ば
主
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
人
々
に
忌
み
嫌
わ
れ
、
人
々
の
の
ろ
い
に
苦
し
む
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
「
神
の
摂
理
の

暗
く
難
し
い
配
剤
の
中
で
、
神
に
選
ば
れ
た
し
も
べ
達
は
、
し
ば
し
ば
重
荷
の
も
と
に
弱
気
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る。
そ
し
て
最
後
に
オ
l
ウ
ェ
ン
は
、

一
五
章
の
第
五
の
主
題
で
あ
り
説
教
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
箇
所
を
、
「
こ
の
状
態
と

状
況
に
お
い
て
、
将
来
の
た
め
に
な
さ
れ
た
神
の
預
言
に
つ
い
て
」
、
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
な
が
ら
、
以
下
に
記
す
四
つ
の
事
柄
と
し

一
つ
目
は
、
「
彼
ら
は
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
く
る
。
し
か
し
あ
な
た
が
彼
ら
の
と
こ
ろ
に
帰
る
の
で
は
な

て
ま
と
め
て
い
る
。

い
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
預
言
者
に
対
す
る
神
の
預
言
」
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
「
わ
た
し
は
あ
な
た
を
こ
の
民
の
前
に
、
堅



固
な
青
銅
の
城
壁
に
す
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
の
預
言
の
遂
行
の
た
め
の
助
け
と
支
え
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
「
彼

ら
が
あ
な
た
を
攻
め
て
も
、
あ
な
た
に
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
ご
計
画
の
「
成
就
と
結
果
に
伴

い
現
わ
れ
る
反
対
者
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
四
つ
目
は
、
「
わ
た
し
が
あ
な
た
と
共
に
い
て
、
あ
な
た
を
救
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
主

の
ご
臨
在
に
よ
る
慰
め
と
成
就
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
「
適
用
」

(50)
が
い
く
つ
も
記
さ
れ
て
、
会
衆
に
指
針
を
与

エ
レ
ミ
ヤ
書
一
五
章
で
な
さ
れ
て
い
る
預
言
を
、
説
教
が
語
ら
れ
た
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
あ
る
べ
き
方
向

え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ジョン・オーウェンの説教についての一考察

と
し
て
受
け
止
め
て
、
議
員
ら
に
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
神
に
そ
む
く
権
力
者
に
追
従
す
る
こ
と
は
、

神
に
反
抗
す
る
裏
切
り
の
企
て
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
原
因
や
動
機
を
伴
っ
た
堕
落
に
再
び
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
義
の

道
を
常
に
歩
く
よ
う
に
」
、
「
主
の
名
に
よ
っ
て
選
び
分
か
た
れ
召
さ
れ
た
す
べ
て
の
者
た
ち
が
、
神
と
こ
の
国
の
敵
へ
の
罪
深
い
盲
従

か
ら
、
回
復
す
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
。
」
と
強
く
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
特
に
困
難
で
逆
境
に
あ
る
時
に
こ
そ
、
正
し
き
業

を
常
に
行
っ
て
い
る
人
々
に
対
し
て
力
と
負
け
る
こ
と
の
な
い
護
り
が
神
か
ら
確
実
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
、
「
神
は
神
の
真
実

と
義
の
道
を
保
つ
た
め
に
、
堕
落
し
た
人
々
に
対
抗
す
る
神
の
栄
光
の
道
具
で
あ
る
者
ら
を
護
ら
れ
る
。
」
と
説
き
、
神
の
護
り
が
約

束
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
た

)
O

ま
と
め

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
翌
日
に
な
さ
れ
た
こ
の
オ
i
ウ
ェ
ン
の
説
教
は
、
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
の
時
代
の
南
王
国
ユ
ダ
と
、

紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
比
較
し
て
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
時
代
状
況
を
神
学
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
説
教
に
お
い
て
、
マ
ナ
セ

王
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
、
そ
し
て
ユ
ダ
の
民
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
民
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
、
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
を
釈
義
し
つ
つ
、

一
七
世
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世
紀
の
歴
史
を
神
と
の
関
係
に
お
い
て
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
聖
書
の
民
の
歴
史
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
の

「
前
例
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ

1
ウ
エ
ン
は
、
マ
ナ
セ
王
を
例
に
挙
げ
て
、
マ
ナ
セ
王
が
偽
り
の
礼
拝
や
残
虐
な

行
い
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
そ
の
王
に
民
ら
が
盲
従
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
公
平
な
裁
き
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
つ
つ
、

偶
像
礼
拝
や
専
制
政
治
を
す
る
為
政
者
は
、
神
の
裁
き
に
よ
っ
て
滅
ほ
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ナ
セ
王
と
チ
ャ
ー

ル
ズ
一
世
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ナ
セ
王
が
「
迷
信
と
迫
害
、
偽
り
の
礼
拝
と
専
制
政
治
」
と
い
う
彼
の
罪
の
た
め
に

滅
ほ
さ
れ
た
よ
う
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
が
彼
の
行
い
に
対
す
る
神
の
裁
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
た
説
教
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
将
来
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
神
に
よ
ろ
こ
ば
れ
る
国
と
な
る
た
め
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
治
め
る
者
た
ち
は
、
偽
り
の
礼
拝
、

迷
信
、
専
制
政
治
を
固
か
ら
排
除
し
、
神
の
正
し
き
道
に
立
ち
返
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
国
を
治
め
る
為
政
者

の
あ
り
方
、
国
政
の
指
導
者
た
ち
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
指
針
を
与
え
た
説
教
で
あ
っ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
エ
ポ
ッ
ク
と
も

言
う
べ
き
国
王
処
刑
に
あ
た
っ
て
、
オ
l
ウ
ェ
ン
の
歴
史
解
釈
が
表
れ
た
説
教
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
説
教
分
析
を
通
し
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
説
教
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
目
の
前
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
草
命
を

同
時
代
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
ど
の
よ
う
に
聖
書
を
用
い
て
神
学
的
に
解
釈
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
の
説
教
分
析
を
通
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
歴
史
神
学
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
神
学
研
究
に
お
い
て
は

今
ま
で
余
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
歴
史
神
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
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