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創
造
と
原
罪
に
つ
い
て
の
一
試
論

｜
｜
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
志
論
（
そ
の
二
）
｜
｜

谷

隆

良B

人
聞
が
身
に
負
う
て
い
る
死
の
性
目
。
吋
Z
5
8
と
は
罪
の
徴
宮
由
民
自

g吉
田
宮
2
主
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
神
が
高
ぶ
る
者

を
退
げ
給
う
こ
と
の
徴
で
あ
る
、
と
い
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
の
述
慢
は
、
次
の
よ
う
な
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
密
接
に
呼
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

「
そ
れ
一
人
の
人
に
よ
り
て
罪
は
こ
の
世
に
入
り
、
ま
た
罪
に
よ
り
て
死
は
こ
の
世
に
入
り
、
す
べ
て
の
人
、
罪
を
犯
し
し
ゆ
え
に
、

死
は
す
べ
て
の
人
に
及
ベ
り
」
（
『
ロ

l
マ
人
へ
の
手
紙
』
五
章
十
二
節
）
。

こ
の
表
現
は
我
々
に
対
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
我
々
自
身
に
関
す
る
謎
を
突
き
つ
砂
て
く
る
。
つ
ま
り
、
死
が
単
に
自
然
本
性
的
な
も

の
で
は
な
く
、
何
ら
か
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
罪
を
犯
す
以
前
、
人
聞
は
本
来
、
不
死
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
ま
た
、
「
す
べ
て
の
人
、
罪
を
犯
し
し
ゆ
え
に
、
死
は
す
べ
て
の
人
に
及
ぺ
り
」
と
言
う
が
、
そ
れ
が
例
え
ば
、
未
だ
何
の
意
志
も

芽
生
え
ず
、
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
何
ら
責
任
を
持
ち
え
な
い
幼
児
に
お
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
罪
と
は

何
な
の
か
。
そ
れ
は
何
か
特
定
の
行
為
な
の
で
は
な
く
て
、
人
間
的
行
為
の
成
立
そ
の
も
の
に
関
わ
る
何
ら
か
構
造
的
な
も
の
な
の
か
。

或
い
は
、
今
我
々
が
そ
う
し
た
原
初
的
な
罪
の
罰
と
し
て
死
性
を
身
に
負
い
つ
つ
生
き
て
い
る
の
な
ら
、
罪
以
前
の
人
聞
は
人
間
以
上
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の
も
の
な
の
か
。
罪
以
前
の
人
聞
こ
そ
真
に
人
聞
で
あ
る
の
な
ら
、
現
に
あ
る
我
々
は
「
人
間
で
在
る
こ
と
」
か
ら
額
落
し
た
人
間
な

ら
ぬ
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
畢
寛
、
「
人
間
で
在
る
」
と
は
何
な
の
か
。

現
代
は
恐
ら
く
、
不
死
性
な
ど
と
い
う
も
の
に
対
し
て
半
ば
絶
望
し
た
時
代
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
聞
は
当
然
死
す
べ
き
も

の
の
よ
う
に
思
え
、
自
分
が
結
局
は
無
に
帰
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
、
自
由
の
目
舷
で
あ
る
か
の
よ
う
に
我
々
を

か
た
ち

襲
う
。
と
は
言
え
、
そ
う
し
た
絶
望
な
り
諦
念
な
り
が
「
人
間
で
在
る
こ
と
」
の
真
の
形
相
な
い
し
自
然
・
本
性
に
適
合
し
た
も
の
で

（
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あ
る
か
否
か
は
、
な
お
も
不
分
明
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
近
・
現
代
の
自
然
科
学
的
な
「
も
の
把
握
」

の
枠
組
に
あ
っ
て
は
、
人
間
も
ま
た
、
他
の
諸
々
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
同
様
、
死
後
は
自
ら
を
構
成
し
て
い
る
諸
要
素
に
解
体

す
る
と
看
倣
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
見
方
は
現
実
に
人
聞
が
人
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
真
に
明
ら
か
に
し

か
た
ち

て
は
く
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
、
構
成
要
素
の
集
合
が
ま
さ
に
一
な
る
人
間
と
い
う
形
相
と
な
る
ゆ
え
ん
は
臆
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
人
聞
を
単
に
物
体
的
構
成
要
素
の
集
合
と
し
て
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
調
和
と
し
て
捉
え
る
場
合
に
は
、
人
間

と
い
う
名
は
依
然
と
し
て
何
ら
か
恋
意
的
偶
然
的
符
号
の
ご
と
き
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
人
間
と
い
う
名
・
形
相
の
現

出
の
機
微
は
、
は
じ
め
か
ら
偽
似
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
か
し
、
仮
に
死
に
よ
っ
て
我
々
自
身
が
、
そ
し
て
我
々
に
と
っ
て
の
す
べ
て
が
無
に
帰
す
の
な
ら
ば
、
生
き
て
い
る
今
、
さ

ま
ざ
ま
に
腐
心
し
て
い
る
こ
と
は
一
体
い
か
な
る
確
か
さ
を
持
ち
え
て
い
る
の
か
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
何
で
あ
れ
何
か
を
大
切

に
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
ま
さ
に
「
そ
れ
」
と
し
て
、
何
ら
か
の
同
一
性
を
持
た
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
自
体
は
そ
の
と

き
存
在
し
て
い
な
い
（
そ
の
と
き
在
っ
て
、
死
後
に
存
在
し
な
く
な
る
、
な
ど
と
い
う
以
前
に
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
す
ま
い
か
。

逆
に
、
何
か
を
大
切
に
す
る
と
い
う
営
み
が
真
に
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
既
に
し
て
、
何
ら
か

確
か
な
も
の
、
不
死
な
る
も
の
に
与
り
う
る
ゆ
え
ん
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
、
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。



こ
と
は
む
ろ
ん
、
人
聞
は
不
死
で
あ
り
う
る
か
否
か
と
い
っ
た
大
何
な
問
題
に
対
し
て
、
単
に
一
方
の
側
に
与
す
る
こ
と
に
存
す
る

の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不
死
に
対
し
て
諦
め
た
り
開
き
直
っ
た
り
す
る
場
合
に
も
、
死
後
の
魂
の
存
続
な
り
永
遠
の
生
命
な
り
を

信
じ
る
と
い
う
場
合
に
も
、
我
々
は
、
自
己
在
り
の
か
た
ち
に
つ
い
て
、
何
か
あ
い
ま
い
な
自
己
把
握
が
混
入
す
る
可
能
性
に
、
絶
え

ず
晒
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

差
し
当
り
言
え
ば
、

創造と原罪についての一試論

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
っ
て
、
信
仰
虫
色

g
と
は
自
己
の
在
る
こ
と
に
と
っ
て
何
ら
か
外
的
な
も
の
・
所
有

物
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
こ
ろ
・
魂
の
浄
め
宮
田
一
巳
吉
田

g片
山
切
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
々
が
感
じ
、
思
い
、

欲
す
る
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
絶
え
ざ
る
自
己
吟
味
を
要
求
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
周
知
の
一
旬
、
「
正
し
い
人
は

信
仰
に
よ
っ
て
生
き
る
」
（
『
ロ

l
マ
書
』
一
章
十
七
節
）
と
い
う
表
現
は
、
人
聞
の
在
る
こ
と
の
通
俗
的
了
解
の
上
に
解
釈
さ
れ
て
は

な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
の
信
何
と
は
「
人
間
の
正
に
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
か
た
ち
」
で
あ
り
、
「
人
間
で
在
る
こ
と
の
正

し
い
か
た
ち
」
を
普
遍
的
に
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
信
仰
と
い
う
生
の
か
た
ち
が
、
罪
（
l
死
の
性
）

か
ら
の
回
心
。
。
ロ
〈
め
B
E
と
い
う
仕
方
で
し
か
我
々
に
生
起
し
て
こ
な
い
と
す
る
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
信
何
の
到
来
、
生
成
が
或

る
と
き
生
じ
て
完
結
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
生
成
の
動
的
構
造
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の

限
り
で
は
、
「
わ
た
し
・
自
己
の
在
る
こ
と
」
は
、
「
絶
え
ず
新
た
に
成
り
ゆ
く
」
と
い
う
表
現
自
体
が
苧
む
ア
ポ
リ
ア
に
晒
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
信
何
が
「
人
間
で
在
る
こ
と
の
正
し
い
か
た
ち
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
す
べ
て
信
何
に
よ
ら
ぬ
こ
と
は
罪
な
り
」
（
『
ロ
ー

マ
書
』
一
四
章
二
三
節
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
罪
の
状
態
に
、
す
べ
て
の
人
が
置
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
自
己
、
人
間
で
在
る
こ
と

の
成
立
に
は
何
ら
か
根
源
的
な
闘
が
介
在
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
拙
稿
は
、
最
終
的
に
は
、
我
々
に
と
っ
て
最
も
切
実
な
「
罪

l
自
己
存
在
の
欠
落
」
の
意
味
を
問
う
こ
と
を
介
し
て
、
「
人
間
・
神
の
似
像
」
宮

g
m。
ua
の
成
立
構
造
を
聞
い
た
ず
ね
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
創
造
、
原
罪
、
受
肉
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
神
学
に
属
す
る
と
見
え
る
事
柄
の
意
味
連
闘
を
も
、
人
間
で
在
る

七
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回

こ
と
に
関
わ
る
普
遍
的
問
題
と
し
て
問
う
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
二
我
々
の
負
う
て
い
る
死
の
性
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
然
・
本
性
に
本
来
的
に
属
す
る
も
の
で
は
な

く
て
、
む
し
ろ
、
罪
の
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
罪
と
は
、
後
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
何
か
特
定
の
個
別
的
行
為
で
あ
る
以

前
に
、
人
聞
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
原
初
的
構
造
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
我
々
の
一
見
自
明
な
日
常
的
営
み
に
も
、

そ
の
根
底
に
お
い
て
は
死
の
性
、
罪
の
徴
が
潜
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
感
じ
、
思
い
、
欲
し
て
い
る
こ
と
が
我
々
の
具
体
的
な
生
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
は
、
経
験
的
事

実
と
看
倣
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
営
み
の
意
味
と
成
立
根
拠
を
た
ず
ね
て
ゆ
く
と
き
、
そ
こ
に
は
個
別
的
な
感
覚
、
認
識
、

行
為
と
い
っ
た
諸
領
域
が
分
化
す
る
以
前
の
、
或
る
普
遍
的
な
場
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
お
よ
そ
、
欲
求

な
り
意
志
な
り
を
離
れ
て
、
ま
た
、
「
わ
た
し
・
自
己
」
が
在
る
と
言
え
る
ゆ
え
ん
の
も
の
を
離
れ
て
、
人
聞
の
い
か
な
る
営
み
も
成
り

立
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
の
働
き
を
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
割
り
当
て
、
分
化
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

こ
の
意
味
で
、
そ
う
し
た
分
化
は
「
真
実
在
ら
ぬ
も
の
を
在
る
と
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
働
き
自
身
の

自
己
肯
定
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
は
言
わ
ば
、
生
き
た
存
在
の
一
性
か
ら
背
反
し
た
死
の
性
が
垣
間
見
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
例
え
ば
眼
の
前
の
一
箇
の
も
の
に
つ
い
て
何
か
を
感
覚
す
る
場
合
の
こ
と
を
反
省
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
単
に
外
な

る
事
物
の
種
的
形
象
が
感
覚
器
官
を
通
し
て
受
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ぬ
、
よ
り
内
的
な
契
機
が
存
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
、

個
別
の
経
験
に
先
ん
ず
る
何
ら
か
先
験
的
な
構
造
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
哲
学
史
上
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、



拙
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
整
合
的
な
説
明
図
式
を
探
究
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
は
方
法
上
度
外
視
さ
れ
て
き
た
も
の
、

自
身
の
根
底
に
潜
む
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
探
究

創造と原罪についての一試論

そ
れ
に
つ
砂
て
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
先
ず
注
目
さ
る
べ
き
は
、
「
感
覚
す
る
の
は
、
た
し
か
に
個
々
の
感
覚
器
官
を
遇

し
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
は
こ
こ
ろ
．
魂
釦
円
戸

ほ
ど
の
奥
行
き
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
（
『
感
覚
と
記
憶
の
問
題
I
｜
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
志
論
（
そ
の
一
）

（
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｜
｜
』
）
に
お
い
て
若
干
の
基
本
的
考
察
を
試
み
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
小
論
に
必
要
な
要
点
に
つ
い
て
の
み
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

感
覚
す
る
と
い
う
働
き
が
何
ら
か
同
一
な
る
こ
と
と
し
て
成
立
し
、
し
か
も
そ
れ
が
真
に
「
わ
た
し
・
自
己
」
の
感
覚
だ
と
言
え
る

た
め
に
は
、
実
に
多
く
の
こ
と
が
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
そ
れ
自
身
が
我
々
の
中
に
入
っ

て
く
る
わ
け
は
な
い
以
上
、
或
る
事
物
に
つ
い
て
何
か
を
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
も
の
の
何
ら
か
の
形
象
者

oag
な
り
心
象

日

B
E円
。
な
り
を
媒
介
と
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
。
そ
の
際
、
我
々
の
う
ち
に
生
起
し
た
心
象
が
、
と
に
か
く
も
同
一
の
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
、
保
持
さ
れ
、
再
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
砂
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
も
の
の
心
象
」
を
介
し
て
も
の
・
事
柄
（
に
つ
い
て
何
ら
か
の

か
た
ち
）
を
感
覚
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
或
る
と
き
把
握
さ
れ
た
心
象
は
、
そ
れ
を
捉
え
た
者
に
と
っ
て
、
言
わ
ば

次
の
瞬
間
、
過
去
化
す
る
性
を
有
し
て
い
る
の
で
、
心
象
は
絶
え
ず
無
か
ら
呼
ぴ
起
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
想
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

（

8｝
 

い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
象
を
と
に
か
く
も
同
一
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、
保
持
し
、
再
現
し
う
る
何
も
の

か
｜
｜
そ
れ
を
こ
こ
ろ
・
魂

g
g
m
な
り
精
神
宮

g
g
と
呼
ぶ
ー
ー
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
こ
と
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
わ
た
し
に
お
い
て
」
、
「
ま
さ
に
一
つ
の
こ
と
と
し
て
」
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
、

個
々
の
心
象
の
把
握
、
保
持
、
再
現
と
い
う
営
み
の
根
底
に
、
実
は
、
「
記
憶
し
て
い
る
こ
と
を
し
も
記
憶
し
て
い
る
こ
と
」
、
「
わ
た
し

｛

9｝
 

自
身
が
何
ら
か
同
一
の
も
の
と
し
て
持
続
し
て
い
る
こ
と
の
把
握
」
な
ど
が
現
前
し
て
い
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

た
だ
我
々
は
こ
こ
で
立
ち
止
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
感
覚
知
の
成
立
根
拠
を
次
々
に
要
請
し

七
五



七
六

て
ゆ
く
議
論
は
、
我
々
の
在
る
こ
と
に
と
っ
て
、
や
〉
も
す
る
と
過
分
な
も
の
と
な
る
嫌
い
が
あ
る
か
ら
だ
。
我
々
の
現
に
在
る
存
在

様
式
は
、
そ
の
よ
う
に
仮
設
的
に
構
築
さ
れ
た
形
式
に
よ
っ
て
は
表
わ
し
切
れ
な
い
不
透
明
な
も
の
・
欠
知
的
な
も
の
を
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
事
実
、
記
憶
と
い
う
不
可
思
議
な
も
の
の
探
究
の
転
回
点
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
叫
ぴ
を
上
げ

て
い
る
。
「
記
憶
の
力
は
わ
た
し
に
属
し
、
わ
た
し
は
当
の
わ
た
し
に
と
っ
て
他
の
何
も
の
に
も
増
し
て
現
前
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、

そ
し
て
そ
の
限
り
で
は
、
わ
た
し
の
在
る
こ
と
の
知
を
わ
た
し
自
身
が
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
わ
た
し
の
在
る
こ
と
の

全
体
を
み
づ
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
。
こ
の
意
味
で
は
、
わ
た
し
・
自
己
の
同
一
性
の
把
握
な
り
自
己
知
な
り
は
安
易
に

要
請
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
我
々
に
と
っ
て
決
し
て
完
結
し
た
事
実
な
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
こ

こ
ろ
な
り
精
神
と
呼
ば
れ
る
も
の
｜
｜
そ
こ
に
お
い
て
お
よ
そ
「
も
の
の
在
る
こ
と
」
の
意
味
が
真
に
問
わ
れ
る
べ
き
場
｜
｜
の
存
立

（H
H
原
初
の
誕
生
）
の
謎
を
秘
め
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

差
し
当
り
こ
の
よ
う
に
言
え
る
と
す
れ
ば
、
眼
前
一
箇
の
も
の
の
感
覚
知
に
つ
い
て
す
ら
、
そ
の
成
立
根
拠
は
言
わ
ば
底
の
抜
り
た

構
造
の
も
と
に
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
同
時
に
、
通
常
は
自
明
な
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
個
別
な
り
個
体
な
り
の
意
味
が
聞
い
直

さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
個
別
的
な
も
の
を
個
別
の
心
象
把
握
を
介
し
て
感
覚
し
知
る
と
い
う
が
、
そ
こ
に
生
成
の
終
極

｜
｜
働
き
が
そ
こ
へ
と
至
る
目
的
ー
ー
と
し
て
生
起
し
て
い
る
の
は
、
果
し
て
個
別
と
し
て
の
個
別
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
こ
で
の

生
成
劇
と
は
、
そ
う
し
た
伺
ら
か
個
別
の
心
象
な
り
形
象
を
媒
介
と
し
な
が
ら
も
、
或
る
一
つ
の
「
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た
ち
」

と
定
位
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

A.. 

（ 

一、．，，

こ
の
こ
と
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
探
究
の
基
本
の
構
造
に
関
わ
る
の
で
あ
ら
か
じ
め
少
し
く
反
省
し
て
お
く
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
げ
る
探
究
の
端
緒
と
は
、
平
板
に
一
般
化
さ
れ
た
驚
き
な
り
懐
疑
な
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
告
白
』

み
ず
か
ら
の
弱
さ
（
存
在
の
欠
如
）
を
突
如
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と

gロ
回
目
。
三
宮
山
口
寄
B
E邑
回
目

2
0、
し
か

の
記
述
に
よ
れ
ば
、



も
そ
れ
が
つ
ね
に
何
ら
か
同
一
の
も
の
と
し
て
匙
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
っ
た
の
で
あ
（
却
。
よ
り
積
極
的
に
は
、
そ
う
し
た
自

己
の
姿
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
き
、
み
ず
か
ら
を
貫
い
て
き
た
根
拠
（

1
神
の
言
葉
）
へ
の
愛
に
促
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ア
ウ
グ

（ロ）

ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
探
究
の
端
緒
で
あ
っ
た
。
（
ち
な
み
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
確
実
性
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
）

（臼）

し
か
る
に
、
何
か
を
愛
す
る
と
い
う
と
き
、
愛
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
ら
か
の
仕
方
で
知
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
全

く
知
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
は
こ
れ
を
探
究
す
る
と
か
愛
す
る
と
か
言
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
か
ら
だ
。
と
す
れ
ば
、
自
ら
を

貫
い
て
き
た
根
拠
を
愛
す
る
と
い
う
際
、
愛
さ
れ
る
当
の
も
の
は
ど
こ
に
、

は
「
自
己
l
根
拠
へ
の
愛
」
と
し
て
、
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
仕
方
で
知
ら
れ
て
い
る
の
か
。
恐
ら
く
、
そ
れ

創造と原罪についての一試論

我
々
は
こ
こ
に
、
と
に
か
く
も
、
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
古
来
の
格
言
｜
｜
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
知
を
愛
し
求
め
る
と
い

う
哲
学
そ
の
も
の
の
根
幹
に
位
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
｜
｜
の
、
基
本
の
意
味
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
汝
自
身
を
」
と
言
う
と

き
、
そ
れ
は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
｜
｜
物
体
的
事
物
で
あ
れ
、
学
的
知
識
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
人
で
あ
れ
神
で
あ
れ
ー
ー
の

存
在
が
無
反
省
に
前
提
さ
れ
て
の
表
現
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
自
己
自
身
の
か
た
ち
」

1
「
何
ら
か
超
越
的
な
も
の
（
神
の
言
葉
）

に
貫
か
れ
、
か
っ
、
み
ず
か
ら
を
貫
い
て
き
た
そ
の
も
の
を
志
向
し
愛
す
る
こ
と
」
に
あ
っ
て
（
刷
、
通
常
「
在
る
」
と
看
倣
し
て
怪
ま

ぬ
も
の
、
在
り
か
つ
在
ら
ぬ
と
い
う
ほ
か
な
い
も
の
は
、
原
理
的
に
は
ひ
と
ま
ず
消
失
し
て
い
る
の
だ
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
た
だ
、

「
あ
な
た
（
神
）
の
み
が
わ
た
し
の
善
の
す
べ
て
で
あ
る
」
と
い
う
祈
り
と
叫
び
の
み
が
存
し
（
問
。
逆
接
的
に
言
う
な
ら
ば
、
神
の
存

在
す
ら
、
ー
客
体
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
措
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
は
一
度
ぴ
、
自
己
の
志
向
的
愛
の
か
た
ち
そ
れ
自
身

の
探
究
へ
と
収
飲
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
愛
知
の
道
行
き
は
そ
う
し
た
探
究
の
場
か
ら
決
し
て
離
れ
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
「
探
究
の
端
緒
と
し
て
の
信
何
」
と
は
、

そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
「
知
l
生
成
し
て
き
た
か
た
ち
」
で
あ
る

七
七
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こ
と
に
な
ろ
う
。
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
信
何
は
、
そ
う
し
た
自
己
の
か
た
ち
自
身
を
知
る
こ
と
に
、
つ
ま
り
は
、

（

M）
 

存
在
を
何
ら
か
受
容
し
た
そ
の
か
た
ち
の
成
立
根
拠
を
知
る
こ
と
に
促
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
知
を
求
め
る
信
何
」

虫
色

2
0
c
m
R
g白

山

E
o
－－R
Z
B
と
い
う
周
知
の
標
語
は
、
信
と
知
の
分
離
を
前
提
と
し
た
上
で
の
両
者
の
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な

く
、
信
何
と
い
う
か
た
ち
｜
｜
そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
根
拠
へ
の
愛
と
し
て
働
く
の
だ
が
｜
｜
自
身
の
有
す
る
自
己
還
帰
的
な
動
的
構
造

を
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
う
し
た
信
何
と
い
う
言
葉
を
、
何
か
哲
学
に
と
っ
て
異
質
な
、
前
学
問
的
前

提
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
学
問
す
な
わ
ち
知
と
は
真
実
の
と
こ
ろ
何
で
あ
る
の
か
、
と
問
う
限
り
。

だ
が
他
方
、
信
何
と
い
う
も
の
を
、
信
じ
る
者
に
と
っ
て
だ
け
暗
黙
に
、
無
言
語
的
に
了
解
さ
れ
閉
じ
ら
れ
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ

と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
信
何
を
既
に
（
虚
偽
な
る
仕
方
で
）
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
「
自
己
の
在
る
こ
と
」
の
あ
い
ま
い
な
把
握
の
上
に
自
己
知
を
倦
称
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
信
何
と
い
う
端
緒
と
は
、
恐
ら
く
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
或
る
種
の
存
在
論
的
落
差
を
苧
み
つ
つ
も
、
「
存
在
を
受
容
し

の
成
立
に
向
う
橋
頭
霊
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

う
る
真
の
か
た
ち
」

（ 

一一） 

さ
て
、
こ
う
し
た
探
究
の
方
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
手
前
に
戻
っ
て
問
題
の
所
在
を
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
の
の
心
象
・
か
た
ち
の
把
握
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
思
惟
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
・
精
神
の

う
ち
に
形
成
さ
れ
て
き
た
「
も
の
の
心
象
」
の
方
が
言
わ
ば
裸
の
「
も
の
の
種
的
形
象
」
よ
り
も
よ
り
善
い
、
と
。
そ
れ
は
、
精
神
が

み
ず
か
ら
の
実
体
の
何
も
の
か
を
心
象
な
り
視
像
な
り
の
形
成
に
際
し
て
附
与
す
る
か
ら
だ
と
い
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、

「
も
の
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
在
る
と
き
よ
り
も
、
神
の
言
葉
に
お
い
て
ー
ー
も
の
の
生
成
し
て
く
る
に
先
ん
じ
て
知
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
｜
｜
生
命
を
有
す
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
づ
げ
か
ら
言
え
ば
、
精
神
は
も
の
の
心
象
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

言
わ
ば
も
の
に
生
命
を
与
え
る
媒
介
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
事
実
と
し
て
存
在
し



て
い
る
も
の
・
事
物
に
関
す
る
何
ら
か
の
形
象
を
単
に
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
一
方
的
方
向
は
一
度
ぴ
拒

否
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
た
し
か
に
、
外
な
る
も
の
に
触
れ
る
こ
と
を
何
ら
か
媒
介
と
し
て
い
る
と
は
言
え
、
心
象
の
形
成
は
或
る
意
味

で
、
神
の
言
葉
に
お
げ
る
も
の
の
原
型
に
還
帰
す
る
と
い
う
契
機
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
感
覚
す
る
と
は
、
言
わ
ば
存
在
身
分

の
不
明
な
も
の
の
心
象
に
触
れ
る
こ
と
を
介
し
て
、
或
る
原
型
た
る
か
た
ち
を
想
起
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
想

起
さ
れ
る
原
型
た
る
か
た
ち
と
は
、
「
そ
れ
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
も
の
の
心
象
が
ま
さ
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
知
ら

れ
て
く
る
ゆ
え
ん
の
も
の
だ
、

と
言
え
よ
う
。

創造と原罪についての一試論

さ
て
、
こ
う
し
た
原
型
は
今
問
う
て
い
る
問
題
と
し
て
は
、
と
に
か
く
も
こ
こ
ろ
・
魂
の
う
ち
に
何
ら
か
の
仕
方
で
先
在
し
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
非
物
体
的
な
も
の
に
関
わ
る
学
知

a
R
R
O
の
場
合
に
、
よ
り
純
粋
に
要
請
さ
れ
て
く
る
。
な
ぜ

な
ら
、
学
知
に
あ
っ
て
は
、
感
覚
的
事
物
を
前
に
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
我
々
が
不
分
明
な
仕
方
で
そ
の
存
在
を
前
提
し
、
か
っ

そ
れ
に
侍
り
か
か
っ
て
い
る
客
体
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
こ
で
は
従
っ
て
、
「
何
か
を
学
び
知
っ
た
と
き
、
わ
た
し
は
単
に
他
人
の
心
を

信
じ
た
の
で
は
な
く
、
と
に
か
く
も
自
分
の
心
に
お
い
て
知
り
、
真
で
あ
る
と
認
め
、
記
憶
に
委
ね
た
の
だ
」
。
と
い
う
の
は
、
た
と

え
教
え
ら
れ
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く
人
は
自
分
で
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
何
で
あ
れ
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
知
っ
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
何
か
を
知
っ
た
と
い
う
際
、
そ
れ
を
予
め
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
「
そ
れ
（
が
自

分
の
探
し
て
い
た
も
の
だ
こ
と
認
め
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
に
対
し
て
言
っ
て
い
る
、
「
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
は
わ
た
し
が
そ
れ
を
学
び
知
る
以
前
に
、
わ
た
し
の
心
の
う
ち
に
在
っ
た
の
だ
：
：
：
そ
れ
が
学
び
知
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
が
た
し

か
に
真
だ
と
わ
た
し
が
認
め
、
語
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
既
に
し
て
わ
た
し
の
記
憶
に
先
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
（
問
。

こ
う
し
た
意
味
で
の
原
型
た
る
か
た
ち
の
先
在
と
そ
の
想
起
と
は
、
感
覚
知
と
学
知
と
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
成
立
に

と
っ
て
、
何
ら
か
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
要
請
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
非
物
体
的
事
物
に
関
わ
る
こ
と
を
学
び
知
る
場
合
に
は
、
言
わ
ば

存
在
身
分
の
不
分
明
な
外
な
る
も
の
は
始
め
か
ら
不
在
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
自
己
の
記
憶
に
お
い
て
先
在
し
て
い
た
原
型
の
意
味

七
九



/¥ 。

が
よ
り
純
粋
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

さ
て
、
そ
の
原
型
な
り
範
型
的
か
た
ち
な
り
が
こ
こ
ろ
・
魂
に
内
在
す
る
に
至
っ
た
原
因
を
、
単
に
過
去
の
一
時
点
で
の
学
知
の
経

験
に
遡
っ
て
求
め
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
点
で
の
学
知
の
成
立
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
「
そ
れ

に
照
し
合
わ
せ
て
当
の
学
知
が
成
立
し
た
ゆ
え
ん
の
原
型
た
る
か
た
ち
」
が
己
れ
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
と
す

れ
が
、
学
知
成
立
の
原
因
を
求
め
て
過
去
に
遡
行
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
種
の
無
限
背
進
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
何
ら
か
前
世
に
お
け
る
学
知
を
、
今
こ
こ
で
想
起
す
る
と
い
っ
た
説
明
方
式
に
対
し
て
も
、
同
様
に
当
て
は
ま

る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
前
世
な
る
場
で
の
学
知
は
い
か
に
成
立
す
る
の
か
と
問
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
同
じ
論
拠
に
よ
っ

て
、
照
ら
し
合
わ
せ
る
べ
き
原
型
の
先
在
は
、
言
わ
ば
前
世
の
前
世
で
の
学
知
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
す

（お）

れ
ば
、
そ
こ
で
も
ま
た
無
限
背
進
が
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
か
し
、
感
覚
す
る
こ
と
、
学
び
知
る
こ
と
の
成
立
に
関
わ
る
問
題
を
、
大
略
右
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、

原
型
な
り
範
型
的
か
た
ち
が
こ
こ
ろ
・
魂
に
先
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
の
こ
こ
ろ
・
魂
（

1
自
己
の
在
る
こ
と
）
の
原
初
的
生
成

の
機
微
が
何
ら
か
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
限
り
は
、
畢
寛
、
一
つ
の
神
話
に
終
る
ほ
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
魂
が

そ
の
原
初
の
誕
生
（

1
創
造
）
に
あ
っ
て
、
何
ら
か
事
実
と
し
て
個
々
の
形
象
や
形
相
を
無
限
多
な
る
も
の
と
し
て
保
持
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
も
な
い
。
予
想
的
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
こ
ろ
・
魂
は
、
個
々
の
可
知
的
形
象
を
保
持
す
る
単
な
る
容
器

の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
が
言
わ
ば
無
か
ら
生
じ
来
た
る
根
源
に
、
よ
り
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
創
造
の
始
め
か
ら
無
限
多
の
可
知
的
形
象
が
魂
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
た
と
安
易
に
語
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な

魂
に
と
っ
て
、
諸
形
象
は
結
局
の
と
こ
ろ
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ろ
・
魂
と
は
む
し
ろ
、
「
そ
こ
に
お
い
て
も
の
在
り
の

意
味
が
何
ら
か
知
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
介
し
て
み
ず
か
ら
が
存
在
の
生
成
の
か
た
ち
と
な
る
べ
き
何
も
の
か
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
、
魂
の
原
初
的
な
生
成
の
機
微
を
離
れ
て
、
そ
し
て
魂
自
身
の
働
き
を
離
れ
て
、
い
か
な
る
他
の
も
の
も
限
定
さ



れ
た
対
象
と
し
て
は
｜
｜
範
型
的
形
相
で
あ
れ
可
知
的
形
象
で
あ
れ
｜
｜
魂
の
う
ち
に
措
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
問
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
根
底
に
潜
む
事
態
を
、
次
に
や
〉
別
の
観
点
か
ら
反
省
し
て
お
き
た
い
。

創造と原罪についての一試論

感
覚
的
事
物
の
心
象
の
形
成
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
外
的
事
物
が
不
在
の
場
合
の
記
憶
像
の
形
成
に
お
い
て
、
そ
の

生
成
の
機
微
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
と
り
わ
げ
結
合
力
と
し
て
の
意
志
の
働
き
が
問
題
と
な
ろ
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
感
覚
的
事
物
の
視
像

iao
（
な
い
し
心
象
）
が
形
成
さ
れ
る
際
に
は
、
言
わ
ば
外
的
人
聞

に
お
け
る
コ
二
性
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

ω、
現
に
見
ら
れ
て
い
る
事
物
、

ω、
感
覚
に
刻
印
さ
れ
た
類
似
像
、
す
な
わ
ち
視
像
、

ω、
精
神
の
志
向

E
o
E
o自
由
自
由
な
い
し
意
志
、
と
い
う
主
性
で
あ
｛
的
。
そ
し
て
、
当
の
感
覚
的
事
物
が
眼
前
に
存
し
な
い
場
合

で
も
、
記
憶
に
お
い
て
同
様
の
コ
二
性
が
形
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

ω、
記
憶
、

ω、
内
的
な
視
像
、

ω、
意
志
の
三
者
で
あ
る
。
い

ず
れ
の
場
合
に
も
、
精
神
の
志
向
な
い
し
意
志
は
、
感
覚
な
り
記
情
な
り
に
視
像
を
結
び
つ
け
、
三
一
性
を
形
成
す
る
の
に
不
可
欠
の

役
割
を
果
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
記
憶
に
お
け
る
＝
二
性
の
場
合
、
「
意
志
は
想
起
す
る
精
神
の
眼
差
し
を
記
憶
へ
と
向
げ
、
そ
の
精
神

の
眼
差
し
が
記
憶
の
保
持
し
て
い
た
類
似
像
に
よ
っ
て
形
相
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
。
こ
う
し
た
意
志
の
結
び
つ
け
の
働

き
な
く
し
て
は
、
視
像
は
言
わ
ば
真
に
こ
こ
ろ
・
魂
に
根
付
い
た
も
の
と
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
ま
さ
に
自
己
が
、
何
で
あ
れ
一
つ
の
こ

と
を
感
覚
し
た
り
記
寵
し
た
り
し
て
い
る
と
は
言
え
な
く
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
コ
二
性
は
、
そ
れ
が
た
し
か
に
何
ら
か
可
変
的
な
る
事
物
に
基
づ
い
て
い
る
限
り
は
、
か
の
真

の
三
一
性
（
神
の
三
位
一
体
）
の
ほ
ん
の
痕
跡
で
し
か
な
い
。
｜
｜
ち
な
み
に
、
在
り
て
在
る
存
在
そ
の
も
の
（
神
）
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
完
全
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
存
在
と
知
、
及
び
両
者
を
結
び
つ
け
る
愛
と
い

う
三
者
が
完
全
に
一
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
｜
｜
た
だ
、
ほ
ん
の
痕
跡
で
あ
る
と
は
言
え
、
結
合
力
と
し
て
の
意
志
は
か
の
三
一
性

に
与
る
契
機
を
う
ち
に
秘
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
の
志
向
な
い
し
意
志
は
、
た
し
か
に
可
変
的
な
も
の
に
関
わ
り
つ
つ
も
、
本

（四）

八
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性
に
お
い
て
そ
れ
を
超
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
、
可
変
的
な
場
に
あ
っ
て
こ
こ
ろ
・
魂
が
何
ら
か
存
在
に
与
り
う
る
ゆ
え
ん

の
も
の
と
し
て
探
究
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
結
合
力
と
し
て
の
意
志
の
働
き
が
実
際
に
視
像
に
関
わ
る
場
合
、
或
る
無
際
限
の

連
鎖
の
う
ち
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
一
般
に
、
我
々
が
何
ご
と
か
特
定
の
こ
と
が
ら
を

想
起
し
よ
う
と
す
る
際
、
「
想
起
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
の
全
体
か
、
そ
れ
と
も
部
分
な
り
と
も
、
言
わ
ば
記
憶
の
密
室
に
保
持
し
て
い

な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
想
起
し
よ
う
と
す
る
意
志
す
ら
生
じ
な
い
」
）
。
と
い
う
の
は
、
何
で
あ
れ
我
々
が
想
起
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る

場
合
、
そ
の
当
の
も
の
が
現
に
記
憶
の
う
ち
に
在
る
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
在
っ
た
と
い
う
こ
と
を
し
も
、
我
々
は
想
起
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
或
る
一
つ
の
孤
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
卑
近
な

例
を
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
昨
日
夕
食
に
何
を
摂
っ
た
か
を
想
い
起
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
出
来
事
に
関
わ
る
こ
と
を
何
か
少
し

で
も
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
、
想
い
起
そ
う
と
す
る
意
志
す
ら
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
が
夕
食
を
食
べ
た
と
い
う
こ
と
は
既
に
想
い

起
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
少
く
と
も
そ
の
時
聞
に
起
っ
た
他
の
こ
と
を
何
か
想
い
起
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
た
と
え
こ
う
し

た
こ
と
は
す
べ
て
忘
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
せ
め
て
昨
日
と
い
う
日
と
か
そ
の
夕
刻
と
か
、
或
い
は
夕
食
を
摂
る
と
は
何
か
、
と
い
っ

た
こ
と
（
意
味
）
を
想
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
自
分
が
何
か
を
記
憶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
自
己
自
身
を
何

ら
か
記
憶
し
、
想
起
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
要
請
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
。
）
こ
の
よ
う
に
、
想
起
し
よ
う
と
す
る
意

志
は
互
い
に
連
鎖
し
合
い
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
応
じ
て
、
思
惟
の
眼
差
し
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
て
く
る
視
像
も
無
数
に
連
鎖
し
合
っ
て

（羽）

い
る
の
だ
。

た
だ
、
「
精
神
の
眼
差
し
は
、
記
憶
が
保
持
し
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
同
時
に
、
か
つ
一
瞥
の
も
と
に
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

（お）
い
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ま
ざ
ま
に
想
起
す
る
思
惟
の
数
だ
け
＝
二
性
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
に
交
替
し
、

ま
た
さ
ま
ざ
ま
に
新
し
く
結
合
し
合
う
。
つ
ま
り
、
思
惟
す
る
者
の
視
像
は
、
原
理
的
に
言
っ
て
無
限
に
倍
化
さ
れ
変
容
さ
せ
ら
れ
る



の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
個
々
の
視
像
の
、
そ
し
て
想
起
せ
ん
と
す
る
意
志
の
系
列
を
、
そ
の
ま
ま
無
際
限
に
た
ど
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
で
は
、
そ
う
し
た
無
際
限
な
連
鎖
の
み
あ
っ
て
そ
れ
を
現
に
終
極
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
と
、
そ
こ
で
は
結

局
の
と
こ
ろ
、
或
る
特
定
の
視
像
は
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
或
い
は
、
も
し
そ
れ
が
、
経
験
的
事
実
に
属
す
る

こ
と
と
し
て
）
と
に
か
く
も
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
具
体
的
に
一
つ
の
視
像
に
関
わ
る
意
志
は
、
一
体
何
を
根
源
の
契
機
と

し
て
発
動
し
て
く
る
の
か
。

こ
こ
に
瞥
見
さ
れ
る
ア
ポ
リ
ア
的
事
態
に
対
し
て
、
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
さ
ま
ざ
ま

な
視
像
が
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
想
起
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
無
限
に
連
鎖
し
合
う
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
原
初
的
な
記
憶
そ
の

も
の
の
う
ち
に
険
度
目
。
含
凹
を
有
す
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
｛
ザ
な
ぜ
な
ら
、
何
か
或
る
特
定
の
こ
と
を
想
起
し
よ
う
と
す
る
意

志
は
、
記
憶
が
保
持
し
て
い
た
も
の
に
基
づ
い
て
発
出
し
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
或
る
意
味
で
、
原
初
的
に
知
ら
れ
、
記
憧
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
も
の
に
遡
源
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
こ
に
、
無
限
の
連
鎖
の
系
列
そ
の
も
の
を
超
え
た
原
初
的
な
記
慢
I
｜
そ
れ
は
も

は
や
特
定
の
想
像
な
り
か
た
ち
な
り
の
記
憶
で
は
あ
り
え
ず
、
こ
こ
ろ
・
精
神
そ
の
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
ー
ー
が
垣
間
見
ら
れ

て
く
る
の
だ
。

創造と原罪についての一試論

他
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
系
列
に
お
い
で
あ
る
意
志
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
同
様
の
事
態
が
見
出
さ
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
挙
げ
て
い
る
簡
単
な
例
で
は
、
「
窓
か
ら
通
行
人
を
見
ん
が
た
め
に
、
窓
を
見
ょ
う
と
す
る
」
場
合
、
窓
を
見
ょ
う
と
す
る
意
志
は

窓
の
視
像
を
、
意
志
の
一
つ
の
終
極
出
ロ
ザ
｜
｜
そ
こ
に
ひ
と
ま
ず
意
志
の
安
ら
う
目
的
ー
ー
と
し
て
持
つ
。
そ
し
て
、
通
行
人
を
見
ょ

う
と
す
る
意
志
は
別
の
終
極
と
し
て
通
行
人
の
視
像
を
持
｛
切
。
だ
が
、
こ
う
し
た
意
志
は
互
い
に
連
鎖
し
合
っ
て
お
り
、
そ
の
系
列
は

原
理
的
に
は
何
処
ま
で
も
無
数
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
う
し
た
意
志
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
目
的

l
lそ
こ
に
お
い
て
意
志

が
ひ
と
ま
ず
安
ら
う
と
こ
ろ
の
終
極
ー
ー
を
有
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
幸
福
に
生
き
る
こ
と
を
意
志
す
る
か
の
意
志

（お｝

の
目
的
へ
と
、
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
も
は
や
「
あ
れ
」
、
「
こ
れ
」
の
特
定
の
視
像
に
固
着
し
て
い
な
い
意
志
で

八
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あ
っ
て
、
言
わ
ば
個
々
の
目
的
系
列
の
関
係
性
そ
の
も
の
を
超
え
た
意
志
だ
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
幸
福
に
生
き
る
こ
と
を

意
志
す
る
意
志
」
と
は
、
個
別
的
な
視
像
を
意
志
す
る
意
志
が
無
際
限
な
連
鎖
の
う
ち
に
没
し
て
存
立
し
な
く
な
る
こ
と
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ま
さ
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
の
限
り
で
は
、
個
別
的
な
も
の
と
か

個
体
と
か
の
閉
鎖
的
な
意
味
は
、
一
度
ぴ
切
り
開
か
れ
て
く
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
（
ち
な
み
に
言
え
ば
、
個
別
と
し
て
の
個
別
に

執
着
し
、
し
か
も
そ
う
し
た
営
み
を
自
己
肯
定
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
「
罪
の
徴
l
死
の
性
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
（
列
。
）
つ

ま
り
、
個
別
的
な
も
の
と
し
て
の
個
別
的
な
も
の
は
本
来
ど
こ
に
も
成
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
、
或
る
普
遍
的
な
場
に
｜
｜
こ
こ
で

の
表
現
で
は
、
幸
福
に
生
き
る
こ
と
を
意
志
す
る
意
志
と
い
う
、
通
常
の
経
験
に
先
ん
ず
る
働
き
に

l
i文
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
通
常
我
々
に
と
っ
て
「
幸
福
に
生
き
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
」
は
、
事
実
と
し
て
既
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
で
は
な
る
ま
い
。
現
に
在
る
我
々
は
、
周
知
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
己
れ
の
欲
し
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
善
は
こ
れ
を
為
さ
ず
、
反
っ

て
、
欲
せ
ぬ
と
こ
ろ
の
悪
は
こ
れ
を
為
す
」
（
『
ロ

l
マ
書
七
章
一
九
節
）
と
い
う
在
り
様
に
お
い
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
或
い
は
、
「
己
れ
の
欲
し
な
い
方
へ
と
、
ほ
か
な
ら
ぬ
み
ず
か
ら
の
意
志
で
も
っ
て
向
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
己
分
裂
の
姿

が
、
我
々
の
現
実
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
聞
は
人
間
た
る
限
り
、
幸
福
（
に
生
き
る
こ
と
）
を
意
志
し
、

存
在
を
受
容
し
う
る
可
能
的
な
か
た
ち
を
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
い
か
な
る
構
造
に
お
い
で
あ
る
の
か
。

さ
て
、
何
で
あ
れ
何
か
具
体
的
な
こ
と
を
欲
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
身
の
成
立
根
拠
と
し
て
、
「
す
べ
て
の
人
聞
は
幸
福
を
意
志
し
て

い
る
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
「
幸
福
と
は
何
で
あ
る
か
」
の
知
が
何
ら
か
の
仕
方
で
我
々
の
記
憶
に
先
在
し
て

い
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
全
く
知
ら
な
い
も
の
を
欲
し
意
志
す
る
と
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
我
々
の
う
ち

な
る
「
幸
福
の
知
」
は
、
む
ろ
ん
そ
の
ま
ま
で
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
真
に
幸
福
で
在
る
よ
う

な
知
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
う
ち
な
る
「
幸
福
の
知
」
は
、
「
幸
福
で
在
る
こ
と
」
へ
と
、
つ
ね
に
自
己
自
身
を
突
破
し
自

己
を
超
え
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
基
本
性
格
を
有
す
初
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
聞
に
は
或
る
必
然
的
な
落
差
が
あ
る
の
だ
。
か



く
し
て
、
「
幸
福
を
意
志
す
る
と
い
う
こ
と
」
の
我
々
に
と
っ
て
の
（
自
己
在
り
に
と
っ
て
の
）
意
味
が
問
わ
れ
る
と
き
、
我
々
は
或
る

意
味
で
、
自
己
知
の
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
人
聞
の
創
造
の
二
つ
の
位
相
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
面
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

今
、
予
感
と
し
て
言
う
な
ら
ば
、
「
す
べ
て
の
人
聞
は
幸
福
を
意
志
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
現
に
在
る
我
々
に
と
っ

て
両
義
性
を
苧
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
決
し
て
、
「
幸
福
を
正
し
く
意
志
す
る
（
善
く
意
志
す
る
と
こ
と
と
同
一
で
は
あ

り
え
な
い
。
前
者
は
或
る
意
味
で
、
人
間
た
る
限
り
で
の
人
聞
の
自
然
・
本
性
に
端
的
に
属
し
て
い
る
と
一
応
一
一
言
い
え
よ
う
。
だ
が
、

そ
れ
は
恐
ら
く
は
、
「
幸
福
を
正
し
く
意
志
す
る
こ
と
」
と
し
て
、
何
ら
か
否
定
を
媒
介
と
し
た
再
帰
的
な
仕
方
で
、
こ
の
時
間
的
生
の

う
ち
に
生
成
し
て
く
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
生
成
の
構
造
は
｜
｜
そ
れ
は
探
究
が
そ
こ
へ
と
収
飲
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
｜
｜
筆
者
の
み
る
と
こ

ろ
、
人
間
の
創
造
（

1
こ
こ
ろ
・
魂
の
原
初
の
誕
生
）
と
、
い
わ
ゆ
る
原
罪
の
意
味
連
聞
に
密
接
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
節
を
改
め
て
、
一
つ
の
試
論
的
な
考
察
を
加
え
た
い
。

創造と原罪についての一試論

か

た

ち

、

（
一
）
周
知
の
ご
と
く
「
創
世
記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
は
神
の
似
像
と
し
て
創
ら
れ
た
」
と
い
う
。
今
仮
に
「
神
の
似
像
と

し
て
」
と
記
し
た
が
、
恐
ら
く
右
の
表
現
に
は
「
神
の
似
像
に
即
し
て
、
そ
し
て
神
の
似
像
に
向
っ
て
創
ら
れ
た
」
と
い
う
、
言
わ
ば

動
的
な
分
節
化
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
吟
味
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
予
め
、
次
の
二
点
に
言
及

し
て
お
き
た
い
。

ω
神
の
創
造
の
業
と
は
、
そ
れ
を
単
に
、
人
聞
が
も
の
を
製
作
す
る
行
為
を
モ
デ
ル
に
し
て
何
ら
か
偽
人
的
に
語
る
の
で
な
い
限

り
、
過
去
の
或
る
一
時
点
で
完
結
し
た
出
来
事
と
看
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
に
神
の
世
界
創
造
を
或
る
限

八
五
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定
さ
れ
た
対
象
と
見
る
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
、
そ
の
創
造
の
業
に
外
に
自
分
が
出
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
が
、
思
惟
す
る
自
己
を
こ
の

（

M
W）
 

よ
う
に
措
定
す
る
こ
と
は
一
つ
の
虚
構
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
む
ろ
ん
、
時
間
の
意
味
そ
の
も
の
に
関
わ
る
。

今
、
要
点
の
み
押
え
て
お
く
と
す
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
直
線
的
に
流
れ
る
時
間
の
或
る

一
時
点
で
世
界
創
造
が
為
さ
れ
た
と
す
る
の
は
、
論
理
的
に
矛
盾
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
見
る
場
合
、
創
造
以
前
の
時

に
あ
っ
て
、
い
か
な
る
変
化
す
る
も
の
も
存
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
だ
け
が
流
れ
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ

（
円
引
）

れ
ゆ
え
、
時
間
は
創
造
と
共
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
時
間
も
ま
た
創
造
さ
れ
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、

創
造
の
業
は
そ
れ
が
神
の
業
で
あ
る
限
り
、
時
間
を
貫
い
て
、
今
こ
こ
に
ー
ー
さ
ま
ざ
ま
の
自
然
・
本
性
を
通
し
て
、
と
り
わ
け
我
々

の
働
き
を
介
し
て
持
続
的
に
働
い
て
い
る
、
と
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

ω
ア
ダ
ム
や
エ
ヴ
ァ
は
、
た
し
か
に
『
創
世
記
』
の
語
り
口
で
は
独
立
の
個
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ぬ
意

味
を
有
す
る
。
『
創
世
記
』
は
、
特
殊
な
個
人
の
行
為
・
出
来
事
を
語
る
と
い
う
仕
方
で
、
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
普
遍
的

に
告
知
し
て
い
る
の
だ
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
ダ
ム
は
永
遠
な
る
も
の
に
関
与
し
う
る
こ
こ
ろ
・
精
神
の
何
も
の
か
を
、

そ
れ
に
対
し
て
エ
ヴ
ァ
は
時
間
的
な
も
の
に
関
わ
る
何
も
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
し
て
い
る
と
言
う
。
い
ず
れ
も
一
人
の
人
問
、
一

つ
の
精
神
に
属
す
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
意
味
で
、
ア
ダ
ム
、
エ
ヴ
ァ
は
単
に
男
、
女
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
も
、
人
聞

の
生
物
学
上
の
視
先
だ
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
一
人
一
人
が
本
性
上
、
ア
ダ
ム
・
エ
ヴ
ァ
な
の
だ
。

な
ぜ
そ
う
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
長
い
探
究
を
要
す
る
が
、
差
し
当
り
、
我
々
す
べ
て
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
い

る
そ
の
当
の
原
初
的
罪
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
罪
と
い
う
言
葉
は
、
責
任
と
責
任
を
果
し
う
る
力
と
の
あ
る
と
こ
ろ
で
し
か
使
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
仮
に
ア
ダ

ム
や
エ
ヴ
ァ
が
特
定
の
個
人
で
あ
っ
て
我
々
と
は
異
な
る
過
去
の
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
彼
ら
の
犯
し
た
罪
が
ほ
か
な
ら

ぬ
我
々
の
罪
と
な
り
う
る
の
か
。
罪
の
素
質
が
人
類
の
視
先
か
ら
何
か
遺
伝
子
の
よ
う
に
連
綿
と
伝
わ
り
、
す
べ
て
の
人
聞
に
生
来
宿
つ



て
い
る
と
い
う
の
か
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
捉
え
方
は
こ
こ
ろ
・
魂
を
余
り
に
「
も
の
化
」
し
、
ひ
い
て
は
我
々
自
身
を
我
々
の
在
る

こ
と
に
と
っ
て
外
な
る
も
の
・
非
言
語
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
（
事
実
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、

魂
は
言
わ
ば
そ
の
都
度
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
親
か
ら
子
に
そ
の
ま
ま
そ
れ
自
体
と
し
て
伝
わ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
。
）
そ
れ
ゆ

え
、
罪
を
犯
し
た
ア
ダ
ム
の
本
性
が
同
時
に
わ
た
し
の
本
性
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
ア
ダ
ム
は
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
性
そ

れ
自
身
と
し
て
行
為
し
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
ア
ダ
ム
の
原
罪
の
罰
と
し
て
、
罪
の
徴
が
死
の
性
と
し
て
我
々

す
べ
て
に
宿
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
原
罪
（
と
い
う
行
為
）
は
我
々
の
個
別
的
行
為
に
先
ん
じ
て
存
す
る
構
造
的
な
も
の
で
は
な
い
の

か
。
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
・
エ
ヴ
ァ
の
行
為
が
特
定
の
個
別
的
行
為
で
は
な
く
、
人
間
の
自
然
・
本
性
の
行
為
（
働
き
）
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
或
る
意
味
で
、
人
聞
が
創
造
さ
れ
る
と
同
時
に
働
く
も
の
｜
｜
論
理
的
に
は
む
ろ
ん
人
間
の
創
造
の
後
な
る
も
の
で

あ
る
が
ー
ー
で
は
な
か
っ
た
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
の
行
為
の
｜
｜
ひ
い
て
は
「
わ
た
し
・
自
己
の
在
る
こ
と
」
の
｜
｜
成

立
構
造
に
関
わ
る
何
ら
か
否
定
的
な
契
機
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

（ 

一一） 

で
は
、

創造と原罪についての一試論

い
わ
ゆ
る
、
原
罪
の
内
実
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

「
創
世
記
』
の
記
述
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
幾
つ
か
の
段
階
に
分
れ
る
。
は
じ
め
、
ア
ダ
ム
（
1
人
間
）
は
神
か
ら
、
「
園
の
中
央
に
あ

る
善
悪
を
知
る
の
樹
は
、
汝
そ
の
果
を
食
ふ
べ
か
ら
ず
、
汝
こ
れ
を
食
ふ
日
に
は
必
ら
ず
死
ぬ
べ
け
れ
ば
な
り
」
（
二
章
一
七
節
）
と
命

じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
蛇
は
先
ず
エ
ヴ
ァ
に
対
し
て
「
汝
ら
必
ら
ず
死
ぬ
る
こ
と
あ
ら
じ
、
神
、
汝
ら
が
こ
れ
を
食
ふ
日
に
は
、

汝
ら
の
目
開
け
、
汝
ら
神
の
ご
と
く
な
り
て
善
悪
を
知
る
に
至
る
を
知
り
た
ま
ふ
な
り
（
三
章
四
｜
五
節
）
と
誘
う
。
そ
し
て
エ
ヴ
ア

は
そ
の
果
が
食
ら
ふ
に
よ
く
、
う
る
わ
し
い
こ
と
を
見
る
に
及
ん
で
、
「
遂
に
そ
の
実
を
取
り
て
食
ひ
、
ま
た
こ
れ
を
己
れ
と
借
な
る
夫

に
与
へ
け
れ
ば
、
彼
食
へ
り
）
（
三
章
六
節
）
と
あ
る
。
原
初
の
罪
の
成
立
を
語
る
こ
の
件
は
、
一
見
さ
り
げ
な
い
神
話
に
見
え
る
が
、

行
為
な
り
人
間
な
り
の
在
り
方
に
関
す
る
重
要
な
意
味
が
関
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

/¥ 
七



八
八

最
終
的
に
ア
ダ
ム
の
行
為
は
、
明
ら
か
に
神
の
命
令
へ
の
背
反
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
行
為
が
何
の
感
覚

的
形
象
の
媒
介
も
な
し
に
、
直
接
生
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
蛇
は
神
へ
の
背
反
そ
れ
自
身
の

形
象
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
蛇
に
エ
ヴ
ァ
が
従
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ア
ダ
ム
の
行
為
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
ヴ
ァ
と
は
「
時
間
的
な
も
の
を
支
配
す
べ
く
下
方
に
向
げ
ら
れ
た
理
性
の

部
分
を
象
徴
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
説
。
そ
し
て
、
一
見
す
る
と
、
ア
ダ
ム
は
た
だ
エ
ヴ
ァ
の
勧
め
に
従
っ
た
だ
げ
な
の
だ
が
、
そ
の

こ
と
は
単
に
受
動
的
な
も
の
と
解
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
と
言
う
の
も
、
ア
ダ
ム
の
同
意
は
エ
ヴ
ァ
の
そ
れ
に
対
し
て
、
一
つ
の
顕
著

な
特
徴
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ヴ
ア
の
蛇
に
対
す
る
同
意
に
は
、
感
覚
的
、
形
象
的
な
も
の
が
あ
く
ま
で
結
び
つ

い
て
い
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
ア
ダ
ム
は
、
そ
う
し
た
エ
ヴ
ァ
の
同
意
に
対
し
て
言
わ
ば
自
己
還
帰
的
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

神
（

1
ま
さ
に
在
り
て
在
る
存
在
そ
の
も
の
）
か
ら
の
背
反
そ
れ
自
身
を
自
己
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ア
ダ
ム
の
同

意
に
は
も
は
や
感
覚
的
形
象
は
直
接
に
は
介
在
し
て
い
な
い
。
ア
ダ
ム
は
言
わ
ば
、
神
へ
の
背
反
と
い
う
か
た
ち
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て

自
己
が
形
相
づ
け
ら
れ
て
よ
い
、
と
同
意
し
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
原
罪
の
行
為
成
立
に
は
、
右
の
よ
う
な
、
位
相
を
異
に
し
た
二
つ

の
同
意
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
時
間
的
な
事
物
を
管
理
す
る
よ
う
委
託
さ
れ
て
い
る
あ
の
理
性
（
エ
ヴ
ア
）
を
通
し
て
、
節
度
な

き
仕
方
で
外
的
な
も
の
へ
と
甚
し
く
落
下
し
て
ゆ
き
、
し
か
も
己
れ
の
頭
で
同
意
す
る
な
ら
ば
（
ア
ダ
ム
の
同
意
）
：
：
：
人
は
敵
（
悪

魔
）
の
う
ち
で
古
く
な
る
」
と
い
切
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
的
な
も
の
・
時
間
的
な
も
の
｜
そ
れ
は
、
己
れ
を
自
己
還
帰
的
に
知
り
え

ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
在
り
て
在
る
存
在
」
の
コ
二
性
に
与
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
も
言
え
よ
う
が
｜
｜
に
執
着
し
て
そ
こ
へ
と
滑
り
落

ち
、
そ
う
し
た
自
己
の
姿
に
自
己
自
身
同
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
永
遠
な
る
も
の
の
何
ら
か
の
視
像
す
ら
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
我
々
は
す
べ
て
が
変
化
し
同
一
性
を
保
つ
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
な
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
何
ら
か
同
一
な
る
も

の
・
永
遠
な
る
も
の
に
与
り
う
る
本
性
を
有
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
そ
う
し
た
本
性
的
な
力
を
試
さ
ん
と
す
る
欲



望
に
よ
っ
て
、
我
々
は
言
わ
ば
「
媒
介
者
な
い
し
中
間
点
と
し
て
の
自
分
自
身
に
落
下
す
る
」
と
い
う
。
そ
の
際
に
失
わ
れ
る
「
永
遠

な
る
も
の
の
視
像
」
と
は
、
人
間
（
こ
こ
ろ
・
魂
）
が
自
己
で
あ
り
始
め
た
当
初
か
ら
何
ら
か
保
持
し
て
い
た
神
の
似
像
た
る
か
た
ち

で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
む
し
ろ
、
「
神
（

1
存
在
）
を
受
容
し
う
る
と
い
う
可
能
性
の
か
た
ち
そ
の
も
の
」

g℃
g
h
u
a
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
か
た
ち
に
悪
し
く
、
転
倒
し
た
仕
方
で
同
意
す
る
（
自
己
肯
定
す
る
）
と
き
、
外
な
る
も
の

在
ら
ぬ
も
の
）
に
生
命
を
与
え
、
存
在
に
結
び
つ
け
る
み
ず
か
ら
の
可
能
性
が
言
わ
ば
自
分
の
う
ち
で
閉
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
可
能
性
そ
の
も
の
が
自
己
の
働
き
の
対
象
と
な
っ
て
、
自
己
の
う
ち
で
閉
じ
た
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
「
在
り
て
在
る

存
在
そ
の
も
の
」
と
の
関
わ
り
か
ら
切
り
離
さ
れ
孤
立
し
た
姿
（
存
在
の
欠
知
）
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
か
ら
の
背
反

と
い
う
か
た
ち
な
ら
ぬ
か
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
罪
の
罰
た
る
死
の
性
で
も
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、

（l
在
り
か
っ

創造と原罪についての一試論

そ
う
し
た
「
神
か
ら
の
背
反
」
と
い
う
こ
と
は
、
翻
っ
て
み
れ
ば
、
蛇
と
い
う
形
象
の
根
底
に
先
在
し
て
い
た
と
考
え

（
町
田
）

ら
れ
よ
う
。
（
ち
な
み
に
蛇
は
悪
魔
を
象
徴
す
る
と
し
て
よ
い
が
、
そ
の
悪
魔
と
は
、
右
の
よ
う
な
自
己
肯
定
、
自
己
愛
そ
の
も
の
を
呼

ぶ
名
で
あ
っ
た
。
）
ま
た
、
「
エ
ヴ
ァ
が
蛇
の
言
葉
を
信
じ
た
の
は
、
彼
女
の
う
ち
に
既
に
し
て
、
自
分
の
本
性
・
力
を
試
さ
ん
と
す
る

欲
望
・
愛
が
先
在
し
て
い
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ア
ダ
ム
は
エ
ヴ
ァ
の
同
意
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
か
ら
の
背
反
そ
れ
自

身
を
自
己
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
次
第
に
よ
っ
て
そ
こ
に
生
じ
た
の
は
、
は
じ
め
に
先
在
し
た
神
か
ら
の
背
反
（
存

在
の
欠
如
）
と
い
う
か
た
ち
な
ら
ぬ
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
原
罪
と
い
う
行
為
の
生
成
劇
に
は
、
始
め
に
何
ら
か
先
在
し

て
い
た
或
る
欠
如
的
か
た
ち
が
、
感
覚
的
形
象
へ
の
悪
し
き
同
意
を
介
し
て
生
成
し
て
く
る
、
と
い
う
構
造
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
蛇
（

l
悪
魔
の
化
身
）
、
エ
ヴ
ァ
、
ア
ダ
ム
の
為
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
は
、
異
な
る
存
在
者
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々

自
身
の
う
ち
に
あ
る
三
つ
の
契
機
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
我
々
の
行
為
成
立
に
関
わ
る
機
微
を
、
何

ら
か
否
定
的
な
仕
方
、
欠
知
的
な
仕
方
で
あ
る
に
せ
よ
、
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
仮
に
、
次
の
よ
う
に
図
示
し
て
お

と
こ
ろ
で
、

/¥ 
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こ〉つ。
悪…X
魔

感蛇…A
覚
的
形
象

コニ
ヴ…XA
ア

の
同
意

神ア
かダ…X
らム
のの
背同
反意

（
神
か
ら
の
背
反
）

さ
て
、
右
の
図
に
あ
っ
て
、
端
緒
で
あ
る
と
同
時
に
終
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
神
か
ら
の
背
反
」
と
は
、
そ
れ
以
上
原
因
を
問
い

え
ぬ
も
の
と
し
て
、
言
わ
ば
突
知
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
、
完
全
に
自
足
し
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
在
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
に
先
ん
じ
て
在
る
も
の
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
言
わ
ば
絶
対
の
所
与
を
、
「
神
へ
の
聴
従
の
可
能
性
」
な
り
「
存

在
を
受
容
し
う
る
可
能
性
」

l
lア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
っ
て
そ
れ
は
人
聞
の
自
然
・
本
性

E
E
E
の
こ
と
で
あ
っ
た
｜
｜
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
ち
な
み
に
、
前
節
と
の
関
連
で
言
う
な
ら
、
そ
う
し
た
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た
ち
な
く
し
て
は
、
或
る
一
箇

の
感
覚
知
す
ら
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
）

と
す
れ
ば
、
神
へ
の
背
反
と
は
、
実
は
「
存
在
を
受
容
し
う
る
可
能
性
」
と
い
う
己
れ
の
か
た
ち
に
対
し
て
、
或
い
は
む
し
ろ
、
そ

う
し
た
己
れ
の
か
た
ち
の
根
拠
に
対
し
て
、
「
悪
し
く
同
意
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か

く
し
て
己
れ
の
根
拠
に
対
し
て
悪
し
く
同
意
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
み
ず
か
ら
の
可
能
性
自
身
を
自
己
肯
定
す
る
こ
と
で
あ

り
、
可
能
性
自
身
の
う
ち
で
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
倣
慢

E
宮
司
宮
ω
が
罪
の
端
緒
だ
」
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に
あ
る
。

こ
こ
に
、
散
慢
と
は
「
何
ら
か
の
（
個
別
的
な
）
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
に
勝
っ
て
欲
し
、
し
か
も
そ
れ
を
己
れ
の
法
に
よ
っ
て
支
配

（
向
山
）

せ
ん
と
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
倣
慢
と
は
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
と
い
う
己
れ
の
法
を
自
己
肯
定
す
る
こ
と
」
で

あ
り
、
「
己
れ
の
根
拠
に
対
し
て
悪
し
く
同
意
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
、
可
能
性
自
身
の
う
ち
で
閉
じ
て
し
ま
う



こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
の
欠
知
を
結
果
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
倣
慢
と
か
自
己
愛
と
い
う
言
葉
は
、
何
か
自
己
の
在
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
狭
義
の
道
徳
な
り
倫
理
な
り
の
領
域
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
端
的
に
「
わ
た
し
・
自
己
の
在
る
こ
と
」
の
成
立
そ
れ
自
身
に

関
わ
る
の
で
あ
る
。

創造と原罪についての一試論

で
は
、
こ
う
し
た
神
か
ら
の
背
反
と
は
、
い
つ
生
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
悪
し
き
行
為
の
原
因
で
あ
り
つ
つ
、
み
ず
か
ら

は
何
の
先
行
原
因
も
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
（
た
し
か
に
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
に
先
ん
じ
て
在
る
所
与
の
も
の
（
贈
与
）
あ
っ
て
こ

そ
、
そ
の
所
与
に
対
し
て
悪
し
く
意
志
す
る
と
い
う
仕
方
で
働
く
の
で
は
あ
る
が
。
）
こ
の
聞
は
つ
ま
り
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た

ち
」
に
と
っ
て
、
非
存
在
へ
の
傾
き
が
い
つ
存
在
し
始
め
た
の
か
、
と
問
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
恐
ら
く
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た
ち
（
l
こ
こ
ろ
・
魂
ご
の
生
成
の
と
き
、
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
た
く
言
え
ば
、

人
聞
は
創
造
の
始
め
か
ら
｜
｜
白
己
が
自
己
で
在
り
始
め
、
働
き
始
め
た
当
初
か
ら
｜
｜
罪
を
犯
し
て
い
る
の
だ
。
何
を
、
ど
う
欲
し

意
志
し
よ
う
と
も
、
そ
の
意
志
す
る
働
き
に
構
造
的
に
潜
む
欠
知
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
創
造
が
先
ず
あ
っ

て
、
そ
の
後
に
（
通
常
の
意
味
で
の
時
間
的
経
過
の
後
に
）
原
罪
と
い
う
行
為
（
否
む
し
ろ
、
行
為
・
自
己
の
不
成
立
と
も
言
う
べ
き

も
の
）
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
創
造
と
原
罪
と
は
こ
の
限
り
で
は
我
々
に
と
っ
て
同
時
的
な
事
態
で
あ
っ

て
、
論
理
的
に
の
み
、
或
る
種
の
先
後
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
か
ら
の
背
反
（
1
自
己
の
存
立
の
根
源
に
対
し
て
悪

し
く
同
意
す
る
こ
と
）
は
、
我
々
の
具
体
的
、
経
験
的
な
生
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
我
々
に
先
ん
じ
て
あ
る
が
、
根
源
に
お
い
て
は
我
々

の
在
る
こ
と
・
行
為
と
共
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。
人
聞
は
、
か
く
意
志
す
る
こ
と
を
離
れ
て
、
そ
れ
以
前
に
、
独
立
の
存
在
を
有
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
原
罪
と
い
う
行
為
を
何
ら
か
創
造
と
同
時
的
な
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
人
聞
が
神
の
似
像
と
し
て
創
造
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
自
身
の
う
ち
に
一
つ
の
根
本
的
緊
張
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
少
く
と
も
、
人
間
の
創
造
と
は
、

何
か
不
変
の
形
相
の
現
出
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
或
る
種
の
存
在
論
的
落
差
と
動
き
と
を
苧
ん
だ
も
の
と
し
て
解
釈

九
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さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
創
造
に
は
二
つ
の
位
相
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω、
何
か
が

生
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
そ
の
と
き
」
は
、
神
の
言
葉
（

1
知
）
に
お
い
て
は
永
遠
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
あ

の
と
き
」
と
か
「
こ
の
と
き
」
と
い
っ
た
先
後
は
存
在
し
な
い
。

ω、
し
か
し
、
そ
の
神
の
言
葉
に
お
い
て
、
生
成
す
べ
き
で
あ
っ
た

（
と
見
ら
れ
た
）
そ
の
と
き
、
現
に
先
後
あ
る
時
間
と
し
て
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
（
初
。

た
し
か
に
、
「
神
は
何
も
の
か
を
創
造
す
る
際
、
予
め
そ
れ
を
（
自
己
の
言
葉
の
う
ち
で
）
知
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
も
の
を
創
造

し
な
い
」
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
永
遠
の
相
に
お
い
て
知
ら
れ
た
も
の
が
時
間
の
う
ち
に
生
成
す
る
と
い
う
場
合
、
お
の
ず
と

或
る
動
的
構
造
を
伴
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
人
聞
の
創
造
に
お
い
て
こ
そ
最
も
勝
義
に
見
出
さ
れ
る
の
だ
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
試
論
的
に
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
、
神
の
知
に
お
い
て
、
「
人
聞
は
神
の
似
像
と
し
て
｜
｜
つ
ま
り
、
存
在
（
神
）
を
受
容
し
表
現
し
う
る
も
の
と
し
て
｜
｜
在

る
べ
き
で
あ
る
」
と
知
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
、
言
わ
ば
永
遠
の
相
に
お
い
て
知
ら
れ
た
原
型
が
時
間
的
に
生
成
し
て
く
る
と
き
、

「
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た
ち
」
は
つ
ね
に
そ
の
反
対
の
可
能
性
を
苧
ん
だ
も
の
と
し
て
現
出
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
言
い
換
え
れ

ば
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た
ち
」
は
、
創
造
さ
れ
る
と
同
時
に
、
存
在
を
受
容
し
な
い
方
向
に
も
、
み
ず
か
ら
働
く
。
或
い
は
、
つ

ね
に
そ
う
し
た
可
能
性
を
苧
ん
だ
も
の
と
し
て
働
く
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
創
造
と
原
罪
と
は
論
理
的
に
は
む
ろ
ん
先
後
関
係
を
有
す

る
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
同
時
的
な
事
態
な
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
「
悪
魔
は
創
造
の
始
め
か
ら
、
己
れ
の
倣
慢
に
よ
っ
て
罪
に
落
ち
た
」
と
い
う
表
現
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
悪
魔
と
い
う
名
は
、
或
る
転
倒
し
た
、
己
れ
に
完
全
に
閉
じ
ら
れ
た
自
己
肯
定
、
自
己
愛
を
呼
ぷ
名
で
あ
っ

た
。
こ
の
限
り
で
は
、
右
の
表
現
は
必
ず
し
も
、
悪
魔
と
い
う
別
箇
の
存
在
者
（
実
は
む
し
ろ
、
非
存
在
へ
の
動
き
そ
の
も
の
）
に
の

”‘、一一一、句..，
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み
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
我
々
自
身
の
存
在
様
式
を
も
規
定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
何
故
、
「
悪
魔
は
創
造
の
始
め
か
ら
罪

に
落
ち
た
」
と
完
了
の
形
で
語
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
よ
う
に
問
う
と
き
、
我
々
は
、
「
人
聞
は
神
の
似
像
に
即
し
て
創
ら
れ
た
」
と
い
う

こ
と
が
、
言
わ
ば
、
神
の
知
に
お
け
る
創
造
の
位
相
を
表
わ
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
は
、
或
る
時
間
的
展
開
の
中
で
、
動
的
構
造
を
も
っ

て
生
成
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
合
わ
せ
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
一
方
で
、
た
し
か
に
、
「
悪
魔
が
創
造
の
始
め
か
ら
罪
を
犯

し
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
罪
の
可
能
性
が
あ
た
か
も
本
性
そ
の
も
の
に
属
す
る
か
の
よ
う
に
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
可
能
性
（
と
い
う
贈
与
）
に
対
し
て
、
そ
し
て
そ
の
贈
り
手
に
対
し
て
、
悪
し

く
同
意
す
る
こ
と
」
と
し
て
生
成
し
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
蛇
の
誘
い
に
対
す
る
エ
ヴ
ァ
の
同
意
を
媒
介
に
し
て
、
時
間
的
に

生
成
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
既
に
少
し
く
跡
付
げ
た
通
り
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
己
れ
の
根
拠
に
対
し
て
悪
し
く
同
意
す
る
こ
と
（
原
罪
）
が
、
創
造
と
共
な
る
同
時
的
な
働
き
で
あ
る
と
す
る

と
、
「
人
聞
が
神
の
似
像
に
即
し
て
創
ら
れ
た
」
と
い
う
表
現
が
十
全
な
意
味
を
持
つ
た
め
に
、
今
一
つ
の
契
機
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
創
造
の
始
め
に
お
い
て
、
「
悪
し
く
同
意
す
る
可
能
性
」
は
原
理
的
に
克
服
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
原
罪
と
い
う
落
下
が
原
理
的
に
克
服
さ
れ
た
か
た
ち
」
こ
そ
｜
｜
そ
れ
は
何
ら
か
否
定
の
否
定
と
い
う
構
造
を
己
れ
の
う

ち
に
有
す
る
が
｜
上
具
に
「
人
間
で
在
る
こ
と
」
の
原
型
と
言
え
よ
刊
。
恐
ら
く
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
始
め
て
、
「
存
在
を
受
容
し
う

る
か
た
ち
」
は
、
背
反
な
い
し
罪
か
ら
の
還
帰
と
い
う
動
的
構
造
そ
れ
自
身
と
し
て
生
成
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
己
れ
の
存

立
の
根
拠
へ
の
悪
し
き
同
意
が
、
そ
の
都
度
浄
化
さ
れ
、
向
き
直
ら
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
通
し
て
始
め
て
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
可
能

性
」
は
ま
さ
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
生
成
し
て
く
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
人
間
（

1
神
の
似
像
）
で
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に

と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
否
定
的
契
機
を
つ
ね
に
苧
ん
だ
も
の
と
し
て
生
成
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
意
味
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
次
の
表
現
は
注
目
に
値
す
る
。
「
霊
的
、
知
性
的
被
造
物
は
：
：
：
は
知
恵
の
不
可
変
的
光
に
、

つ
ま
り
神
の
言
葉
に
還
帰
・
回
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
相
づ
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
存
在
し
生
き
て
い
る
様
式
が
ど
の
よ
う

九



九
四

な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
存
在
す
る
に
至
っ
た
当
の
も
の
（

1
神
の
言
葉
）
へ
と
還
帰
・
回
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

｛

ω｝
 

て
、
そ
れ
は
知
恵
あ
る
も
の
と
し
て
、
幸
福
に
生
き
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
根
源
た
る
神
の
言
葉
へ
の
還
帰
・

回
心
と
い
う
契
機
は
、
微
妙
に
二
重
の
仕
方
で
働
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
或
る
も
の
が
形
相
づ
砂
ら
れ
る
こ
と
（
1
そ
れ
と
し
て
存
在

せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
）
に
も
、
ま
た
、
そ
れ
が
「
幸
福
に
、
善
く
生
き
る
こ
と
」
に
も
。
こ
の
両
者
は
、
単
純
に
言
え
ば
、
「
在
る
」
と

「
善
く
成
る
」
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、
我
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
安
易
に
、
二
つ
の
独
立
に
存
す
る
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
で
は
な
ら

な
し
。た

し
か
に
、
形
相
づ
け
ら
れ
る
以
前
の
も
の
と
し
て
し
て
無
形
の
質
料
自
己

q
E
吉
岡
O
円
自
由
回
が
想
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
形
相

づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
、
形
相
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
幸
福
に
生
き
る
こ
と
と
は
、
差
し
当
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

際
、
問
題
は
、
「
形
相
づ
け
ら
れ
る
こ
と
」

1
「
或
る
も
の
が
そ
れ
と
し
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
」
の
成
立
の
意
味
に
存
す
る
。
と

い
う
の
は
、
形
相
づ
け
ら
れ
る
こ
と
自
身
に
も
還
帰
な
い
し
回
心
と
い
う
契
機
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
不
可
変

的
光
（
神
の
言
葉
）
か
ら
の
背
反
が
論
理
的
に
先
ん
じ
て
見
出
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
根
底
に
は
、
「
そ
の
光
に
向
き
、
そ

の
光
に
よ
っ
て
形
相
づ
げ
ら
れ
う
る
も
の
」
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
従
っ
て
（
無
形
質
料
に
つ
い
て
の
宇
宙
論
風
の
議
論

に
立
ち
入
る
暇
は
な
い
が
て
こ
の
文
脈
に
あ
っ
て
は
、
「
形
相
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
」
と
「
形
相
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
つ
の
契
機

の
み
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
が
た
い
事
態
が
存
し
て
い
る
の
だ
。
或
い
は
む
し
ろ
、
次
の
よ
う
に
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
形
相
づ
け
ら

か
た
ち

れ
る
」
と
い
う
際
の
、
そ
の
形
相
と
は
何
な
の
か
、
と
。
還
帰
・
回
心
と
い
う
契
機
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
形
相
づ
け
ら
れ
る
か
た
ち
」

の
意
味
そ
れ
自
身
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
文
脈
に
あ
っ
て
「
形
相
づ
け
ら
れ
る
こ
と
（
1
そ
の
も
の
と
し

て
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
）
」
は
、
後
者
（
己
れ
の
存
立
の
根
拠
に
還
帰
・
回
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幸
福
に
生
き
る
も
の
に
な
る

こ
と
）
の
う
ち
で
、
は
じ
め
て
充
実
し
た
意
味
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
「
在
る
」
と
は
、
何
か
不

か
た
ち

変
の
形
相
の
ご
と
き
も
の
な
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
「
幸
福
に
、
そ
し
て
善
く
生
き
る
も
の
と
な
る
」
と
い
う
生
成
の
相
に
お
い
て
語
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ら
れ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ち
な
み
に
、
物
体
的
な
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
存
立
の
根
源
へ
の
（
こ
こ
ろ
・
魂
の
意
志
的
な
）
還
婦
と
い
う
契
機
が
欠
け
て
い

る
の
で
、
或
る
意
味
で
は
無
形
相
な
の
だ
。
そ
れ
ら
は
言
わ
ば
、
そ
れ
自
身
で
は
、
在
る
と
も
な
い
と
も
言
え
ぬ
も
の
で
し
か
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
物
体
も
ま
た
、
客
体
的
に
独
立
の
個
体
と
し
て
在
る
と
看
倣
し
て
怪
ま
ぬ
日
常
的
、
自
然
科
学
的
存
在
把
握
に
対
し
て
、

一
つ
の
反
省
を
促
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
、
要
点
を
一
つ
だ
け
押
え
て
お
く
と
す
れ
ば
、
物
体
的
な
も
の
は
神
の
知

に
お
い
て
宮

ω宮
丘
町
O
ロ
巾
ロ
包
創
造
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
（
在
る
こ
と
の
）
知
は
先
ず
も
っ
て
知
性
的
被
造
物

の
う
ち
に
、
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
（
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
）
、
単
に
魂
が
そ
の
誕
生

以
来
、
無
限
多
の
種
的
形
象
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
知
の
成
立
根
拠
の
探

究
は
、
言
わ
ば
、
こ
こ
ろ
・
魂
の
原
初
の
誕
生
（

1
創
造
）
の
機
微
と
い
う
問
題
に
ま
で
遡
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し

て
、
逆
に
言
え
ば
恐
ら
く
、
感
覚
知
そ
れ
自
身
の
生
成
（
l
種
的
形
象
が
魂
の
う
ち
で
知
ら
れ
、
誕
生
し
て
く
る
こ
と
）
は
、
こ
こ
ろ
・

魂
の
生
成
の
た
め
の
契
機
（
身
体
な
い
し
素
材
）
と
な
る
。
か
く
し
て
、
す
べ
て
の
生
成
劇
は
、
た
だ
「
存
在
」
が
何
ら
か
「
か
た
ち
」

を
取
っ
て
現
出
す
る
こ
と
に
定
位
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
我
々
に
と
っ
て
「
在
る
」
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
同
一
の
形
相
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
「
幸
福
に
、
そ
し
て
善
く
生
き

る
も
の
と
な
る
」
と
い
う
生
成
に
お
い
で
あ
る
と
し
た
。
た
し
か
に
、
「
人
聞
の
本
性
が
も
し
、
完
全
に
真
理
を
観
想
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
既
に
し
て
神
の
似
像
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
つ
ね
に
生
成
の
か
た
ち
で
し
か
現
わ
れ
な

い
。
つ
ま
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
神
の
似
像
と
は
：
：
：
そ
れ
が
刻
印
さ
れ
て
き
た
当
の
根
源
に
還
帰
・
回
心
す
る
こ
と
な

し
に
は
保
持
さ
れ
ず
」
、
そ
れ
は
つ
ね
に
再
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
「
精
神
は
、
真
理
な
い
し
永
遠

な
る
も
の
に
向
っ
て
超
出
し
て
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
神
の
似
像
へ
と
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
」
と
い
う
。
同
様
の
表
現
と
し
て
、

「
可
変
的
な
善
は
、
不
可
変
的
な
善
に
、
自
ら
の
理
情
と
意
志
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
愛
し
つ
つ
よ
り
鎚
る
と
き
、
よ
り
善
き
善
と
成
る
」

九
五
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と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
表
現
に
あ
っ
て
、
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
絶
え
ざ
る
生
成
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
存
立
の
根
拠
へ
の
還
帰
・

回
心
に
よ
っ
て
、
幸
福
に
生
き
る
も
の
と
な
る
」
と
か
、
「
真
理
に
超
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
似
像
へ
と
形
成
さ
れ
る
」
と
い
っ

た
こ
と
は
、
或
る
と
き
完
結
し
て
、
そ
れ
以
後
動
き
を
止
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
は
原
理
的
に
言
っ
て
、
絶
え
ず
よ
り
善
く

成
り
ゆ
く
と
い
う
性
格
を
有
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
存
在
｜
｜
そ
れ
は
不
可
変
的
な
善
で
あ
り
、
神
の
名
で
あ
っ
た
｜
｜
は
、
端
的

に
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
た
だ
「
絶
え
ず
よ
り
善
く
成
り
ゆ
く
こ
と
」
と
し
て
現
出
し
て
く
る
、
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
根
源
的

場
面
に
あ
っ
て
は
、
一
言
わ
ば
い
か
な
る
客
体
的
存
在
も
一
度
び
消
失
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
こ
で
は
「
絶
え
ず
よ
り
善
く
成

る
も
の
」
（
主
語
的
存
在
）
も
、
何
ら
か
同
一
の
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
「
絶
え
ず
よ
り
善
く
成
る
」

か

た

ち

｛

祁

）

と
い
う
動
的
形
相
そ
れ
自
身
が
、
存
在
を
受
容
し
表
現
し
た
か
た
ち
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
人
聞
が
在
る
こ
と

の
勝
義
の
意
味
は
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
よ
う
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
と
き
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
絶
え
ず
よ
り
善
く
成

る
」
と
い
う
表
現
自
身
に
含
ま
れ
て
い
る
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
神
の
似
像
へ
と
絶
え
ず
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
と

と
言
う
と
き
、
そ
の
表
現
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
つ
ね
に
動
き
を
苧
ん
で
い
る
。
そ
の
動
き
は
い
か
な
る
意
味
で
み
ず
か

（四）

し
で
あ
る
、

ら
を
保
持
し
、
何
ら
か
一
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
今
筆
者
は
十
分
な
論
を
展
開
し
え
な
い
の
だ
が
、
差
し
当
り
次
の
こ
と
は
予
感
さ
れ
よ
う
。
「
絶
え
ず
よ
り
善
く
成

る
」
と
い
う
動
き
が
拠
っ
て
立
つ
根
拠
｜
｜
そ
れ
を
当
て
に
し
、
そ
れ
に
即
し
て
生
成
し
て
く
る
当
の
も
の
ー
ー
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
。
し
か
も
、
そ
の
根
拠
は
、
或
る
意
味
で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
絶
え
ず
よ
り
善
く
成
る
」
と
い
う
そ
の
こ
と
自
身
の
う
ち
に
先
在

し
て
い
る
と
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
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と
こ
ろ
で
、
我
々
は
先
に
、
原
罪
と
は
言
わ
ば
創
造
と
同
時
的
な
事
態
で
あ
る
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た
ち

（l
人
間
）
」
は
、
そ
れ
が
誕
生
・
生
成
す
る
と
同
時
に
働
く
。
そ
し
て
、
そ
の
働
き
に
は
、
み
ず
か
ら
の
か
た
ち
の
贈
り
手
に
対
し
て

悪
し
く
同
意
す
る
可
能
性
が
不
可
避
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
終
る
な
ら
ば
、
「
人
聞
が
神
の
似
像
に
即
し
て
創

ら
れ
た
」
と
い
う
表
現
が
十
全
な
意
味
を
持
た
ぬ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
言
え
る
と
す
れ
ば
、
創
造
の
始
め
に
お
い
て
、
右
の
「
悪

し
く
同
意
す
る
可
能
性
」
は
或
る
意
味
で
克
服
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
原
罪
と
い
う
落
下
が
原
理
的

に
克
服
さ
れ
た
か
た
ち
が
見
出
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
言
わ
ば
永
遠
の
相
に
お
け
る
「
人
間
の
原
型
」

l
「
神
の
似
像
」
と
も
言
う
べ

き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
限
り
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
存
在
は
、
創
造
の
始
め
（
根
拠
）
に
お
い
て
先
在
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
原
型
は
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
、
悪
し
く
同
意
す
る
と
い
う
可
能
性
そ
れ
自
身
の
否
定
と
い
う
動
的

契
機
を
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
次
の
言
葉
は
こ
う
し
た
意
味
合
い
で
も
っ
て
解
釈
さ
れ
よ
う
。

「
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
は
見
う
べ
か
ら
ざ
る
神
の
か
た
ち
に
し
て
、
よ
ろ
ず
の
創
ら
れ
し
も
の
の
先
に
生
れ
給
へ
る
者
な
り
。
よ
ろ
ず

の
も
の
は
彼
に
よ
り
て
創
ら
る
」
（
『
コ
ロ
サ
イ
書
』
一
章
一
五
｜
一
六
節
）
。

そ
し
て
、
そ
う
し
て
神
の
似
像
、
人
聞
の
原
型
は
、
時
間
の
う
ち
に
先
後
あ
る
仕
方
で
受
肉
す
る
。
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
こ
に
キ

リ
ス
ト
の
存
在
の
、
ひ
い
て
は
受
肉
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
意
味
｜
｜
創
造
の
始
め
に
お
い
て
先
在
し
、
し
か
も
歴
史
的
に
生
起
し
て

く
る
こ
と
ー
ー
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
こ
と
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
存
在
を
受
容
し
う
る
か
た
ち
（

1
人
聞
こ
が
、
我
々

か
た
ち

に
と
っ
て
、
「
絶
え
ず
よ
り
善
く
成
り
ゆ
く
」
と
い
う
、
否
定
的
契
機
を
苧
ん
だ
動
的
形
相
と
し
て
生
起
し
て
く
る
ゆ
え
ん
が
見
出
さ
れ

う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
我
々
に
絶
対
的
に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
と
い
う
ほ
か
な
い
「
神
の
似
像
（
た
る
キ
リ
ス
ト
）
」
を
、
二
千
年

前
に
受
肉
し
た
キ
リ
ス
ト
が
告
知
し
て
い
る
。
「
か
つ
て
在
っ
た
も
の
」
は
「
創
造
の
始
め
よ
り
在
り
」
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
今
、
現

に
我
々
の
根
底
に
、
「
我
々
が
そ
れ
に
即
し
、
そ
れ
に
成
り
ゆ
く
も
の
」
と
し
て
現
前
し
う
る
、
と
言
え
よ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

我
々
の
う
ち
に
、

九
七



九
八

真
の
神
の
似
像
（

l
存
在
を
受
容
し
う
る
も
の
と
し
て
の
人
間
）
を
、
我
々
自
身
が
、
我
々
の
う
ち
に
先
在
す
る
も
の
と
し
て
う
べ
な

（行｝

い
、
そ
れ
に
即
し
て
再
形
成
さ
れ
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
信
何
と
い
う
「
生
の
か
た
ち
」
が
誕
生
・
生
成
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ

の
こ
と
は
、
わ
た
し
・
自
己
が
み
ず
か
ら
の
固
有
の
意
志
の
う
ち
に
閉
じ
る
限
り
、
一
つ
の
謎
に
留
ま
る
ほ
か
は
な
い
。

註

（1
）
〉
口
開
口
聞
神
宮

5
帽の
O
ロな曲曲目。ロ
g
－
F
F
H
・
（
以
下
、
断
り
な
き
場
合
、
す
べ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
と
す
る
。
）

（2
）

U
由
寸
ユ
ロ
律
相
凶
F
u
n
H
H
H
・
M
M
F
N
印
参
照
。
そ
こ
で
は
（
後
に
問
題
と
す
る
が
）
、
「
幸
福
で
あ
ろ
う
と
欲
し
意
志
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
人
間
（
の
自

然
－
本
性
）
に
属
し
て
い
る
。
：
：
：
た
だ
、
し
か
し
、
幸
福
で
在
る
と
は
不
死
性
を
持
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
に
、
多
く
の
人
は
不
死
性
で
在
り
う

る
と
い
う
こ
と
に
絶
望
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。

（

3
）

U
m
吋ユロ山
g
z
L
L・
ω
．

（4
）
匂
冊
同
，
E
E
Z
8・M
H〈E

・
〈
自

L
Y
信
仰
と
は
精
神
の
う
ち
に
新
た
に
生
起
し
て
く
る
も
の
だ
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
「
到
来
し
て
く
る
も
の
」
だ
と

い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
ろ
・
精
神
が
「
よ
り
善
き
か
た
ち
」
に
形
相
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
拙
稿
の
一
つ
の
眼
目
は
、
こ
の
「
在
る
」

と
「
よ
り
善
く
成
る
」
こ
と
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
に
存
す
る
。

（5
）

U
巾
の
叩
ロ
巾
色
白
色
－

E
O
B
B－
戸
〈
”
吋
・

（
6
）
「
哲
学
論
文
集
」
第
二
十
一
輯
（
九
州
大
学
哲
学
会
、
昭
和
六
十
年
）
所
収
。

（

7
）
の

Oロ
pa－OB
P
戸
〈
E
L
ω
l
E－

（8
）

U
冊、叶『－

E
g
g－M
H
F
M
2．・
N
U
l
N
品
・
心
象
の
把
握
は
、
つ
い
に
は
経
験
的
な
、
「
あ
れ
」
「
こ
れ
」
の
記
憶
に
先
ん
ず
る
記
憶
の
原
野
と
も
言
う
べ
き

場
に
遡
っ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
こ
ろ
・
魂
の
原
初
の
誕
生
（
H
H
創
造
）
の
問
題
で
あ
っ
た
。

（9
）
の
O
ロな曲曲目。ロ
g
L
M
－
M
同

H
F
N
0
・

（
叩
）
の
O
ロ
岡
市
白
血
目
。
ロ
巾
少
戸
〈
H
H
F
5
・

（U
）
の
O
ロ崎町明白山
0
ロ
2
・
M内．

H
H
F
A
F
・

（
ロ
）
の
O
ロな明白山
g
m
p
u
p
〈
戸
∞
・
そ
う
し
た
端
緒
か
ら
し
て
始
め
て
、
記
憶
、
形
象
把
握
、
時
間
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
議
論
が
「
告
白
』

第
十
巻
、
十
一
巻
に
お
い
て
為
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
創
造
と
い
う
こ
と
」
の
解
釈
に
お
の
ず
と
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
探
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究
の
一
つ
の
基
本
と
看
倣
さ
れ
よ
う
。

（
日
）
ロ
巾
吋
『
宮
山

g
s・｝
P
F
ω
一凶

L
戸
日
・

2
n・

（M
）
m
v
o
口同冊明白窓口
2
・
MF
〈戸∞・

（お）

noロ同叩明白山
O
ロ巾
p
u
p
－〈・由・

（
時
）
。
。
ロ
常
明
白
山
O
ロ
g
－
MF
〈
戸
∞
一
口
同
吋
ユ
E
g
g－
MF
〈
同
ロ
・
ロ
ー
－
u
p
H
N・巳
n－

（
口
）
ロ
巾
吋
ユ
ロ
－
g仲
m
L
L
H
L・

（
四
）
精
神
が
「
神
（
存
在
）
を
受
容
し
う
る
も
の
」

na白
H
u
a
で
あ
り
（
ロ
巾
吋
叫
－
E
g
g－
M
H〈
・
〈
自
L
H）
、
「
神
に
分
け
与
り
う
る
も
の
」
宮

E
8宮

ロ
巴
で
あ
る
こ
と
（
巴
冊
、
吋
ユ
E
g
g－
M
H〈
・
出
戸
回
目
）
そ
れ
自
身
の
探
究
に
、
問
題
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
収
飲
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
こ
の
標
語
は
周
知
の
ご
と
く
、
直
接
に
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
「
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
の
最
初
の
表
題
に
よ
る
が
、
む
ろ
ん
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
探
究

を
よ
く
特
徴
づ
け
る
言
葉
で
あ
る
。
〉
ロ
mm－s
z
p
p
o回－
o開品。ロ
H

・
2
n－

（
初
）
拙
稿
「
神
の
似
姿
の
知
と
再
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」
（
哲
学
年
報
第
四
十
四
輯
、
昭
和
六
十
年
）
参
照
。

（
幻
）
巴
巾
吋
ユ
包
g
R
L
M
F
M門戸

5
・
U
巾
ロ
σ巾
5
白司
E
R
E－－
w

凶〈・

8
・

（
幻
）
口
問
。
冊
ロ
叩
包
白
色
ロ
同
S
S
E－〈・一
MHHH・

s・

（
お
）
巴
巾
寸
ユ
E
g
g－
M
H
F
M門〈－
NωNA－－

（M
）
わ
O
口問叩加回目。ロ
g
L
M－
M
F
H叶・

（
お
）
号
広
－
O
M
y
n
戸

（
お
）
想
起
の
問
題
は
む
ろ
ん
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
及
の
う
ち
、
と
り
わ
け
、
口
市
寸
ユ
E
g
g－

M

門
戸
｝
内
〈
－
M
品
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
可
知
的
精
神
の
本
性
は
、
可
知
的
な
る
も
の
に
本
性
的
秩
序
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
或

る
種
の
非
物
体
的
光
に
よ
っ
て
観
る
よ
う
創
ら
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
通
俗
化
さ
れ
た
イ
デ
ア
論
の
枠
組
を
｜
｜
つ
ま
り
、
多
数

化
さ
れ
た
イ
デ
ア
が
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
在
る
と
す
る
よ
う
な
｜
｜
破
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
よ
う
。

（
幻
）
例
え
ば
、
物
体
的
な
も
の
は
神
の
知
（
H
H
言
葉
）
に
お
い
て
創
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
知
は
知
性
的
被
造
物
に
お
い
で
あ
る
ほ
か
な
い
、
と

言
わ
れ
る
（
口
問
。

g巾
包
包

5
Z
E
E－
HHFM内凶・

ωN）
。
こ
の
意
味
で
、
も
の
を
知
る
と
は
、
そ
の
も
の
を
創
造
す
る
働
き
に
与
る
こ
と
な
の
だ
。

（
鎚
）
【
U
O
ロな白色。白冊目－

M
－
〈
戸
由
1
5
の
議
論
は
こ
う
し
た
方
向
で
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ろ
・
魂
は
物
体
を
生
か
す
も
の
で
あ
り
、
神
は
そ
う
し

た
魂
の
生
命
だ
と
い
う
。

九
九



一O
O

（mm
）
ロ
冊
吋
江
口
問
仲
田
町
件
P
M門戸口－

NIm－

（
初
）
U
m
吋
江
口
洋
民
P
M門戸口同・由・

（
但
）
例
え
ば
、
ロ
帽
Q
a
g
g
u
a－〈
HHF
由
・
を
参
照
。
た
だ
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
存
在
、
知
、
愛
の
同
一
性
の
表
現
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
我
々
（
そ
れ
で
在

ら
ぬ
も
の
）
が
何
ら
か
語
り
う
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
構
造
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
｜
｜
と
り
わ
げ
『
三
位
一
体
論
』
の
探
究
に
お
い
て
｜
l
言
う
ま

で
も
な
い
。

（
忽
）
U
m
吋
吋
－
E
g
g－
M門
戸
〈
H
F
H
N・

（
犯
）
目
立
a・0
匂－

n伊丹・

（鈍）

U
目
寸
ユ
ロ
芦
田

g．M

門戸〈回目
H．
5
．

（
お
）
匂
冊
吋
『
宮
町
仲
田
丹
市
－

M
F
〈
H
F
H
N・

（
お
）
匂
冊
、
『
江
a
s
s－
M門戸〈同
H
F
H品
・
な
お
限
度
と
い
う
言
葉
は
、
測
る
も
の
・
尺
度

5
2
2
5
と
い
う
意
味
合
い
に
も
通
じ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

て
お
り
、
「
神
は
尺
度
、
数
、
重
さ
に
よ
っ
て
万
物
を
存
立
せ
し
め
た
」
（
『
知
恵
の
書
』
十
一
章
二
十
一
節
）
と
い
う
三
一
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た

（
U
m
吋
ユ
a
z－丹市－

M
F
凶戸
H
∞・）。

（
釘
）
U
m
吋
江
口
町

g
g－
M
F
〈
H

．

s．

｛
叩
却
）
摩
区
・
0
唱－

n昨・

（m
却
）
口
市
寸
江
口
目
S
丹市－

M門戸

Hun－区・

（
川
叫
）
の
O
ロ町四帥曲目。ロ
2
・〈
HHF
〈
・
ロ
・

（HU
）
巴
而
吋
『
S
R
a
p
u
n－－・

H
a
n－

（
位
）
の
O
ロな
a
z
s
p
u内・

M
M
F
ω
0・
す
な
わ
ち
、
『
告
白
』
第
十
巻
の
探
究
は
、
六
章
八
節
と
、
こ
の
二
十
一
章
の
表
現
に
着
目
す
る
と
き
、
端
緒
（
原

因
）
が
終
極
（
目
的
）
で
も
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
端
緒
1
終
極
」
な
る
存
在
が
生
成
し
て
き
た
か
た
ち
と
し
て
の
自
己
（

1
根
拠
へ
の
愛
）

に
問
題
が
収
数
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
示
し
て
い
る
。

（必）

U
伺
吋
ユ
E
g
g－
M
H
H
F
H
J〉
叶
｜
〈
．
∞
一

M
Hロ．

M門戸

8
．

（HH
）
の
O
口同開帥包
O
ロ叩
9
M
m
H・
M
－
H
N
U
M－
－
凶
同
〈
・
ロ
・

（
必
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
。
・
冨
但
お
巴
・
帥
H
B
m
H
〉ロ
O
町
（
『
存
在
と
所
有
』
）
・
℃
唱
－

N
N
I
S
か
ら
示
唆
を
得
た
。

（MW
）
の
O
白砂担曲目。ロ冊
p
u
p
u門
戸
店
・



創造と原罪についての一試論

（U
）
《
V
S
F包
S
F
u
p
出
〈
・
ロ
・
な
お
、
時
間
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
時
間
と
志
向
｜
｜
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
に
お
け
る
精
神
の
発
見
｜
｜
（
『
実
存
と
倫
理
」

以
文
社
、
昭
和
五
十
八
年
）
を
参
照
。

（
必
）
ロ
巾
の
g
m包
白
色
－
x
g
g
g
L〈
w

〈
E
L
m－
2
n－

（川叩）

U巾
寸
ユ
E
g
g－
MHF
〈
戸
∞

U
M
H
F
〈
戸

HN・

（
印
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
議
論
（
と
り
わ
砂

U
m
gロ
2
宮

z
i吋
岡
山
口
弘
同
町
丹
色
巾
C
広
岡
山
口
白
ロ
匂
巾
n
g
g）
が
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
本
性
的
」
と
「
ペ
ル
ソ
ナ
的
」
の
区
別
が
有
す
る
意
味
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（日）

U
m
吋
ユ
E
g
g－
MHF
〈
HFHN・

（臼）

U
叩
吋
ユ
E
g
g－
MHF
〈
HHH・
5
・

（
臼
）
目
立
a－
OHynx－

（臼）

U
m
寸ユロ間同国丹市・
M

内
HJ〉
同
〈
．
町
一
凶
同
〈
．
〈
回
目
戸
口
．

（日）

U
m
寸ユロ山
g
z－
un】〈
L
J〉
A
f
u内
H〈
・
〈
HHF
ロ・

（
日
）
悪
の
原
因
の
探
究
は
、
何
ら
か
悪
し
き
も
の
に
で
は
な
く
、
悪
し
く
意
志
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

g
g白

同凶叩岡山内
H

山
内
白
印
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
）
（
U
m
c
i
g
g
o
a－
M
戸
ヤ
∞
）
。

（
閉
山
）
ロ
巾
H
，ュ
E
g
g－
M
H
F
u
p
g
一一
MHHFM内
回
目
同
・
ロ
な
ど
が
典
拠
と
な
ろ
う
。
と
く
に
、
後
者
の

σ富
市

4巾口町市仲間
v
o
g
m
a
g
S
4巴
町
田
と
い
う
表
現

及
び
、

g富
岡
ロ
冊
目
と
い
う
表
現
自
身
の
成
立
に
潜
む
言
わ
ば
負
の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。

（
路
）
〔
UOロ
な
協
同
ロ
ロ
巾
P
H・
H－
H一
〈
口
戸

M内・
MM－

（印）

U
m
寸
ユ
E
g
g－
MHF
〈
HHH・
5
一
MHH戸
凶
戸
回
目
・

（
ω）
U
冊
。
巾
ロ
巾
回
目
白
色
ロ
芹
角
田
B
－
M
F
M内
M円
upω
由・

（
日
）
匂
冊
吋
ユ
E
g
g－
M
H
H
L
M・
E
－

（
臼
）
日
σ広・
ou・円芹・

（
臼
）
【
UOEr明白山
Oロ
巾
タ
〈
H
F
M〈
F
N
M
一〈
HHF
〈－

H
c
u
u
m
Q
i
g
g
u
m－
－
門
戸
叶
l

∞・

2
n－

（
ω）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け
、

ω
n
z－Z
口
問
吉
田
回
当
g
g
a
R
B
S
R
E日n
v
g
H
J
a
z
p
ω
ω
・
8
1
S）
の
思
索
が
参
考
と
な
っ
た
。

｛

m
w
）
匂
聞
の
g
巾回目白色

E
S
S
E
L
L－
－
町
一
口
冊
、
H，ユ
a
S
F
〈
同
戸

E
．
日
・
こ
れ
ら
の
表
現
は
被
造
物
と
い
う
言
葉
を
、
製
作
者
｜
製
作
物
と
い
っ
た
安

易
な
図
式
で
捉
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。

。



。

（
館
山
）
ロ
冊
。
冊
目
面
白
山
同
門
戸
ロ

R
g同
g－〈－
un
〈戸
ω
A
F

・

（
釘
）
ロ
聞
の
伯
母
血

z
a
E
g
g
s－
出
日

2
．
NHh
出

M只
2
．
8
．

（
飴
）
「
神
は
あ
ら
か
じ
め
知
り
給
ふ
者
を
御
子
の
か
た
ち
に
象
ら
せ
ん
と
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
給
へ
り
。
こ
れ
多
く
の
兄
弟
の
う
ち
に
御
子
を
嫡
子
た
ら
せ

ん
が
た
め
な
り
」
（
『
ロ
！
？
書
』
八
章
二
十
九
節
）
と
あ
る
。

（
g
F
E
p
g
z
a
E
g
g－
F
〈－

H0・
な
お
、

noロ
4
3向
。
と
い
う
契
機
が
同

0
5曲仲間
O

に
、
そ
し
て
お
ロ

o
g
a
o
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
、
宮
の

g
m
a
白色

Z
H
S
B
B
L・
－
〈
・
由
一
〈
－

M円三回・
8
一．

2
戸
出
同
・

8
を
参
照
。
ま
た
、

F
．P
E
E
S－〈
E
・
E
－

r。
。
ロ
崎
町
皇

S
E

M－－
H

・
ロ
戸
品
な
ど
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

（
拘
）
例
え
ぽ
、
宮
の
ま

g
g
u
a・
3
戸
∞
に
は
、
我
々
の
こ
こ
ろ
・
魂
も
或
る
意
味
で
自
凹
包
回

m
H
g
s
g
「
よ
り
大
、
よ
り
小
」
を
受
げ
容
れ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

U
帽
の

g
o
a
邑
犀
g
E
B－同〈－
M〈
H
F
S・
に
は
、
我
々
が
言
わ
ば
存
在
論
的
に
ヨ
曲
目

g
冊
号
「
よ
り
大
に
（
よ
り
普
く
）
な

る
で
あ
ろ
う
」
何
も
の
か
で
あ
る
と
諮
ら
れ
て
い
る
。

（
n）
U
帽
の
m
ロ冊目』白色民同仲間

g
s－
FH・M
－

（
η
）巴帽の間同阿南山田町田仏民件丹市司副岡田・同

HFM内
M内－
S
－

（mω
）

U
叩吋ユロ白骨白骨

m－
NHHFM門戸
H由・

（引内）

U
O
寸ユ

E
g
g－
M円ロ・〈同
H・
s
・

（
花
）
口
問
。

mロ巾回目白色
Z
R
R
g
p
〈
HHFMHJ〉
臼
・

（
初
）
こ
う
し
た
論
点
は
、
ニ
ユ
ツ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
ア
レ
テ
l
把
握
に
お
い
て
、
と
り
わ
げ
顕
著
に
諮
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
選

択
と
自
己
｜
ニ
ユ
ツ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
プ
ロ
ア
イ
レ
シ
ス
と
ア
レ
テ
l
｜
」
（
『
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
』
創
文
社
、
昭
和
六
十
年
）

を
参
照
。

（
作
）
匂
叩

AMgo曲目白色回目
g
a
g－
自
民
一
戸

S
U
E－
M円
以
回
目
・
忠
・
こ
こ
に
は
「
人
聞
は
先
ず
神
の
知
に
お
い
て
宮
国
間
ロ

5
0
5
U冊
目
創
ら
れ
、
：
・
：
・
罪
の

落
下
の
後
、
神
の
知
に
お
い
て
、
し
か
も
神
の
似
像
に
即
し
て
再
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。

ζ

の
表
現
に
お
い
て
、
「
神
の
知
に
お
い
て
」

と
、
「
神
の
似
像
に
即
し
て
」
と
が
重
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
創
造
の
二
つ
の
位
相
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。


