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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）

　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界

（
二
・
完
）

七
六
　
　
（
二
〇
九
四
）
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柴

田

平

三

B良

　
　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
二
　
「
神
の
国
」
（
偽
ご
帖
ミ
吻
b
竃
）
と
「
地
の
国
」
（
亀
箋
ミ
物
牒
ミ
ミ
ミ
）

　
　
　
　
三
　
「
世
界
」
の
創
造
…
…
…
…
…
…
9
…
…
…
…
…
…
・
9
・
．
：
以
上
・
前
号

　
　
　
　
四
　
「
天
使
」
の
堕
罪
と
「
人
間
」
の
堕
罪
…
…
…
…
…
・
…
・
・
以
下
・
本
号

　
　
　
　
五
　
〈
現
世
〉
の
構
造

　
　
　
　
六
　
む
　
す
　
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
「
天
使
」
の
堕
罪
と
「
人
問
」
の
堕
罪

　
以
上
、
わ
た
く
し
た
ち
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
て
い
る
〈
神
に
よ
る
世
界
創
造
〉
の
枠
組
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題

の
「
神
の
国
」
（
ら
ミ
ミ
防
b
8
と
「
地
の
国
」
（
9
忌
ミ
ζ
ミ
・
§
貸
）
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
世
界
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
既
に
わ
た
く
し
た
ち
は
こ
の
二
つ
の
国
の
構
成
員
が
天
使
と
人
間
た
ち
で
あ
つ
て
、
か
れ
ら
の
う
ち
の
「
善
き
者
」
が
「
神
の
国
」
（
9
爲
ミ
砺



b
8
を
、
「
悪
し
き
者
」
が
「
地
の
国
」
（
9
蕊
ミ
コ
ミ
・
§
亀
）
を
そ
れ
ぞ
れ
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、

お
け
る
二
つ
の
国
の
起
源
を
問
う
と
ぎ
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
天
使
（
§
鷺
N
§
）
で
あ
る
。

こ
の
世
界
に

　
わ
た
し
は
人
が
わ
た
し
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
を
心
得
て
い
る
し
、
わ
た
し
の
約
束
を
忘
れ
て
も
い
な
い
の
で
、
わ
た
し
た
ち
の
主
に
し
て
王
で
あ
る
神

の
助
け
に
絶
え
ず
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
わ
た
し
の
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
こ
の
二
つ
の
国
、
す
な
わ
ち
地
の
国
と
天
の
国
の
起
源
、
進
展
お
よ
び
そ
の
終
局
に
つ

い
て
論
じ
よ
う
と
思
う
。
こ
の
二
つ
の
国
は
こ
の
移
り
ゆ
く
世
に
お
い
て
は
、
互
い
に
絡
み
合
い
、
混
じ
り
合
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
ま
ず
こ
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
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ヤ
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

つ
の
国
の
起
源
（
異
ミ
§
Q
）
が
二
組
の
天
使
の
相
違
（
ミ
魁
ミ
籔
ミ
句
）
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
思
う

　
こ
の
二
組
の
天
使
の
相
違
と
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
一
方
は
す
べ
て
に
共
通
な
あ
の
善
丁
神
〕
に
、
そ
し
て
そ
の
神
の
永
遠
性

と
真
理
と
愛
に
確
固
と
し
て
留
ま
つ
た
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方
は
あ
た
か
も
自
分
自
身
が
自
分
の
善
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
自
分
の
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

自
己
満
足
し
て
し
ま
つ
て
い
る
」
天
使
の
間
の
相
違
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
相
違
が
「
善
き
天
使
」
（
趣
§
ミ
§
鷺
騨
）
と
「
悪
し

き
天
使
」
（
ミ
匙
§
§
題
§
）
の
二
種
類
を
産
み
出
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
使
の
本
性
（
ミ
ミ
ミ
∋
笥
凡
ミ
量
黛
ミ
）
に
よ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

で
は
な
く
、
そ
の
意
志
（
さ
N
§
ミ
防
）
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
元
来
、
天
使
は
他
の
す
べ
て
の
被
造
物
と
同
様
、
神
に
よ
つ
て
「
無

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

か
ら
」
（
§
註
ミ
δ
そ
の
本
性
を
善
な
る
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
天
使
は
自
由
意
志
（
§
馬
ミ
ミ
ミ
忌
匙
黛
ミ
）
を

賦
与
さ
れ
た
理
性
的
被
造
物
と
し
て
他
の
被
造
物
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
自
由
意
志
に
よ
つ
て
自
己
の
創
造
主
で
あ
り
最
高
善

で
あ
る
神
に
確
固
と
し
て
留
ま
る
か
ぎ
り
、
天
使
に
は
幸
福
な
生
活
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
天
使
の
な
か
の
あ
る
者
は
こ
の
自
由
意

志
を
悪
用
し
、
み
ず
か
ら
の
本
性
に
逆
ら
つ
て
堕
落
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
天
使
の
間
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
種
類
の
集
団
が
存
在
す
る

こ
と
に
な
つ
た
。
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…
…
二
つ
の
天
使
の
交
わ
り
（
8
9
恥
ミ
⇔
）
が
存
在
す
る
Q

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）

一
方
は
神
を
享
受
し
、

も
う
一
方
は
矯
慢
に
ふ
く
れ
上
が
つ
て
い
る
。
一
方
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
（
二
〇
九
五
）

「
そ



　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
（
二
〇
九
六
）

の
万
軍
よ
、
み
な
主
を
ほ
め
た
た
え
よ
」
と
い
わ
れ
る
が
、
他
方
の
頭
は
「
も
し
あ
な
た
が
、
ひ
れ
伏
し
て
わ
た
し
を
拝
む
な
ら
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
皆
あ
な

た
に
あ
げ
ま
し
よ
う
」
と
い
う
。
一
方
は
神
の
た
め
に
聖
な
る
愛
に
よ
つ
て
燃
え
立
つ
て
お
り
、
も
う
一
方
は
自
己
増
長
の
た
め
に
汚
れ
た
愛
に
よ
つ
て
焼
か

れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
神
は
高
ぶ
る
者
を
し
り
ぞ
け
、
へ
り
く
だ
る
者
に
恵
み
を
賜
う
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
方
は
天
の
天
に
住
ま
い
、
も
う
一
方
は
そ

こ
か
ら
投
げ
落
と
さ
れ
て
、
天
空
の
も
つ
と
も
低
い
場
所
で
も
が
い
て
い
る
。
一
方
は
光
輝
く
敬
震
の
う
ち
に
平
穏
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
暗
い
欲
望
に
う
づ

い
て
い
る
。
一
方
は
神
の
指
図
通
り
に
穏
や
か
に
人
を
助
け
、
正
義
を
も
つ
て
人
を
罰
す
る
が
、
も
う
一
方
は
傲
慢
か
ら
人
を
支
配
し
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
欲

望
に
燃
え
て
い
る
。
一
方
は
出
来
得
る
か
ぎ
り
善
行
に
よ
つ
て
神
の
善
性
に
仕
え
、
も
う
一
方
は
望
む
か
ぎ
り
の
悪
業
を
行
な
わ
な
い
よ
う
に
神
の
力
に
よ
つ

て
抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
は
も
う
一
方
を
嘲
笑
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
迫
害
に
よ
つ
て
心
な
ら
ず
も
恩
恵
を
与
え
る
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
一
方

を
羨
望
す
る
が
、
そ
れ
は
一
方
が
遍
歴
者
を
仲
間
に
集
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、
　
、
．
、
　
・
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
、
　
、
　
・
　
、
、
　
・

　
し
た
が
つ
て
、
二
つ
の
天
使
の
交
わ
り
は
相
反
し
対
立
し
て
い
る
。
一
方
は
そ
の
本
性
と
意
志
に
お
い
て
善
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
本
性
に
お
い
て
善
で
あ

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
　
（
4
5
）

る
が
意
志
に
お
い
て
悪
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
事
情
は
人
問
（
ぎ
ミ
。
）

て
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

の
場
合
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
で
は
、
二
つ
の
国
は
人
間
に
即
し
て
見
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し

　
人
間
に
対
し
て
神
は
天
使
と
動
物
と
の
中
間
的
な
本
性
を
与
え
た
。
も
し
人
間
が
真
の
王
で
あ
る
創
造
主
に
服
従
し
、
従
順
な
態
度
で
主
の
命
令
を
遵
守
す

れ
ば
、
か
れ
は
天
使
の
交
わ
り
に
入
り
、
死
を
通
る
こ
と
な
し
に
永
遠
の
浄
福
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
れ
が
傲
慢
と
不
服
従
の
う
ち
に
そ
の
自
由

意
志
（
卜
愚
ミ
黛
ミ
N
§
牒
翰
）
を
悪
用
し
、
主
で
あ
る
神
に
背
く
な
ら
ば
、
か
れ
は
動
物
と
同
様
に
死
に
定
め
ら
れ
、
欲
望
の
虜
と
な
り
、
死
の
後
に
永
遠
の
罰

へ
と
運
命
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
神
は
人
間
を
一
人
の
ひ
と
と
し
て
造
つ
た
が
、
そ
れ
は
人
間
が
人
間
社
会
か
ら
離
れ
て
、
た
つ
た
一
人
で
生
き
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。
神
の
意
図
は
も
し
人
間
た
ち
が
単
に
本
性
上
の
類
似
性
に
よ
つ
て
ば
か
り
で
な
く
、
同
類
の
感
情
に
よ
つ
て
も
相
互
に
結

び
つ
け
ぽ
、
人
間
社
会
の
統
一
と
人
間
的
共
感
の
絆
が
生
ま
れ
、
人
間
に
家
庭
と
い
う
も
の
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
う
い
う
わ
け

で
、
神
が
人
間
の
同
伴
者
と
な
る
女
を
造
つ
た
と
き
、
か
れ
は
そ
の
女
を
男
を
造
つ
た
の
と
同
一
の
方
法
で
造
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
う
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
46
）

く
、
神
は
女
を
男
か
ら
造
り
、
そ
し
て
全
人
類
は
一
人
の
人
祖
か
ら
殖
え
拡
が
つ
た
の
で
あ
る
。



　
こ
こ
に
は
つ
き
り
と
予
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
不
変
に
し
て
永
遠
の
意
図
に
よ
つ
て
そ
の
本
性
を
善
な
る
も
の
と
し
て
「
無
か
ら
」
造

ら
れ
た
は
ず
の
人
間
の
世
界
の
な
か
に
、
や
が
て
邪
悪
な
「
地
の
国
」
（
ら
ミ
器
コ
ミ
・
§
貸
）
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

人
祖
の
自
由
意
志
の
悪
用
“
〈
堕
罪
〉
（
N
愚
防
婁
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
本
性
の
創
造
主
で
あ
つ
て
悪
の
創
造
主
で
は
な
い
神
は
人
間
を
正
し
い
も
の
と
し
て
造
ら
れ
た
Q
し
か
る
に
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
意
志
に
よ
つ
て
堕
落

し
、
正
当
に
も
罰
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
り
、
同
じ
よ
う
に
、
堕
落
し
罰
せ
ら
れ
る
子
孫
を
生
む
に
至
つ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
あ
の
一
人
の
ひ
と
の
な
か
に

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
あ
の
一
人
の
ひ
と
で
あ
つ
た
。
人
間
は
そ
の
罪
に
先
立
つ
て
、
そ
れ
か
ら
造
ら
れ
た
女
に
よ
つ
て
罰
に
陥
つ
た
。
そ
れ
は
わ
れ
わ

れ
一
人
び
と
り
が
別
々
の
個
別
的
形
姿
を
分
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
生
ま
れ
出
る
べ
き
種
子
的
本
性
（
醤
ミ
ミ
Q
。
・
§
貯
ミ
邑

が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
罪
に
よ
つ
て
殿
損
さ
れ
、
死
の
綱
目
に
よ
つ
て
縛
り
つ
け
ら
れ
、
正
当
に
も
罰
せ
ら
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
人
間
は
そ
れ
以
外
の
状
態
で
人
間
よ
り
生
ま
れ
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
由
意
志
の
悪
用
か

ら
一
連
の
惨
禍
が
起
つ
た
。
根
元
か
ら
腐
敗
し
た
木
の
よ
う
に
、
原
初
か
ら
堕
落
し
た
人
類
は
神
の
恵
み
に
よ
つ
て
解
放
さ
れ
た
者
た
ち
を
例
外
と
す
れ
ぼ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

次
々
と
悲
惨
さ
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
終
わ
る
こ
と
の
な
い
第
二
の
死
の
破
滅
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
や
、
人
間
は
人
祖
に
よ
つ
て
犯
さ
れ
た
最
初
の
罪
“
〈
原
罪
V
9
象
ら
ミ
黛
ミ
ミ
喧
醤
ミ
恥
）
に
よ
つ
て
果
て
し
の
な
い
堕
落
へ
の
道
を
歩

ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
そ
れ
は
天
使
の
場
合
と
同
様
に
、
本
来
、
善
な
る
も
の
と
し
て
造
ら
れ
た
か
れ
ら
の
本
性
の
ゆ
え
で
は
な
く
、
自
己

の
被
造
性
を
忘
却
し
、
か
え
つ
て
み
ず
か
む
が
創
造
主
た
る
神
に
成
り
上
ろ
う
と
し
た
か
れ
ら
の
邪
悪
な
怠
志
”
「
傲
慢
」
（
防
尽
ミ
趣
ミ
）
の
な
せ

る
業
で
あ
る
。

　
人
類
の
始
祖
が
公
然
た
る
不
従
順
に
陥
る
前
に
、
す
で
に
か
れ
ら
の
罰
は
ひ
そ
か
に
始
ま
つ
て
い
た
。
悪
し
き
意
志
が
先
行
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
人
は
悪
行

を
犯
す
に
は
至
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
傲
慢
（
防
愚
ミ
豊
亀
）
以
外
に
は
、
悪
し
き
意
志
の
始
源
と
し
て
何
が
あ
つ
た
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
「
傲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

慢
は
す
べ
て
の
罰
の
始
め
だ
」
か
ら
で
あ
る
。
傲
慢
と
は
邪
し
ま
に
も
下
か
ら
上
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
魂
が
そ
の
唯
一
の
源
泉
と
し
て
固
着
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

き
方
を
棄
却
し
、
い
わ
ば
そ
れ
自
身
を
存
在
の
源
泉
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
二
〇
九
七
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
二
〇
九
八
）

　
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
人
間
の
恥
ず
べ
き
堕
罪
を
全
智
全
能
の
神
が
知
ら
な
か
つ
た
は
ず
は
な
い
。
神
の
不
変
に
し
て
永
遠
の
見
地
か
ら

は
、
そ
れ
は
当
然
に
予
知
9
ミ
§
融
ミ
旨
）
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
神
は
人
間
が
罪
を
犯
し
、
そ
の
結
果
死
ぬ
べ
き
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
死
す
べ
ぎ
定
め
を
負
う
た
子
孫
を
生
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
よ
く
知
つ
て
い
た
。
ま
た

　
　
そ
の
罪
は
あ
ま
り
に
も
法
外
で
あ
つ
て
、
水
や
陸
か
ら
無
数
に
創
造
さ
れ
た
理
性
的
意
志
を
も
た
な
い
動
物
で
さ
え
も
、
協
和
を
尊
ぶ
よ
う
に
と
た
だ
ひ
と
り

　
　
の
人
か
ら
殖
え
加
わ
つ
た
人
間
よ
り
も
、
い
つ
そ
う
安
ら
か
に
、
ま
た
平
和
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
同
種
の
な
か
で
生
き
て
い
る
〔
よ
う
に
見
え
る
〕
ほ
ど
で
あ

　
　
る
。
ラ
イ
オ
ソ
や
竜
で
さ
え
も
、
人
間
ほ
ど
に
は
か
れ
ら
同
士
の
間
で
戦
わ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
は
信
仰
深
い
民
が
神
の
恵
み
に
よ
つ
て
嗣
子
と

　
　
し
て
召
さ
れ
、
聖
霊
に
よ
る
罪
の
赦
し
に
よ
つ
て
義
と
宣
せ
ら
れ
、
最
後
の
敵
で
あ
る
死
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
ぎ
、
永
遠
の
平
和
の
な
か
に
聖
な
る
天
使
と
の
交

　
　
わ
り
に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
し
て
お
ら
れ
た
。
こ
の
民
は
神
が
多
数
の
な
か
で
の
一
致
を
い
か
に
喜
ば
れ
る
か
を
人
間
に
示
す
た
め
、
人
類
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
ひ
と
り
の
人
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
十
分
に
尊
重
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
人
間
の
世
界
に
、
「
神
の
国
」
（
ら
§
ミ
防
b
S
　
と
「
地
の
国
」
（
9
忌
ミ
ニ
ミ
・
§
“
）
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
語
つ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
巻
〔
第
一
二
巻
〕
を
閉
じ
る
に
あ
た
つ
て
、
こ
う
考
え
る
。
初
め
に
造
ら
れ
た
こ
の
最
初
の
ひ
と
の
な
か
に
、
た
と
え
確
か
な
証
左
に
よ
つ
て
で
は
な

　
　
く
、
神
の
予
知
に
よ
つ
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
類
の
来
る
べ
き
二
つ
の
交
わ
り
（
き
亀
鳴
ミ
吻
）
な
い
し
国
（
亀
篭
ミ
防
）
が
存
在
し
て
い
た
Q
な
ぜ
な
ら
、
こ

　
　
の
ひ
と
か
ら
こ
そ
の
ち
の
人
間
〔
す
べ
て
〕
が
現
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
者
は
断
罪
〔
を
蒙
る
点
〕
に
お
い
て
悪
し
き
天
使
と
、
あ
呑
者
は
酬
い
〔
を
受

　
　
け
る
点
〕
に
お
い
て
、
善
き
天
使
と
結
ば
れ
て
い
る
。
た
と
え
神
の
さ
ば
き
は
隠
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
義
し
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
「
主

　
　
の
す
べ
て
の
道
は
…
…
い
つ
く
し
み
で
あ
り
、
ま
こ
と
で
あ
る
」
。
そ
の
い
つ
く
し
み
は
不
義
で
あ
る
は
ず
が
な
い
し
、
そ
の
義
が
苛
酷
で
あ
る
は
ず
は
な
い
か

　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
ら
で
あ
る
Q

　
こ
こ
に
至
つ
て
、
よ
う
や
く
、
わ
た
く
し
た
ち
は
「
天
使
の
交
わ
り
が
二
つ
、
人
間
の
交
わ
り
が
二
つ
、
全
部
で
四
つ
の
国
（
q
篭
帖
ミ
砺
）
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
た
だ
天
使
で
あ
ろ
う
が
人
間
で
あ
ろ
う
が
、
善
き
者
か
ら
な
る
国
と
悪
し
き
者
か
ら
な
る
国
の
、
二
つ
の
国
が
あ
る
の
だ
」
と

語
つ
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
の
意
味
す
る
地
点
に
辿
り
つ
い
た
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
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五
　
く
現
世
V
の
構
造

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
へ
の
裏
切
り
u
自
由
意
思
の
悪
用
に
よ
る
堕
罪
の
結
果
、
発
生
し
た
「
神
の
国
」
（
ら
ミ
ミ
防
b
魁
）
と
「
地
の

国
」
（
註
忌
ミ
コ
ミ
・
§
霜
）
ー
「
善
ぎ
天
使
と
善
ぎ
人
間
の
交
わ
り
」
（
§
爵
ミ
動
）
と
「
悪
し
き
天
使
と
悪
し
き
人
間
の
交
わ
り
」
；
は
上
述
し

て
お
い
た
よ
う
に
、
現
実
の
歴
史
世
界
ー
か
れ
の
言
葉
で
は
、
《
現
世
V
（
向
ミ
ミ
ミ
ミ
）
i
に
お
い
て
、
互
い
に
絡
み
合
い
、
混
じ
り
合
い
な

が
ら
、
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
最
後
の
審
判
」
ま
で
存
続
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
基
本
的
な
世
界
認
識
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
、
か
れ
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
国
の
う
ち
で
、
そ
の
力
点
は
「
神
の
国
」
（
ら
ミ
ミ
防
b
S
に
置
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
わ
た
く
し
た
ち
に
と
つ
て
も
つ
と
も
問
題
と
す
べ
き
そ
の
う
ち
の
人
問
の
方
は
と
い
え
ば
、
そ

れ
は
こ
の
地
上
で
は
（
貯
ぎ
ら
箋
ミ
ミ
。
）
、
「
遍
歴
者
・
〔
巡
礼
者
・
寄
留
者
〕
」
9
ミ
轟
嵐
§
防
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
・
…
、
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
神
の
国
（
＆
ミ
ミ
恥
∪
§
は
そ
れ
が
人
類
（
ぎ
ミ
§
ミ
晦
§
§
）
か
ら
成
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
世
の
国
の
な
か
で
遍
歴
（
辱
ミ
鳴
鷺
ミ
§
）
し
て
い
る
。

　
こ
の
、
「
神
の
国
」
（
ら
き
§
隔
b
S
の
現
世
に
お
け
る
遍
歴
9
ミ
轟
・
嘗
ミ
δ
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
そ
れ
自
体
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ユ
ダ
ヤ
“
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
と
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
先
立
つ
パ
ウ
・
（
碧
評
三
昼
り
お
窪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

に
よ
つ
て
す
で
に
強
烈
に
説
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
統
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
古
代
世
界
の
崩
壊
期
と
い
う
大
い
な
る
歴
史
の
節

目
H
結
節
点
に
お
い
て
改
め
て
確
固
た
る
も
の
に
さ
せ
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
『
神
国
論
』
全
巻
を
力
強
く
貫
く
も
の
は
実
に
こ
の
モ
テ

ィ
ー
フ
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
巻
の
冒
頭
（
「
序
」
㌧
ミ
亀
ミ
δ
に
お
い
て
真
正
面
か
ら
据
え
ら
れ
て
い
る
。

　
い
と
高
き
栄
光
の
神
の
国
（
象
N
ミ
帖
8
酵
ミ
黛
§
亀
ミ
ミ
§
b
＆
は
、
こ
の
移
り
行
く
時
の
流
れ
の
な
か
に
あ
つ
て
は
（
き
ぎ
ミ
§
腎
ミ
黛
ミ
昏
ミ
簑
）
、

信
仰
に
よ
つ
て
生
き
つ
つ
（
§
、
ミ
鳴
嬉
ご
§
⇔
）
、
不
信
心
者
の
間
で
（
ミ
ミ
帖
ミ
ミ
ミ
黛
毯
）
遍
歴
し
て
い
る
（
暦
ミ
鵡
篭
醤
ミ
ミ
）
が
、
他
方
、
そ
れ
は
か
の

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
二
〇
九
九
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
二
一
〇
〇
）

揺
る
ぎ
な
い
永
遠
の
座
に
（
き
ミ
黛
句
ミ
ミ
ミ
ミ
。
智
ミ
妬
§
ミ
ミ
ミ
）
確
固
と
t
て
立
つ
て
い
る
。
神
の
国
は
こ
の
永
遠
の
座
を
い
ま
は
（
§
ミ
）
忍
耐
し

て
待
ち
望
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
正
義
（
ミ
恥
ミ
貯
）
が
裁
き
（
ミ
ミ
q
嘗
ミ
）
に
変
え
ら
れ
る
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
（
特
帆
§
愚
吻
）
、
神
の
国
は
こ
の
永
遠

の
座
を
最
後
の
勝
利
（
覧
亀
ミ
貯
ミ
蔑
ミ
貸
）
と
完
全
な
平
和
（
辱
§
》
ミ
、
＆
ミ
）
と
の
う
ち
に
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
。

82

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
地
上
に
お
け
る
「
神
の
国
「
（
9
§
ゑ
b
8
の
遍
歴
を
力
説
し
た
あ
と
で
、

自
身
、
「
神
の
国
」
の
位
相
に
立
ち
つ
つ
、
「
地
の
国
」
（
ら
ミ
ミ
ご
ミ
・
§
亀
）
を
激
し
く
告
発
し
て
い
る
。

さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
か
れ

　
わ
が
愛
す
る
子
、
マ
ル
ケ
リ
ヌ
ス
よ
、
わ
た
し
は
い
ま
着
手
す
る
こ
の
書
物
の
な
か
で
こ
の
神
の
国
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
建
設
者
よ
り
も
自
分
た
ち
の
神

神
の
ほ
う
を
選
び
取
る
者
た
ち
に
対
抗
し
て
、
こ
れ
を
弁
護
す
る
こ
と
を
企
て
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
わ
た
し
は
ぎ
み
へ
の
約
束
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
こ

れ
は
実
に
大
き
な
、
困
難
な
仕
事
（
§
鳶
§
ミ
。
ミ
砺
魁
ミ
亀
§
ミ
）
で
あ
る
。
し
か
し
「
神
は
わ
れ
ぢ
の
助
け
主
で
あ
る
」
。

　
実
際
わ
た
し
は
、
謙
虚
の
徳
（
篭
・
ミ
勉
ぎ
ミ
ミ
ミ
邑
が
ど
ん
な
に
大
き
い
か
を
高
慢
（
物
§
ミ
守
貯
）
な
者
た
ち
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
多
く
の

力
が
必
要
で
あ
る
か
を
知
つ
て
い
る
。
神
の
高
貴
さ
は
、
人
間
の
厚
か
ま
し
さ
が
奪
い
取
つ
た
高
貴
さ
と
は
ち
が
つ
て
、
時
の
変
化
と
共
に
動
揺
す
る
こ
の
世

の
あ
ら
ゆ
る
高
さ
（
ミ
§
ミ
ミ
）
を
越
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
至
る
の
は
謙
虚
の
徳
に
よ
つ
て
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
た
ち
が
論
じ
る
こ
と
を

決
意
し
た
、
こ
の
国
の
王
に
し
て
建
設
者
〔
な
る
神
〕
は
、
そ
の
民
の
書
物
〔
聖
書
〕
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
言
つ
て
神
の
律
法
の
定
め
を
啓
示
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
Q
「
神
は
高
慢
な
者
た
ち
に
立
ち
向
か
い
た
も
う
が
、
謙
虚
な
者
た
ち
に
は
恵
み
を
与
え
た
も
う
」
。
こ
の
定
め
は
神
に
の
み
属
す
る
こ
と
で
あ
る

が
、
高
慢
の
思
い
に
ふ
く
れ
上
が
つ
た
〔
悪
〕
霊
ま
で
が
こ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
、
次
の
言
葉
で
自
分
が
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る
。

　
「
服
従
す
る
者
た
ち
を
ゆ
る
し
、
高
慢
な
者
た
ち
を
う
ち
倒
す
」

　
こ
う
い
う
わ
け
で
、
支
配
の
熱
望
に
か
ら
れ
て
人
民
を
奴
隷
と
し
て
仕
え
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら
は
そ
の
支
配
欲
（
§
ミ
。
§
ミ
§
§
葛
）
に
よ
つ
て
支
配
さ

れ
て
い
る
地
の
国
（
竃
ミ
～
毯
牒
ミ
憶
§
Q
）
に
つ
い
て
も
、
わ
た
し
は
沈
黙
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
書
物
の
目
的
に
必
要
な
限
り
、
ま
た
力
の
与
え
ら
れ
る

限
り
、
論
じ
る
こ
と
に
し
た
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
決
意
表
明
は
確
か
に
、
以
後
の
『
神
国
論
』
全
巻
の
論
述
の
骨
格
を
形
成
し
て
お
り
、
し
た
が
つ

て
、
こ
の
箇
所
に
被
歴
さ
れ
て
い
る
「
神
の
国
」
（
ら
§
ミ
隔
b
3
と
「
地
の
国
」
（
ら
き
暁
ミ
防
蛛
ミ
鳶
蓉
）
の
関
係
の
構
造
分
析
を
通
じ
て
『
神
国



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隙
）

論
』
の
思
想
の
全
体
を
占
う
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
、
ア
ウ
グ
入
テ
ィ
ヌ
ス
は
単
に
一
方
的

に
「
神
の
国
」
（
9
鼠
ミ
隔
b
3
の
位
相
に
立
つ
こ
と
に
よ
つ
て
、
た
と
え
そ
こ
に
数
多
く
の
苦
難
と
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
し
て
も
、
究

極
的
に
は
「
地
の
国
」
（
ら
き
誉
ご
ミ
・
§
“
）
が
打
倒
さ
れ
る
の
が
〈
歴
史
〉
の
一
貫
し
た
筋
道
な
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、
世
界
と
歴
史
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
見
方
は

き
わ
め
て
図
式
的
で
あ
り
、
初
め
か
ら
結
果
の
分
か
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
目
的
論
的
歴
史
観
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
の
だ

ろ
う
か
Q

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
つ
て
、
わ
た
く
し
た
ち
人
間
が
そ
の
な
か
で
生
き
、
苦
し
み
そ
し
て
死
ん
で
い
く
こ
の
現
実
の
世
俗
世
界
旺
《
現

世
V
（
旨
象
ミ
設
ミ
）
は
し
か
し
な
が
ら
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
視
点
か
ら
の
み
捉
え
ら
れ
て
終
わ
り
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
か
れ
は
確
か
に
一
方
に
お
い
て
、
こ
の
世
を
、
恥
知
ら
ず
に
も
創
造
主
た
る
神
を
裏
切
つ
た
堕
罪
的
人
問
ー
そ
れ
を
か
れ
は
し
ば
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

「
永
遠
の
罰
に
定
め
ら
れ
た
塊
」
（
ミ
Q
鴇
亀
き
ミ
醤
ミ
亀
）
と
呼
ぶ
ー
の
支
配
す
る
邪
悪
な
領
域
と
し
て
激
し
く
告
発
し
て
い
る
。
「
神
の
国
は
、

こ
の
移
り
行
く
時
の
流
れ
の
な
か
に
あ
つ
て
は
、
信
仰
に
よ
つ
て
生
き
つ
つ
、
不
信
心
者
の
間
で
遍
歴
し
て
い
る
」
と
い
う
、
上
述
の
言
葉
自

体
、
こ
の
世
（
旨
ミ
ミ
貸
ミ
）
が
か
れ
に
と
つ
て
は
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
逆
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
れ
の
《
現

世
V
（
旨
恥
ミ
ミ
ミ
）
観
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
て
見
る
と
、
わ
た
く
し
た
ち
は
か
れ
が
そ
れ
を
決
し
て
単
純
な
眼
で
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
に
気
づ
く
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
こ
の
現
実
の
世
俗
世
界
は
神
な
ら
ぬ
わ
た
く
し
た
ち
生
身
の
人
間
に
と
つ
て
、
果
し
て
ど
こ
ま
で
正
確

に
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
対
象
で
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
こ
そ
が
実
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
最
大
の
難
問
で
あ
つ
た
と
い
つ
た
方
が

よ
い
か
も
し
れ
な
い
o

　
　
神
の
知
識
（
恥
亀
§
～
ζ
∪
3
は
、
将
来
・
過
去
・
現
在
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
変
動
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
神
が
わ
た
し

　
た
ち
の
よ
う
に
、
将
来
を
望
見
し
、
現
在
を
見
、
あ
る
い
は
過
去
を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
神
は
わ
た
し
た
ち
の
思
考
（
§
8
ミ
ミ
黛
§
S
職
牒
ミ
焼
§
黛
§

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
一
マ
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
二
〇
一
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
（
一
二
〇
二
）

ら
§
物
ミ
ミ
§
）
と
は
き
わ
め
て
異
な
つ
た
方
法
で
、
将
来
・
現
在
・
過
去
を
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
あ
れ
へ
の
思
惟
の
変
化

に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
全
く
不
変
的
に
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
時
間
的
に
生
起
す
る
こ
と
は
、
将
来
で
あ
れ
、
現
在
で
あ
れ
、
ま
た
過
去
で
あ
れ
、
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

は
神
の
変
わ
る
こ
と
な
き
永
遠
の
現
在
（
砺
ミ
ミ
ミ
§
吻
§
黛
譜
§
Q
辱
ミ
翁
鳴
ミ
慕
）
の
な
か
で
把
握
さ
れ
る
。
ま
た
、
神
に
あ
つ
て
は
、
あ
る
事
物
を
肉
眼

に
よ
り
、
他
は
精
神
に
よ
つ
て
把
握
す
る
こ
と
も
な
い
。
神
は
魂
と
肉
体
と
か
ら
成
ら
ず
、
ま
た
「
今
」
と
か
「
か
つ
て
」
と
か
「
こ
れ
か
ら
」
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

も
な
い
。
神
の
知
識
は
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
に
、
現
在
・
過
去
・
将
来
と
い
う
三
つ
の
時
を
含
ま
ず
、
移
り
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

84

　
と
す
れ
ば
、
「
こ
の
世
に
あ
つ
て
は
（
貯
ぎ
ら
ζ
ミ
ミ
。
）
、
神
の
国
（
9
忌
ミ
防
b
＆
と
地
の
国
（
ら
ミ
ミ
コ
ミ
・
§
a
）
は
互
い
に
絡
み
合
い
、

混
じ
り
合
つ
て
進
み
、
そ
の
状
態
は
最
後
の
審
判
（
帖
ミ
§
§
ミ
欺
ミ
貸
ミ
）
に
お
い
て
両
者
が
分
離
さ
れ
る
ま
で
続
く
」
と
、
か
れ
が
語
る
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

な
ら
ぬ
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
黛
ミ
）
は
、
神
で
は
あ
り
え
ぬ
わ
た
く
し
た
ち
人
問
に
と
つ
て
は
、
む
し
ろ
不
可
知
の
領
域
と
し
て
映
る
こ
と
に
な

る
、
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
こ
こ
に
は
、
‘
二
つ
の
内
容
上
の
特
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
つ
は
、
そ
こ
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
国
の
対
立
が
決
し
て
単
純
な
図
式
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
「
神
の
国
」
（
q
ミ
ミ
隔
b
8
と
「
地
の
国
」
（
ら
§
ミ
コ
ミ
・
§
貸
）
は
既
に
見
た
よ
う
に
、
「
信
仰
と
不
信
仰
」
、
「
善
と
悪
」
、
「
神
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

愛
と
自
己
愛
」
、
「
謙
遜
と
傲
慢
」
と
い
つ
た
、
ま
つ
た
く
相
対
立
す
る
原
理
か
ら
成
り
立
つ
て
い
る
。
こ
の
対
立
は
ま
こ
と
に
熾
烈
で
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

こ
で
は
少
し
の
妥
協
も
入
り
込
む
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
人
間
世
界
（
旨
象
ミ
§
ミ
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
対

立
的
な
原
理
に
依
拠
す
る
二
つ
の
国
は
誰
の
眼
か
ら
見
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
明
瞭
に
分
離
さ
れ
た
形
で
対
立
し
つ
つ
、
存
在
し

て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
明
確
な
区
別
が
可
能
な
世
界
が
か
り
に
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
さ
し
ず
め
そ
れ
は
天
使

（
§
鷺
ミ
防
）
の
世
界
と
悪
魔
（
箋
息
。
ミ
偽
）
の
世
界
で
あ
ろ
う
。

　
善
ぎ
天
使
の
交
わ
り
か
ら
、
悪
魔
が
新
た
に
現
わ
れ
出
る
こ
と
は
な
い
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

悪
魔
が
善
き
天
使
の
交
わ
り
に
再
帰
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
し
か
も
、
再
三
に
わ
た
つ
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
国
の
う
ち
、
「
神
の
国
」
（
9
黒
ミ
防
b
3
は
人
間
に
関
す
る
限
り
、
地
上

で
は
巡
礼
者
と
し
て
遍
歴
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
遍
歴
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
「
神
の
国
」
が
邪
悪
な
現
実

　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

世
界
と
否
応
な
く
関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
、
次
の
よ
う
な

一
節
を
読
む
と
、
わ
た
く
し
た
ち
は
か
れ
の
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
黛
ミ
）
観
の
複
雑
性
の
意
味
を
は
つ
き
り
と
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
こ
の
国
〔
「
神
の
国
」
〕
は
、
敵
対
者
た
ち
の
な
か
に
さ
え
、
将
来
そ
の
民
と
な
る
者
た
ち
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
心
に
と
め
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
と

対
立
す
る
と
き
に
も
、
彼
ら
が
信
仰
を
告
白
す
る
に
至
る
ま
で
は
そ
の
敵
意
に
耐
え
る
こ
と
を
無
意
味
な
こ
と
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
神
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ

は
こ
の
世
に
寄
留
〔
遍
歴
〕
し
て
い
る
限
り
（
餐
貸
ミ
ミ
黛
婚
ミ
鳴
鷺
ミ
ミ
ミ
き
ミ
§
§
）
、
そ
の
所
属
す
る
〔
民
の
〕
数
の
な
か
に
は
、
サ
ク
ラ
メ
ソ
ト
〔
秘

ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

跡
〕
の
交
わ
り
に
あ
ず
か
り
な
が
ら
も
、
聖
徒
た
ち
の
受
け
る
永
遠
の
嗣
業
を
将
来
共
に
す
る
こ
と
の
な
い
者
た
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
一

部
は
隠
れ
て
い
る
が
、
他
の
一
部
は
あ
ら
わ
で
あ
る
。
彼
ら
は
神
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け
て
い
る
の
に
、
神
に
敵
対
す
る
者
た
ち
と
共
に
つ
ぶ
や
く
こ
と
を

た
め
ら
わ
な
い
。
そ
し
て
あ
る
と
き
は
敵
対
者
た
ち
と
共
に
劇
場
を
満
た
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
わ
た
し
た
ち
と
共
に
教
会
堂
を
満
た
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
し
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
あ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
し
か
し
な
が
ら
、
き
わ
め
て
明
ら
か
な
反
抗
者
た
ち
の
な
か
に
も
、
た
と
え
彼
ら
自
身
は
知
ら
な
い
と
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
の
友
と
な
る
よ
う
に
予
定
さ

れ
た
者
た
ち
が
隠
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
今
述
べ
た
よ
う
な
者
た
ち
が
矯
正
さ
れ
る
こ
と
に
絶
望
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
最
後
の
審
判
が
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

け
る
ま
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
国
は
、
こ
の
世
の
な
か
に
あ
つ
て
は
（
誉
ぎ
偽
旨
象
ミ
。
）
、
互
い
に
絡
み
合
い
、
混
じ
り
合
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
一
節
に
も
、
注
目
し
た
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
教
会
（
象
匙
竃
亀
）
が
、
現
在
低
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
将
来
高
く
さ
れ
る
備
え
を
し
、
ま
た
恐
れ
に
苦
し
め
ら
れ
、
悲
し
み
に
悩
ま
さ
れ
、

労
苦
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
誘
惑
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
鍛
え
ら
れ
て
、
真
に
喜
ぶ
時
と
言
え
ば
た
だ
希
望
に
よ
つ
て
の
み
喜
ぶ
よ
う
な
、
こ
の
邪
悪
な
偉

（
ミ
ぎ
q
的
ミ
“
ミ
。
§
ミ
蒔
§
）
、
こ
の
悪
し
き
時
代
に
あ
つ
て
は
（
ミ
ミ
句
ミ
＆
§
§
ミ
邑
、
多
く
の
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
者
た
ち
が
善
き
人
び
と
と
混
在
し
、

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

両
者
は
い
わ
ば
福
音
の
網
に
よ
つ
て
集
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
い
て
は
（
き
ぎ
“
ミ
ミ
ミ
。
）
、
ち
よ
う
ど
海
の
な
か
と
同
じ
よ
う
に
、
海
岸

に
た
ど
り
着
く
ま
で
、
再
魯
ゆ
無
差
恥
偽
網
み
か
か
め
跡
誉
わ
で
泌
い
で
い
b
。
そ
こ
に
着
け
ば
、
悪
L
き
者
た
ち
は
善
き
人
び
と
か
ら
分
け
ら
れ
、
善
き
人

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
二
一
〇
三
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
（
一
＝
〇
四
）

び
と
の
間
で
は
、
ち
よ
う
ど
そ
の
宮
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
「
神
が
す
べ
て
の
者
に
あ
つ
て
、
す
べ
て
と
な
る
」
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
詩
篇
に
お

い
て
、
「
わ
た
し
は
告
げ
、
『
彼
ら
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
な
る
』
と
言
つ
た
」
と
語
つ
た
か
た
の
言
葉
が
、
今
や
成
就
し
た
の
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
が
、
初
め
は
そ
の
先
駆
者
ヨ
ハ
不
の
口
を
通
し
て
、
そ
れ
か
ら
彼
自
身
の
口
を
通
し
て
、
「
悔
改
め
よ
、
天
国
は
近
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
語
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
）

以
来
、
こ
の
こ
と
は
現
在
起
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

86

　
こ
れ
ら
の
文
章
に
お
い
て
は
、
「
神
の
国
」
（
ら
ミ
ミ
隔
b
8
は
現
実
の
「
教
会
」
（
象
§
善
）
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
の
同
一
視
の
な
か
で
、
現

ヤ在
、
「
教
会
」
を
構
成
し
て
い
る
人
間
た
ち
す
べ
て
が
必
ず
し
も
救
い
を
予
定
さ
れ
た
、
善
き
人
び
と
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
な
か
に
は
、
悪
人

も
隠
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
逆
に
、
現
在
、
「
教
会
」
と
敵
対
し
て
い
る
人
び
と
の
な
か
に
も
、
将
来
救
わ
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
、
「
現
在
」
の
時
点
か
ら
で
は
な
く
、
「
将
来
」
と
い
う
時
間
的
ス
パ
ン
で
考
え
た
場
合
、
誰
が
こ
の
国
の
真
の
住
人
に
な
る
か
は
、
人

間
に
は
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
視
点
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
真
の
思
想
に
お
い
て
は
、

地
上
の
、
可
視
的
な
教
会
が
た
だ
ち
に
「
神
の
国
」
（
9
忌
蕩
b
S
そ
の
も
の
で
あ
る
わ
け
が
な
い
こ
と
は
か
れ
が
当
の
「
神
の
国
」
を
こ
の
世

（
旨
象
蕊
ミ
ミ
）
に
お
い
て
は
遍
歴
9
塁
轟
嵐
ミ
隔
）
し
て
い
る
、
と
語
つ
た
り
、
あ
る
い
は
「
地
の
国
」
（
亀
忌
ミ
ニ
ミ
・
§
象
）
も
同
様
に
、
「
神
秘

的
に
」
（
ミ
該
誉
軸
）
か
つ
「
聖
書
に
し
た
が
つ
て
」
（
§
§
登
ミ
象
試
黛
ミ
ゑ
ミ
亀
ミ
笥
）
、
そ
う
呼
ぶ
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
既
に
充

　
　
　
　
　
（
6
1
）

分
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
確
認
す
べ
ぎ
は
、
再
び
繰
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
か
れ
が
い
う
こ
の
世
に
お
け
る
（
帖
ミ
§
旨
象
ミ
。
）

「
神
の
国
」
（
笥
蔑
ミ
リ
b
S
と
「
地
の
国
」
（
ら
＆
・
ミ
ニ
ミ
・
§
＆
）
の
対
立
と
い
う
図
式
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
わ
た
く
し
た
ち
人
間
の
問
題
と
し

て
受
け
と
め
る
と
き
、
天
使
と
悪
魔
の
対
立
関
係
と
は
根
本
的
に
異
な
つ
た
、
き
わ
め
て
複
雑
な
様
相
と
意
味
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
国
の
対
立
関
係
の
複
雑
性
、
錯
綜
性
と
絡
み
合
つ
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
さ
ら
に
か
れ
の
描
く
《
現
世
V
（
養
爲
ミ
黛
ミ
）

の
概
念
の
も
う
一
つ
の
特
質
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
い
ま
見
て
き
た
、
こ
の
二
つ
の
国
の
対
立
を
そ
も
そ
も
そ
の
な



か
に
抱
え
込
ん
で
い
る
当
の
枠
組
”
《
現
世
V
が
一
体
、
い
つ
ま
で
続
き
、
い
つ
終
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
最
後

の
審
判
」
（
軌
ミ
ミ
黛
ミ
ミ
妹
ミ
黛
ミ
）
は
い
つ
訪
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
人
間
に
と
つ
て
は
根
本
的
に
不
可
知
の
出
来
事
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
世
の
終
末
に
先
立
つ
最
後
の
大
迫
害
が
い
つ
で
あ
る
か
、
は
誰
に
も
示
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
指
摘
か
ら
あ
る
程
度
窺
え
よ
う
。

　
た
し
か
に
、
あ
の
反
キ
リ
ス
ト
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
最
後
の
迫
害
（
§
竃
旨
ミ
貸
特
ミ
器
偽
ミ
§
は
、
イ
エ
ス
自
身
が
自
ら
来
臨
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
消
滅

さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
〔
主
イ
エ
ス
は
〕
こ
の
者
を
口
の
息
を
も
つ
て
殺
し
、
来
臨
の
輝
き
に
よ
つ
て
滅
す
で
あ
ろ
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ウ
ぞ
わ
ば
趨
ひ
ひ
み
か
と
よ
く
問
わ
れ
る
。
養
ウ
b
も
見
当
外
わ
み
阻
い
熟
み
ひ
。
も
し
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
に

と
つ
て
益
と
な
る
な
ら
ば
、
弟
子
た
ち
が
た
ず
ね
た
と
き
に
、
師
で
あ
る
神
自
身
以
上
に
よ
く
答
え
ら
れ
る
か
た
が
い
た
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
さ
い
、
彼
ら
は
師

と
と
も
に
い
た
と
き
そ
れ
に
つ
い
て
黙
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
直
接
彼
に
向
か
つ
て
、
「
主
よ
、
あ
な
た
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
を
復
興
な
さ
る
の
は
、
こ

の
時
な
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
「
父
が
ご
自
分
の
権
能
に
よ
つ
て
定
め
た
時
を
知
る
の
は
、
あ
な
た
が
た
の
す
る
こ
と
で
は
な

い
」
と
答
え
た
。
彼
ら
は
時
間
や
日
や
年
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
時
期
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
こ
の
答
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
ひ
み
世
応
殊
さ
お
で
い
b
年
数
塾
数
幻
b
駆
隈
駆
b
鄭
ホ
b
み
邸
無
駄
呑
み
ひ
。
ぞ
わ
恥
知
ひ
み
邸
わ
か
ひ
b
む
み
ナ
ひ
ひ
ど
呑
ゆ
か
い
と
、
真
理
丁
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

リ
ス
ト
〕
の
口
か
ら
聞
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
あ
る
い
は
ま
た
、
か
れ
が
世
界
史
の
各
時
代
を
一
日
と
数
え
、

べ
て
い
る
例
も
そ
の
証
拠
と
な
ろ
う
。

そ
の
最
後
の
時
代
（
第
六
日
目
）
の
長
さ
は
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
述

　
聖
書
の
行
な
つ
て
い
る
時
代
区
分
に
し
た
が
つ
て
、
各
時
代
を
↓
日
と
数
え
る
な
ら
ば
、
安
息
日
は
第
七
の
時
代
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
の
時
代
、

つ
ま
り
第
一
日
は
ア
ダ
ム
か
ら
大
洪
水
ま
で
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ま
で
は
第
二
日
で
あ
る
。
経
過
し
た
年
の
数
は
等
し
く
な
い
が
、
お
の
お
の
一

〇
年
と
考
え
ら
れ
る
世
代
の
数
で
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
使
徒
マ
タ
イ
の
示
す
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
来
臨
ま
で
の
三
つ
の
時
代
が
経
過
す
る
。
お

の
お
の
は
一
四
代
で
あ
る
が
、
第
一
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
か
ら
ダ
ビ
デ
ま
で
、
第
二
は
ダ
ビ
デ
か
ら
バ
ビ
官
ニ
ア
捕
囚
ま
で
、
第
三
は
こ
の
捕
囚
か
ら
キ
リ
ス
ト
の

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
一
丁
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
二
一
〇
五
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
二
聯
〇
六
）
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ヤ
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
肉
に
お
け
る
来
臨
ま
で
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
計
五
つ
の
時
代
に
な
る
Q
第
六
の
時
代
は
ま
さ
に
現
在
、
過
ぎ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
年
代
の
長
さ
は
数
え
る
こ
と

　
が
呑
ぎ
届
い
。
と
い
う
の
は
、
「
時
期
や
場
合
は
、
父
が
ご
自
分
の
権
威
に
よ
つ
て
定
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
あ
な
た
が
た
の
知
る
限
り
で
は
な
い
」

　
　
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
六
の
時
代
が
過
ぎ
去
る
と
、
神
は
い
わ
ぽ
第
七
日
目
に
休
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
七
日
の
安
息
で
あ
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
た
し
た
ち
も
神
に
あ
つ
て
や
す
ら
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
つ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
い
う
《
現
世
V
（
旨
象
ミ
貸
ミ
）
が
わ
た
く
し
た
ち
人
間
に
は
、
時
間
的
に
も
、
果
し
て
い

つ
ま
で
続
く
も
の
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
世
界
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら
に
も
ま
し
て
決
定
的
な
の
は
、
か

れ
が
こ
の
世
の
歴
史
に
関
し
て
い
わ
ゆ
る
「
千
年
王
国
論
」
（
ミ
§
醤
ミ
焼
ミ
帆
§
返
ミ
§
§
）
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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ど
こ
に
で
あ
ろ
う
と
も
、
二
種
類
の
人
び
と
、
す
な
わ
ち
善
人
と
悪
人
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
教
会
は
い
ま
あ
る
よ
う
に
存
在
す
る
Q
し
か
し
、
善
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ば
か
り
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
教
会
は
存
在
は
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
な
か
に
ひ
と
り
も
悪
し
き
人
が
な
い
と
き
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

　
　
ゆ
、
今
呑
鄭
教
会
ば
ネ
恥
凡
ト
a
玉
凪
、
郵
b
充
風
恩
み
都
（
寧
覧
竃
§
§
“
ミ
ミ
S
器
鳶
頓
養
§
9
篭
義
駐
愚
晦
養
ミ
餐
鴨
S
ミ
ミ
ミ
罫
）
。
聖
徒
は
い

　
　
ま
で
も
す
で
に
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
世
を
治
め
て
い
る
が
、
ま
だ
終
わ
り
の
時
の
よ
う
に
で
は
な
い
。
毒
麦
（
熱
慧
ミ
無
）
は
麦
（
ミ
ミ
§
軸
）
と
並
ん
で
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
　
の
な
か
で
成
長
す
る
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
治
め
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
周
知
の
よ
う
に
、
千
年
王
国
論
と
は
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
し
た
の
ち
、
地
上
に
メ
シ
ア
王
国
を
建
設
し
、
最
後
の
審
判
に
先
立
つ
一
千
年
の
間
そ

こ
を
統
治
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
当
時
、
主
と
し
て
根
無
し
草
的
な
貧
民
階
級
の
間
で
熱
狂
的
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
説
で
あ
り
、
「
ヨ
ハ
ネ
黙

示
録
」
（
二
〇
・
四
ー
六
）
を
そ
の
典
拠
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
教
説
が
教
会
史
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
も
つ
と
広
く
古
代
史

一
般
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
を
否
定
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
役
割
が
少
な
く
と
も
客
観
的
に
は
ど
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

影
響
力
と
結
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
つ
た
か
、
と
い
つ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
き
た
い
。
い
ま
、
大
事
な
こ
と
は
む
し
ろ
、
両

者
に
は
《
現
世
V
（
動
禽
ら
ミ
裳
ミ
）
に
対
す
る
決
定
的
に
異
な
つ
た
見
方
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
相
違
こ
そ
が
両
者
の
思
想
を
大
き



く
隔
絶
さ
せ
る
溝
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
〈
世
の
終
わ
り
に
千
年
王
国
が
こ
の
地
上
に
や
つ
て

く
る
！
V
と
い
う
教
説
を
熱
烈
に
信
奉
す
る
人
び
と
の
意
識
の
内
部
に
は
、
い
ま
、
あ
る
現
実
世
界
に
対
す
る
徹
底
的
な
侮
蔑
の
感
情
が
脈
打
つ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
ら
に
と
つ
て
は
、
こ
の
世
と
は
悪
魔
と
悪
魔
に
操
ら
れ
た
人
間
た
ち
の
支
配
す
る
邪
悪
な
世
界
以
外
の
な
に
も
の
で
も

な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
は
一
方
的
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
う
し
た
現
在
の
世
界
は
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
ト

ー
タ
ル
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
、
こ
の
ト
ー
タ
ル
に
否
定
さ
れ
た
現
在
の
先
に
あ
る
未
来
の
到
来
を
、
か
れ
ら
は
千

年
王
国
が
こ
の
地
上
に
忽
然
と
実
現
さ
れ
る
と
熱
狂
的
に
説
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
き
わ
め
て
切
迫
し
た
も
の
と
受
け
と
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
意

味
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
の
歴
史
は
自
分
た
ち
に
と
つ
て
不
可
知
な
も
の
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
あ
え
て
そ
う
い
い
き
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
知
力
に

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

よ
つ
て
確
実
に
知
り
う
る
も
の
、
掴
み
と
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
考
え
る
千
年
王
国
論
老
た
ち
に

あ
つ
て
は
、
同
一
の
思
想
・
主
義
・
信
条
に
よ
つ
て
一
つ
に
堅
く
結
ば
れ
て
い
る
自
分
た
ち
こ
そ
は
圧
倒
的
に
「
正
し
い
人
間
」
で
あ
り
、
現

在
、
自
分
た
ち
に
敵
対
し
て
い
る
「
悪
し
き
人
間
」
た
ち
と
自
分
た
ち
と
の
明
ら
さ
ま
な
対
立
関
係
は
決
し
て
変
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
あ
の

輝
か
し
い
千
年
王
国
の
到
来
に
お
い
て
初
め
て
、
前
者
が
完
全
に
根
絶
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
絶
対
的
に
固
定
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
黛
ミ
）
の
邪
悪
性
を
激
し
く
糾
弾
し
な
が
ら
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
単
な
る
否
定
の
対

象
と
は
考
え
て
い
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
世
は
自
己
の
被
造
性
を
忘
却
し
神
を
裏
切
つ
た
あ
の
人
祖
の
く
堕
罪
V
以
来
、
も
は
や
決
定
的
に
、

「
自
己
愛
に
取
り
愚
れ
た
、
肉
に
よ
つ
て
生
き
る
救
わ
れ
ざ
る
者
の
集
団
」
“
「
地
の
国
」
（
亀
蔑
ミ
コ
塁
・
§
亀
）
の
支
配
す
る
世
界
に
な
り
下
つ

て
し
ま
つ
た
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
圧
倒
的
多
数
は
こ
の
悪
し
き
国
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
ま
た
、
た
と
え
少
数
で
は
あ

つ
て
も
、
「
神
へ
の
愛
に
燃
え
た
、
霊
に
よ
つ
て
生
き
る
救
わ
れ
た
者
の
国
」
“
「
神
の
国
」
（
ら
ミ
ミ
魎
b
3
が
巡
礼
者
と
し
て
遍
歴
す
る
と
い

う
形
を
と
る
と
は
い
え
、
確
固
と
し
て
含
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
か
れ
に
お
い
て
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
「
神
の

国
」
（
ら
§
ミ
動
b
3
の
な
か
に
さ
え
、
そ
れ
が
こ
の
地
上
で
は
遍
歴
者
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
神
の
永
遠
の
祝
福
に
与
か
ら
な
い
者
も
い
る
の
で

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
二
一
〇
七
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
（
一
二
〇
八
）

あ
り
、
他
方
、
「
地
の
国
」
（
ら
き
帖
ミ
コ
ミ
・
§
亀
）
の
な
か
に
さ
え
、
救
い
を
予
定
さ
れ
た
者
が
隠
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
が
説
い
て
い
る
、
こ
の
世
に
お
け
る
二
つ
の
国
の
対
立
と
は
誰
の
眼
に
も
歴
然
と
そ
の
よ
う
に
分
か
る
対
立
で
は
決
し
て
な
く
、
果
し
て
、

誰
が
各
々
の
国
の
住
人
で
あ
る
か
は
人
間
に
は
判
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
判
別
で
ぎ
る
の
は
ひ
と
り
神
の
み
で
あ
り
、
人
間
に
明
ら
か

に
さ
れ
る
と
き
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
い
つ
到
来
す
る
か
人
間
に
は
分
ら
ぬ
あ
の
「
最
後
の
審
判
」
（
帖
＆
§
§
ミ
ミ
蛛
誉
裳
ミ
）
に
お
い
て
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
《
現
世
V
（
旨
象
ミ
醤
ミ
）
に
対
す
る
徹
底
的
な
不
可
論
の
立
場
に
立
つ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
つ
て
、
「
千
年
王
国

論
」
は
到
底
承
服
し
難
い
も
の
に
思
わ
れ
た
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
か
れ
が
上
述
の
よ
う
に
、
「
毒
麦
」

　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
、

（
捜
澄
§
き
）
の
讐
を
借
用
し
つ
つ
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
今
で
も
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
王
国
、
ま
た
天
国
で
あ
る
」
（
孕
題
亀
ミ
ミ
象
ら
騨
誉
・
轟
§
ミ

き
嵐
義
§
・
轟
ミ
き
§
ら
＆
ミ
貸
ミ
）
と
語
つ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
よ
つ
て
、
「
地
上
の
可
視
的
な
教
会
」
が
そ
の
ま
ま
、
た
だ
ち
に
「
神

の
国
」
（
9
§
毯
b
S
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
弁
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
汚
れ
に
充
ち
た
現
実
世

界
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
だ
ふ
は
一
切
の
罪
か
ら
完
壁
に
免
が
れ
て
い
る
と
自
負
し
、
そ
し
て
自
分
た
ち
以
外
の
す
べ
て
の
他
者
存
在
を
正
し
く

な
い
者
と
一
方
的
に
敵
視
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
現
実
を
ト
ー
タ
ル
に
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
先
に
千
年
王
国
の
地
上
に
お
け
る
出
現
を

熱
狂
的
に
説
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
神
の
み
が
知
り
え
て
い
る
未
来
ま
で
を
も
、
人
間
に
と
つ
て
予
知
可
能
な
領
域
に
取
り
込
も
う
と
す
る
矯
慢
な

意
識
構
造
を
叩
く
こ
と
こ
そ
か
れ
の
眼
目
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
こ
の
世
に
お
い
て
は
（
嘗
ぎ
ら
旨
養
§
）
、
二
つ
の
国
は
互
い
に

絡
み
合
い
、
混
じ
り
合
い
な
が
ら
、
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
最
後
の
審
判
ま
で
存
続
し
て
い
く
」
と
語
つ
た
そ
の
世
界
認
識
ー
《
現
世
V

（
§
ら
欝
ミ
）
観
1
の
構
造
的
意
味
は
ほ
ぽ
明
ら
か
に
な
つ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
か
れ
は
一
人
の
信
仰
者
と
し
て
は
、
「
『
神
の
国
』

（
ら
き
焼
ミ
働
b
馬
）
は
こ
の
世
に
お
い
て
遍
歴
（
醤
・
轟
・
㌧
ミ
隔
）
す
る
し
と
い
う
言
葉
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
良
か
っ
た
か
も
し
れ

go



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
い
。
し
か
し
、
か
れ
に
と
つ
て
は
、
そ
れ
は
当
面
か
れ
畠
身
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
生
き
方
な
い
し
姿
勢
の
問
題
以
上
の
も
の
と
は
な
り
え

な
か
つ
た
こ
と
は
既
に
わ
た
く
し
た
ち
が
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
了
解
し
た
地
点
に
立
つ
と
き
、
で
は
く
世
界
V
は
わ

た
く
し
た
ち
人
間
に
と
つ
て
、
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
不
条

理
と
い
つ
て
よ
い
風
景
と
し
て
、
わ
た
く
し
た
ち
の
眼
前
の
拡
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
善
人
が
貧
し
く
戸
悪
人
が
豊
か
で
あ
る
の
は
、
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
な
神
の
定
め
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
わ
た
L
た
ち
の
目
に
は
そ
の
破
廉
恥
な
生
活
の
ゆ

え
に
滅
び
が
正
当
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
者
が
幸
せ
に
暮
ら
し
、
反
対
に
賞
賛
に
値
す
る
生
活
の
ゆ
え
に
幸
福
な
生
を
送
つ
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
、

と
思
わ
れ
る
者
が
悲
惨
な
暮
ろ
し
を
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
あ
る
い
は
罪
な
き
者
が
報
復
を
果
た
す
ど
こ
ろ
か
、
裁
判
官
の
不
正
や
偽
証
人
の
虚
言
に
よ
つ

て
罪
あ
り
と
さ
れ
て
法
廷
を
去
り
、
反
対
に
罪
あ
る
相
手
の
方
は
罰
せ
ら
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
有
利
な
判
決
に
勝
ち
誇
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
は

な
ぜ
か
ー
わ
た
し
た
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
悪
人
が
す
ぐ
れ
た
健
康
を
喜
び
と
し
、
反
対
に
善
人
が
病
に
蝕
ま
れ
る
。
強
壮
な
若
者
が
強
盗

を
な
り
わ
い
と
す
る
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
と
、
言
葉
で
さ
え
他
人
を
傷
つ
け
た
こ
と
の
な
い
者
が
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
病
い
に
責
め
ら
れ
や
。

社
会
に
と
つ
て
有
用
な
人
材
が
突
然
に
早
死
し
た
り
、
生
ま
れ
な
か
つ
た
方
が
良
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
者
が
老
齢
ま
で
生
ぎ
延
び
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
犯

罪
を
重
ね
た
者
に
栄
誉
が
与
え
ら
れ
る
か
と
思
う
と
、
何
の
責
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
老
が
忘
れ
去
ら
れ
る
ー
こ
う
し
た
こ
と
が
ど
う
し
て
起
こ
り
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

の
か
、
少
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
　
則
さ
を
だ
れ
が
洩
れ
な
く
数
え
上
げ
、
表
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

六
　
む
　
す
　
び

　
以
上
、
わ
た
く
し
た
ち
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
《
現
世
V
（
鷺
象
ミ
ミ
ミ
）
観
の
構
造
を
問
題
と
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
か
れ
の
脳

裡
に
あ
る
、
こ
の
世
界
と
そ
の
行
く
末
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
最
初
か
ら
結
果
の
歴
然
と
し
て
い
る
目
的
論

的
歴
史
観
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
こ
と
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
つ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
大
雑
把
に
扱

わ
れ
た
問
題
の
一
つ
一
つ
は
そ
の
ど
れ
を
取
つ
て
見
て
も
、
少
な
か
ら
ぬ
問
題
性
を
秘
め
て
お
り
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
う
え
だ
け
で
な

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
二
一
〇
九
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
一
丁
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
（
一
二
一
〇
）

く
、
広
く
思
想
史
一
般
の
な
か
で
重
要
な
意
味
と
影
響
力
を
発
揮
し
て
も
い
る
。
わ
た
く
し
た
ち
は
そ
の
事
実
を
決
し
て
軽
視
し
え
な
い
し
、
そ

の
一
つ
一
つ
を
丹
念
に
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
わ
た
く
し
自
身
の
課
題
で
あ
る
こ
と
も
知
つ
て
い
る
。

　
だ
が
、
冒
頭
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
．
本
稿
の
直
接
的
な
課
題
は
ひ
と
え
に
か
れ
が
〈
世
界
〉
を
ど
う
捉
え
た
か
、
と
い
う
そ
の
大
き

な
枠
組
を
ま
ず
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
枠
組
を
き
ち
ん
と
お
さ
え
て
お
く
こ
と
な
し
に
、
『
神
国
論
』
の
個
々
の
政
治
発
言
を
読
ん

で
い
く
と
、
思
わ
ぬ
陥
穽
に
足
を
す
く
わ
れ
か
ね
な
い
こ
と
は
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
〈
世
界
〉
を
防
＆
ら
ミ
ミ
ミ
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
は
「
神
の
国
」
（
9
蔑
妹
禽

b
8
と
「
地
の
国
」
（
鳥
忌
ミ
コ
ミ
・
§
貸
）
と
が
互
い
に
絡
み
合
い
、
混
じ
り
合
い
な
が
ら
、
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
最
後
の
審
判
」

（
旨
箋
ら
誉
ミ
ミ
妹
ミ
黛
ミ
）
ま
で
存
続
し
て
い
く
、
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
、
ζ
象
ミ
黛
ミ
と
は
こ
れ
も
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

う
に
、
同
じ
〈
世
界
〉
を
表
象
す
る
言
葉
で
は
あ
つ
て
も
、
ミ
§
織
§
（
こ
れ
は
「
空
問
的
世
界
」
を
指
す
）
と
は
異
な
つ
て
、
一
定
の
限
ら
れ
た

「
時
間
的
世
界
」
を
指
し
て
お
り
、
本
来
的
に
「
時
代
」
と
か
「
世
紀
」
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
《
現
世
V
と
い
う
訳
語

を
あ
て
は
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
か
れ
が
世
界
を
基
本
的
に
は
超
越
　
　
永
遠
と
い
い
か
え
て
も
よ

い
ー
的
な
視
点
か
ら
見
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
L
て
、
そ
れ
は
か
れ
が
な
に
よ
り
も
人
間
の
現
実
世
界
を
「
ア
ダ
ム
の
堕
罪
」
か
ら
始

ま
つ
た
邪
悪
な
時
代
と
見
な
し
、
そ
こ
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
が
人
間
の
根
本
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
以
上
、
至
極
当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
が
ふ
つ
う
の
意
味
で
「
世
界
史
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
つ
て
は
そ
れ

で
完
結
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
前
史
」
　
　
世
界
創
造
、
人
間
の
創
造
お
よ
び
そ
の
堕
罪
1
と
「
後
史
」
－

最
後
の
審
判
お
よ
び
「
神
の
国
」
の
最
終
的
勝
利
ー
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
、
「
中
聞
時
」
と
し
て
の
「
世
俗
史
」
で
あ
り
、
「
救
済
史
」
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
8
）

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
こ
で
神
に
よ
る
堕
罪
し
た
人
類
の
教
育
と
救
済
が
行
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
は
『
神
国
論
』
の
最
終
巻
最
終
章
で
、
「
罪
を
犯
す
こ
と
も
犯
さ
な
い
こ
と
も
で
き
た
ア
ダ
ム
の
自
由
」
と
「
も
は
や
罪
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（
69
）

を
犯
し
え
な
い
選
ば
れ
た
人
の
自
由
」
と
を
鮮
烈
に
対
比
さ
せ
て
い
る
。
「
こ
の
二
つ
の
極
の
間
に
、
堕
落
し
駿
罪
さ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
70
）

に
よ
つ
て
次
第
に
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
人
類
の
歴
史
が
あ
る
」
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
人
類
が
究
極
的
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
目
標
は
「
も
は
や
罪
を

犯
し
え
な
い
自
由
」
の
支
配
す
る
国
日
「
神
の
国
」
（
9
忌
ミ
砺
b
S
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
　
終
わ
ひ
ひ
ど
か
ぎ
か
み
国
（
蕊
偽
ミ
ド
“
ミ
§
§
ミ
ミ
⇔
霧
聾
患
ミ
⇔
）
へ
到
達
す
る
こ
と
以
外
に
は
、
い
つ
た
い
何
が
わ
た
し
た
ち
の
目
標
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
〈
世
界
V
を
見
据
え
る
か
れ
の
眼
が
基
本
的
に
は
、
現
世
超
越
的
な
視
野
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
の
疑
問
も
許
さ
ぬ

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は
ま
た
〈
世
界
〉
を
単
に
そ
う
し
た
超
越
的
な
視
野
の
う
ち
に
捉
え
て
終
わ
り
と
し
て

い
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

　
　
い
と
高
ぎ
栄
光
の
神
の
国
は
、
こ
の
移
り
行
く
時
の
流
れ
の
な
か
に
あ
つ
て
は
、
信
仰
に
よ
つ
て
生
き
つ
つ
、
不
信
心
者
の
間
で
遍
歴
し
て
い
る
が
、
他

　
方
、
そ
れ
は
か
の
揺
る
ぎ
な
い
永
遠
の
座
に
確
固
と
し
て
立
つ
て
い
る
。
神
の
国
は
こ
の
永
遠
の
座
を
い
ま
（
§
ミ
）
は
忍
耐
し
て
待
ち
望
ん
で
い
る
が
、
そ

　
　
れ
は
正
義
が
裁
き
に
変
え
ら
れ
る
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
（
魯
ミ
“
愚
⇔
）
、
神
の
国
は
こ
の
永
遠
の
座
を
最
後
の
勝
利
と
完
全
な
平
和
と
の
う
ち
に
獲
得
す
る

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
既
に
引
用
し
た
『
神
国
論
』
第
一
巻
の
昌
頭
（
「
序
」
篭
ミ
馬
誉
織
。
）
の
言
葉
だ
が
、
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
、
「
神
の
国
」
（
ら
き
帖
ミ
動
b
S
が
二

つ
の
領
域
に
ま
た
が
つ
て
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
一
方
で
は
、
「
こ
の
移
り
行

く
時
の
流
れ
の
な
か
に
」
（
導
ぎ
ら
融
ミ
慧
ミ
ミ
ら
ミ
養
）
遍
歴
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
も
う
一
方
で
は
、
「
か
の
揺
る
ぎ
な
き
永
遠
の

座
に
」
（
貯
ミ
貸
防
ミ
ミ
≒
ミ
偽
防
＆
跨
“
無
ミ
蓉
鳴
）
確
固
と
し
て
立
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
領
域
は
「
い
ま
」
（
ミ
ミ
）
と
「
そ
れ
以

後
」
（
誉
賊
ミ
愚
角
）
と
い
う
時
間
軸
で
い
い
か
え
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
、
そ
れ
は
「
時
間
」
的
世
界
と
「
永
遠
」
（
§
融
ミ
“
）
と
を
そ
れ
ぞ
れ
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
既
に
充
分
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
永
遠
」
の
到
来
、
つ
ま
り
「
裁
き
」
T

「
最
後
の
審
判
」
〕
が
行
な
わ
れ
、
「
神
の
国
が
こ
の
永
遠
の
座
を
最
後
の
勝
利
と
完
全
な
平
和
と
の
う
ち
に
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
き
が
、
一

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
一
マ
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
（
二
一
一
一
）
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体
、

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
一
丁
完
）

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

何
時
訪
れ
る
か
、
人
間
に
は
皆
目
、
見
当
が
「
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
し
か
も
、

九
四
　
　
（
一
二
二
一
）

94

確
か
に
、
最
後
の
審
判
が
分
け
る
ま
で
は
、

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
国
は
、
こ
の
世
の
中
に
あ
つ
て
は
（
ミ
ぎ
ら
防
ミ
ら
ミ
。
）
、
互
い
に
絡
み
合
い
、
混
じ
り
合
つ
て

　
と
述
べ
た
か
れ
の
言
葉
の
意
味
は
、
こ
の
世
h
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
黛
ミ
）
に
お
い
て
は
、
「
神
の
国
」
（
黛
忌
ミ
動
b
S
と
「
地
の
国
」
（
ら
き
賊
ミ
防

帖
ミ
・
§
黛
）
の
対
立
と
い
う
図
式
が
決
し
て
誰
の
眼
に
も
そ
の
よ
う
に
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
天
使
で
も
な
く
悪
魔
で
も
な
い

人
間
に
は
、
根
本
的
に
判
別
で
き
な
い
性
格
を
も
つ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
と
す
れ
ば
、
〈
世
界
V
を
見
据
え
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
眼
に
は
当
然
、
現
世
内
在
的
な
視
野
も
ま
た
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
か
れ
に
と
つ
て
は
、
「
神
の
国
」
（
鳥
蔑
ミ
物

b
S
こ
そ
が
つ
ね
に
第
一
義
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
こ
に
一
部
含
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
世
ー
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
貸
ミ
）
が
か

れ
の
思
考
世
界
に
入
つ
て
き
た
と
い
う
い
い
方
は
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
先
程
見
た
よ
う
に
、
ミ
ミ
〔
現
在
〕
　
　
欝
斗
R
勘

〔
将
来
〕
と
い
う
時
間
軸
が
か
れ
の
思
考
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
再
三
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
魯
蝋
ミ
魯
吻
が

人
間
に
は
不
可
知
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
以
上
、
わ
た
く
し
た
ち
人
間
が
生
ぎ
る
こ
の
現
実
の
歴
史
世
界
（
旨
象
ミ
袋
ミ
）
は
単
な
る
、
無
意
味
な
、

束
の
問
の
§
ミ
と
し
て
だ
け
捉
え
ら
れ
て
よ
し
と
さ
れ
る
わ
け
に
は
到
底
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
否
む
し
ろ
、
こ
の
世
が
あ
の
恥
ず
べ
ぎ
堕

罪
に
よ
つ
て
汚
さ
れ
た
邪
悪
な
世
界
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
ま
た
「
神
の
国
」
（
q
ミ
ミ
防
b
8
が
厳
然
と
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
L
か

も
「
地
の
国
」
（
蔑
忌
ミ
防
妹
ミ
・
§
黛
）
の
な
か
に
も
将
来
、
救
い
を
予
定
さ
れ
た
人
間
が
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
国

を
大
き
く
包
み
込
ん
で
い
る
状
況
世
界
は
単
に
「
永
遠
」
の
到
来
ま
で
の
、
一
時
的
な
「
時
間
」
i
§
ミ
ー
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
確
実

に
「
神
の
国
」
（
9
蔑
蛛
禽
b
S
が
根
を
下
ろ
す
ー
た
と
え
異
邦
人
と
し
て
遍
歴
す
る
と
は
い
え
ー
「
空
間
」
ー
ミ
ら
ー
と
し
て
も
捉
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
限
ら
れ
た
時
間
的
世
界
を
意
味
す
る
防
＆
偽
ミ
ミ
ミ
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
空
間
的
世
界

を
意
味
す
る
ミ
§
織
蕊
と
い
う
用
語
を
も
併
わ
せ
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
こ
う
し
た
意
味
で
あ
ろ
う
Q



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
い
　
　
い
　
　
ヤ
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
レ
　
　
い
　
　
セ
　
　
い

　
以
上
を
要
約
し
て
い
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
入
は
八
世
界
〉
を
現
世
超
越
的
に
捉
え
る
と
と
も
に
、
現
世
内
在
的
に
も
捉
え
る
と
い
う
、
い

わ
ば
複
眼
的
か
つ
重
層
的
な
見
方
を
も
つ
て
い
た
と
い
え
る
。
か
れ
は
「
神
の
国
」
（
q
篭
誉
向
b
3
の
完
全
な
到
来
が
織
織
ミ
愚
句
に
属
す
る
と

い
う
点
で
は
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
貸
ミ
）
に
の
み
埋
没
し
た
見
方
は
断
じ
て
と
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
他
方
、
か
れ
は
ま
た
「
神
の
国
」
（
g
蔑
妹
禽

b
S
は
「
永
遠
」
（
§
鷺
ミ
犠
）
の
位
相
で
捉
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
世
は
そ
れ
と
は
ま
つ
た
く
無
縁
な
、
罪
を
帯
び
た
、
空
し
い
場
所
に

す
ぎ
な
い
、
な
ど
と
は
決
し
て
考
え
で
い
な
い
。
か
れ
に
お
い
て
は
、
フ
、
ヒ
、
」
で
、
い
由
」
（
ミ
ら
亀
ミ
§
）
、
既
に
「
神
の
国
」
（
9
蔑
ミ
魎
b
無
）

は
一
部
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
黛
ミ
）
は
か
れ
に
と
つ
て
、
あ
く
ま
で
も
〈
超
越
〉
的
な
視
野
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
か
噸
か
お
、
ぞ
み
弘
齢
で
、
↓
定
み
枠
琳
偽
お
い
で
〈
内
在
〉
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

て
い
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
〈
世
界
V
を
凝
視
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
眼
が
基
本
的
に
複
眼
的
か
つ
重
層
的
構
造
か
ら
成
り
立
つ
て
い
る
こ
と

を
わ
た
く
し
た
ち
は
確
認
し
て
き
た
。
か
れ
は
こ
の
複
眼
的
か
つ
重
層
的
な
眼
で
も
つ
て
、
人
間
に
は
不
条
理
と
し
か
映
り
よ
う
の
な
い
こ
の
現

実
世
界
を
見
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
人
の
確
信
を
も
つ
た
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
か
れ
は
世
界
が
神
に
よ
つ
て
造
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
3
）

造
世
界
は
究
極
的
に
は
整
然
と
し
た
秩
序
を
も
つ
て
お
り
、
た
と
え
そ
こ
に
神
の
不
在
を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
悲
惨
と
苦
し
み
が
現
出
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

そ
れ
は
神
が
人
間
に
与
え
る
試
練
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
神
の
隠
れ
た
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
な
ら
ぬ
生
身

の
人
間
た
ち
に
と
つ
て
は
、
か
れ
ら
の
棲
息
す
る
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
ミ
ミ
）
と
は
、
何
と
不
可
解
な
不
条
理
に
満
ち
溢
れ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
だ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
世
界
に
必
然
的
に
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
権
力
や
国
家
や
政
治
に
対
し
て
、
か
れ
は
と
ぎ
に
仮
借
の
な
い
批
判
を
加
え
、
と
ぎ

に
そ
れ
ら
を
肯
定
む
さ
え
も
す
る
。
『
神
国
論
』
の
な
か
に
散
見
さ
れ
る
政
治
発
言
は
、
し
ば
し
ば
一
見
・
相
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
読

む
者
に
与
え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
果
し
て
、
そ
れ
ら
は
本
当
に
矛
盾
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
か
ら
そ
う
し
た

か
れ
の
発
言
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
、
一
つ
の
統
一
し
た
く
政
治
思
想
V
を
析
出
す
る
作
業
を
開
始
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
、
本

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
一
二
一
三
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
（

稿
で
見
て
き
た
か
れ
の
《
現
世
V
（
旨
ミ
ミ
黛
ミ
）
観
の
構
造
の
確
認
は
そ
の
作
業
に
光
を
当
て
る
照
明
燈
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（　　（　　（　　（　　（　　（

47　46　45　44　43　42
）　　）　　）　　）　　）　　）

b
恥

賊
ミ
無

導
ミ
甲

導
ミ
ζ

態
ミ
ζ

　
　
｝

　
　
｝

導
ミ
； 9

蔑
ミ
融
b
瓢
こ
酋
｝
一
。

一
＝
一
四
）

　
と
か
ら
成
る
も
の
と
考
え
る
が
、

　
「
第
二
の
死
」

　
し
か
し
第
二
の
死
は
善
人
に
は
起
こ
ら
な
い
の
で
、
な
に
び
と
に
と
つ
て
も
望
ま
し
く
な
い
」
。
図
肖
る
ー

　
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
〔
第
一
と
第
二
の
死
〕

（
4
8
）
　
帖
ミ
亀
こ

（
4
9
）
　
帖
ミ
織
』

（
50
）
　
＆
ミ
こ

（
51
）
　
b
恥
亀
ミ
ミ
物
b
覧
り

　
の
大
部
分
を
構
成
し
、

（
田
）
　
た
と
え
ば
、

　
る
か
に
そ
れ
を
望
み
見
て
喜
び
、

　
求
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
（
「
ヘ
ゾ
ル
人
へ
の
手
紙
ヒ

　
主
イ
エ
ス
・

　
で
、
死
せ
る
母
モ
ニ
カ
の
た
め
に
祈
り
つ
つ
、

　
り
、
母
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
あ
な
た
を
父
と
す
る
私
の
兄
弟
で
あ
り
、
永
遠
の
イ
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て
は
私
と
同
市
民
で
あ
る
こ
の
二
入
の
こ
と
を
、

　
て
く
れ
る
よ
う
に
。

　
一
ω
’
と
こ
ろ
で
、

　
政
治
的
に
は
市
民
権
を
も
た
な
い
一
つ
の
社
会
層
を
意
味
し
て
お
り
、

首
い
目
，

首
い
一
，

酋
堕
ooω
’

肖
｝
旨
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

首
）
ド
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
死
を
、
人
間
の
罪
に
対
す
る
神
の
罰
ー
讐
§
＆
誉
象
ミ
帖
1
と
見
な
す
。
か
れ
は
人
間
を
魂
（
Q
這
ミ
貸
）
と
肉
体
（
q
ミ
特
§
）

　
　
　
　
　
　
　
後
者
の
死
が
「
第
一
の
死
」
（
§
ミ
吻
篭
ミ
ミ
Q
）
で
あ
り
、
前
者
の
死
が
「
第
二
の
死
」
（
ミ
ミ
ω
旨
§
ミ
駄
貸
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、

　
こ
そ
最
悪
の
も
の
と
さ
れ
る
。
「
第
一
の
肉
体
の
死
に
つ
い
て
は
、
善
人
に
と
つ
て
は
望
ま
し
く
、
悪
人
に
と
つ
て
は
わ
ざ
わ
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
わ
た
し
た
ち
の
願
い
主
の
恵
み
に
よ
つ
て
、
少
な
く
と
も
第
二
の
死
を
避

　
　
　
　
　
こ
れ
は
他
の
死
よ
り
も
深
刻
で
、
あ
ら
ゆ
る
悪
の
中
で
最
悪
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
二
の
死
で
起
こ
る
の
は
魂
と
肉
体
の
分
離
で
は
な
く
、
両
者

　
　
　
が
永
遠
の
形
罰
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
。
図
冒
旨
。

図
き
一
〇
〇
。

首
｝
⑲
G
o
。
図
き
に
‘

首
る
鋳
ら
、
図
図
目
い
一
’

　
　
　
　
　
尊
戸
ピ
ち
な
み
に
、
天
使
の
場
合
に
は
遍
歴
し
な
い
、
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
つ
て
い
る
。
　
「
彼
ら
〔
聖
な
る
天
使
〕
は
こ
の
国
〔
聖
な
る
国
〕

　
　
　
　
し
か
も
彼
ら
は
決
し
て
遍
歴
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
い
つ
そ
う
浄
福
で
あ
る
」
（
酋
“
O
）
。

　
　
「
ヘ
ブ
ル
入
へ
の
手
紙
」
の
著
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
こ
れ
ら
の
入
は
み
な
、
信
仰
を
い
だ
い
て
死
ん
だ
。
ま
だ
約
束
の
も
の
は
受
け
て
い
な
か
つ
た
が
、
は

　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
地
上
は
旅
入
で
あ
り
寄
留
者
で
あ
る
こ
と
を
、
自
ら
言
い
あ
ら
わ
し
た
。
そ
う
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
彼
ら
が
ふ
る
さ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
＝
二
ー
一
四
）
。
ま
た
、
パ
ウ
ロ
は
こ
う
い
つ
て
い
る
。
「
わ
た
し
た
ち
の
国
籍
は
天
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
救
主
、

キ
リ
ス
ト
の
こ
ら
れ
る
の
を
、
わ
た
し
た
ち
は
待
ち
望
ん
で
い
る
」
（
「
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
三
・
二
〇
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
既
に
『
告
白
』
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
彼
ら
が
敬
塵
な
愛
情
を
も
つ
て
、
こ
の
移
り
ゆ
く
光
の
も
と
に
お
い
て
は
私
の
両
親
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
想
い
起
こ
し

　
　
　
あ
な
た
の
民
は
そ
こ
を
出
て
か
ら
そ
こ
に
も
ど
る
日
ま
で
、
遍
歴
し
つ
つ
こ
の
イ
エ
ル
サ
レ
ム
を
あ
え
ぎ
も
と
め
て
い
る
の
で
す
」
。
G
ミ
㊦
、
窃
詮
o
§
傷
一
関
短

　
　
こ
の
「
遍
歴
者
」
（
特
ミ
鳴
賄
篭
蕊
§
）
と
い
う
概
念
は
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
晦
ミ
焼
ミ
や
ギ
リ
シ
ア
の
§
乳
9
き
斜
辱
ミ
ご
魯
ミ
矯
特
ミ
亀
8
帖
な
ど
と
同
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
的
・
祉
会
的
に
も
疎
外
さ
れ
た
存
在
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ξ
の
よ
う
に
、
あ
る
国
家
ー
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
「
ロ
ー
マ
帝
国
」
を
指
す
ー
の
な
か
で
、
市
民
権
を
奪
わ
れ
て
、
「
異
邦
人
」
（
辱
ミ
遣
ミ
§
§
）
と
し
て
暮
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
い
う
状
態
そ
の
も
の
が
宗
教
的
な
統
一
性
を
証
明
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
詳
し
く
は
、
和
鍔
ω
貰
3
ヨ
息
。
亀
蝋
；
署
●
一
合
f
置
P
内
田
芳
明
　
前
掲
書

　
三
六
一
頁
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
　
内
田
芳
明
訳
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
　
1
』
み
す
ず
書
房
　
　
一
九
六
二
年
。
弓
削
達
『
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
と
社
会
』
岩
波
書
店
　
一
九
六

　
四
年
。

（
53
）
　
即
串
ゆ
辞
3
ヨ
愚
●
亀
∋
署
●
δ
①
ー
偉
8
内
田
芳
明
　
前
掲
書
　
三
五
三
f
三
六
五
頁
。

（
留
）
　
b
偽
亀
ミ
牒
ミ
鳴
b
亀
｝
図
ぎ
一
●
o
劫
騒
｝
ポ
ρ
N
×
首
｝
ω
ρ

（
5
5
）
　
艦
ミ
織
こ
酋
｝
曽
、

（
56

）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
さ
ら
に
ま
た
二
つ
の
国
を
聖
書
に
し
た
が
つ
て
、
「
栄
光
の
器
」
（
ミ
ω
誉
評
§
ミ
鳴
ミ
）
と
「
蔑
み
の
器
」
（
ミ
⇔
ミ
ミ
ミ
黛
ミ
竃
ミ
ミ
）
と
呼
ん

　
だ
り
（
図
ぎ
一
）
、
「
憐
み
の
器
」
（
ミ
旨
§
蹄
ミ
鳶
ミ
S
§
）
と
「
怒
り
の
器
」
（
ミ
旨
魯
§
）
と
呼
ん
で
い
る
（
図
∫
ρ
曽
）
。

（
57
）
　
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
こ
う
し
た
二
元
論
的
傾
向
と
は
マ
ニ
教
－
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ニ
教
は
世
界
を
善
と
悪
と
か
ら
成
る
も
の
と
考
え

　
た
ー
の
よ
う
な
そ
れ
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
念
の
た
め
、
長
く
な
る
が
、
石
原
謙
博
士
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
ぎ
た
い
。
「
『
神
国
論
』
に
看
過
す
る
こ
と
の

　
で
ぎ
な
い
≡
兀
論
的
傾
向
の
著
し
い
と
い
う
の
は
何
を
意
味
す
る
か
。
こ
の
書
が
『
神
の
国
』
を
表
題
と
し
な
が
ら
、
実
は
神
の
国
と
地
の
国
と
の
対
立
を
前
提
と
し
、
神
と
サ

　
タ
ン
、
善
と
悪
、
義
と
罪
、
救
い
と
滅
び
、
光
明
と
暗
黒
、
楽
園
と
地
獄
、
生
命
と
死
、
こ
の
反
対
的
概
念
が
終
始
対
照
し
て
相
伴
い
終
る
こ
と
な
く
戦
つ
て
最
後
審
判
に
至
つ

　
て
い
る
。
こ
の
対
立
概
念
は
歴
史
的
現
象
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
内
的
生
活
の
中
に
も
潜
在
し
、
神
へ
の
敬
度
と
反
逆
、
徳
と
罪
、
愛
と
憎
、
親
和
と
争
闘
、
彼
の
語
で
言
え
ば

　
四
営
8
号
一
と
四
日
9
の
巳
と
、
『
q
9
葺
鼠
ω
と
ω
唇
Φ
芒
冨
と
、
O
貰
詳
器
と
8
9
ξ
ぢ
8
旨
鼠
と
の
対
照
を
到
る
と
こ
ろ
で
経
験
し
、
そ
こ
に
常
に
両
『
キ
ヴ
ィ
タ
ー
テ

　
ス
』
の
争
闘
を
見
た
。
し
か
も
彼
は
こ
の
戦
い
が
単
に
表
面
的
な
不
一
致
不
和
に
留
ま
ら
ず
、
根
源
的
原
理
的
な
矛
盾
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
を
感
得
し
、
一
方
に
は
神
の
善
に

起
因
す
る
『
神
の
国
』
と
、
他
方
に
は
こ
れ
に
反
逆
す
る
悪
魔
の
支
配
す
る
『
地
の
国
』
と
の
世
界
史
的
格
闘
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
そ
の
た
め
彼
に
取
つ
て
戦
い
は
時
附
的

　
な
歴
史
的
現
象
と
い
う
表
面
的
な
出
来
事
た
る
に
止
ま
ら
ず
、
形
而
上
学
的
な
存
在
の
論
理
的
矛
盾
に
因
す
る
決
定
的
破
綻
と
し
て
考
え
ら
れ
、
根
源
的
≡
兀
論
に
帰
す
る
。
こ
れ

　
が
あ
る
批
評
家
の
論
ず
る
よ
う
に
マ
ニ
教
か
ら
学
ん
だ
思
想
を
完
全
に
克
服
し
切
れ
な
か
つ
た
残
澤
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
確
か
め
ら
れ
な
い
が
、
形
式
上
マ
ニ
教
的
世
界
観
と
の

類
比
を
想
わ
し
め
ら
れ
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
は
最
も
根
本
的
な
動
機
に
お
い
て
マ
ニ
教
と
異
な
り
、
絶
対
的
悪
の
、
神
に
対
立
す
る
≡
兀
的
対
立
を
認
め
ず
、
否
、

　悪は

彼
に
よ
れ
ば
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
ご
と
く
、
絶
対
的
に
は
存
在
し
な
い
で
単
に
『
善
の
欠
存
』
（
實
ぞ
暮
δ
げ
o
巳
）
で
あ
り
、
む
し
ろ
善
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

　
る
し
、
そ
の
た
め
に
存
在
を
可
能
と
さ
れ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
た
（
酋
｝
蹄
そ
の
他
）
。
図
ヨ
鴇
の
興
味
あ
る
説
明
に
よ
れ
ぱ
す
べ
て
道
徳
的
な
罪
悪
の
原
因
は
肉
で
は
な
く
、
肉

　
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
た
帥
艮
目
餌
で
あ
る
。
罪
、
少
な
く
と
も
最
初
に
行
な
わ
れ
た
罪
の
原
因
は
、
肉
の
可
変
的
状
態
す
な
わ
ち
可
変
性
に
存
し
た
が
、
こ
の
死
そ
の
こ
と
は
罪
で

　
は
な
く
、
む
し
ろ
罪
の
結
果
と
し
て
の
刑
罰
で
あ
る
と
し
、
次
章
に
入
は
神
に
従
つ
て
生
ぎ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
（
の
Φ
。
盲
＆
唐
U
ε
首
く
一
8
昌
仁
目
盆
5
、
自
己
に
従
つ

　
て
（
ω
Φ
o
毒
費
目
器
甘
磐
目
）
す
な
わ
ち
『
人
間
に
従
つ
て
生
ぎ
る
』
の
で
、
真
理
か
ら
離
れ
て
虚
偽
に
陥
り
、
そ
の
た
め
悪
が
始
ま
り
、
二
つ
の
『
キ
ヴ
ィ
タ
ー
テ
ス
』
の
対

　立の

原
因
が
成
立
す
る
と
語
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
肉
』
と
呼
ば
れ
る
自
然
が
悪
ま
た
罪
の
原
因
な
の
で
は
な
く
、
悪
は
む
し
ろ
自
然
を
傷
け
害
う
こ
と
（
8
『
旨
R
ご
髭
9
旨
漁

8
暮
冨
⇒
碧
ξ
”
塁
）
に
存
し
、
何
ら
の
実
体
を
有
せ
ず
、
た
だ
人
の
こ
れ
を
使
用
す
る
心
構
え
、
結
局
意
志
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
し
然
り
と
す
れ
ぱ
ア
ウ
グ

　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
一
二
一
五
）
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
世
界
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
二
一
一
六
）

　
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
本
書
が
全
体
と
し
て
≡
兀
論
的
世
界
観
の
前
提
の
上
に
立
つ
と
言
つ
て
も
、
そ
れ
は
形
式
上
の
こ
と
で
、
実
質
的
に
は
そ
の
立
場
は
す
で
に
彼
自
身
に
よ
つ
て
克
服

　
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
石
原
謙
　
前
掲
書
　
五
＝
二
ー
五
一
五
頁
。
な
お
ま
た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
基
本
的
な
二
兀
論
に
つ
い
て
は
、
前
註
（
32
）
も
参
照
。

（
58
）
　
b
鳴
亀
ミ
ミ
ご
b
竃
》
酋
㎏
お
●

（
59
）
　
尊
蕊
こ
　
ン
ω
9

（
6
0
）
　
愚
ミ
』
×
自
り
お
、

（
61
）
　
「
神
の
国
」
（
9
ミ
ミ
物
b
職
）
と
「
教
会
」
（
ミ
ミ
霧
ミ
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
比
較
的
最
近
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
K
〈
㊦
ω
鍔
9
0
8
鴨
き
．
．
《
Ω
〈
詳
拐
u
o
一
V

　
g
〈
国
8
一
Φ
ω
ご
V
9
。
N
ω
巴
旨
》
信
讐
ω
紳
ぎ
、
、
℃
ぞ
§
恥
亀
塁
幅
ミ
亀
題
§
晦
§
嵩
ミ
§
ミ
図
＜
。
一
■
戸
H
。
呂
署
」
ー
置
．

（
6
2
）
　
b
翁
9
ミ
ミ
ご
b
竃
｝
図
く
自
㎝
ω
●

（
6
3
）
　
尋
ミ
『
図
首
る
ρ
以
上
の
よ
う
に
、
地
上
に
お
け
る
人
類
の
歴
史
を
六
つ
に
時
代
区
分
し
て
い
る
ほ
か
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
ま
た
、
人
間
の
成
長
に
な
ぞ
ら
え

　
て
、
六
つ
の
年
令
層
に
区
分
し
て
い
る
。
e
　
幼
年
期
（
ミ
、
貸
ミ
貯
）
　
口
　
少
年
期
（
醤
蝋
ミ
ミ
貸
）
　
白
　
青
年
期
（
＆
亀
ミ
塁
R
ミ
蔚
）
　
四
　
成
年
期
（
ミ
ミ
ミ
§
）

　
㈲
　
壮
年
期
（
晦
ミ
ミ
ミ
ε
　
㈲
　
老
年
期
（
⇔
§
§
ミ
物
）
。
　
こ
の
時
代
区
分
は
『
神
国
論
』
で
は
完
成
さ
れ
ず
、
初
め
の
三
つ
の
時
代
だ
け
、
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
（
b
免

　
9
ミ
帖
ミ
馬
b
竃
》
図
斧
島
）
。
右
に
掲
げ
た
区
分
は
他
の
著
作
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
　
b
鳴
亀
篭
ミ
笥
物
§
§
象
ご
ミ
ミ
肋
「
蔭
図
目
顎
b
鴨
蔦
ミ
黛
這
、
む
ご
謹
脚
b
恥

　
○
§
恥
笥
ミ
ミ
ミ
　
ミ
貸
ミ
q
神
§
3
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。
詳
し
く
は
、
勺
き
一
＞
8
げ
四
営
げ
鎧
F
．
．
↓
冨
＞
閃
o
ω

　
o
｛
竃
き
き
α
↓
富
》
鴨
ω
○
賄
爵
①
毛
〇
二
q
、
、
b
笥
鳴
ミ
器
§
物
ひ
ミ
魯
物
食
ミ
鴫
婁
肺
ミ
焼
§
ミ
図
く
o
一
。
H
ρ
還
陰
一
8
1
旨
o
。
・
塑
》
ζ
醇
ξ
の
、
愚
●
亀
肺
4
唇
」
ー
曽
．

　
O
Φ
皆
醇
け
甲
霧
冒
Φ
び
愚
．
q
貸
｝
8
’
N
鵠
ー
8
G
。
●
松
田
禎
二
「
人
類
の
歴
史
と
終
末
ー
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
国
論
』
の
一
考
察
」
（
「
聖
ト
マ
ス
学
院
論
叢
」
一
九

　
七
七
年
）
。
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ト
　
前
掲
『
世
界
史
と
救
済
史
』
一
二
六
頁
。

（
64
）
　
b
鳴
9
ミ
ミ
壽
b
職
）
藁
》
①
。

（
6
5
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
千
年
王
国
論
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
か
れ
の
い
う
「
神
の
国
」
（
亀
ミ
ミ
⇔
b
＆
）
な
る
概
念
と
は
一
体
、
何
な
の
か
、

　
を
考
え
る
議
論
の
な
か
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
容
易
に
参
照
し
う
る
文
献
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
O
の
8
彗
属
巴
9
氏
、
『
ミ
ミ
蔑
ご
蕊
ミ
ミ

　
＆
肉
ミ
愚
♪
q
巳
く
醇
ω
一
昌
o
一
Z
g
お
u
”
e
①
ギ
①
ω
ω
し
8
ω
．
国
B
①
ω
け
U
Φ
o
↓
但
〈
Φ
ω
o
p
ミ
ミ
鳴
ミ
黛
ミ
§
亀
S
。
慧
賛
＞
切
ミ
亀
随
§
ミ
鳴
b
u
§
神
鷺
ミ
醤
“
o
、

　
ミ
馬
ミ
籍
o
、
、
ミ
鴫
§
鴇
・
＝
9
ε
醇
円
8
魯
ω
8
霧
・
ご
竃
（
田
吋
警
2
σ
匪
鴇
＆
ぢ
ご
お
y
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ョ
ン
　
神
沢
栄
三
訳
『
至
福
千
年
』
み
す
ず
書
房
　
｝

　
九
七
一
年
。
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
　
江
河
徹
訳
『
千
年
王
国
の
追
求
』
紀
伊
国
屋
書
店
　
｝
九
七
八
年
。
マ
ン
ハ
イ
ム
　
鈴
木
二
郎
訳
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
未
来
社

　
一
九
六
八
年
。
青
木
保
「
千
年
王
国
論
」
（
「
中
央
公
論
」
九
一
七
〇
年
二
月
号
・
三
月
号
）
。

（
6
6
）
　
周
知
の
よ
う
に
、
毒
麦
の
讐
は
イ
エ
ス
が
群
衆
に
向
つ
て
話
し
た
い
く
つ
か
の
讐
話
の
『
つ
で
あ
る
。
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
＝
二
二
西
r
三
〇
、
三
六
－
四
三
。

（
67
）
　
b
鴨
ミ
ミ
ミ
ご
b
職
》
図
図
》
P

（
6
8
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
う
い
つ
て
い
る
。
「
神
の
民
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
人
類
の
経
験
は
個
人
の
経
験
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
個
人
の
生
活
の
連
続
的
段
階
を
通
じ

　
て
と
同
様
に
、
人
類
の
歴
史
の
各
時
期
を
通
じ
て
、
人
類
を
地
上
的
な
も
の
や
可
視
的
な
も
の
か
ら
永
遠
的
な
も
の
や
不
可
視
な
も
の
に
対
す
る
理
解
へ
と
高
め
る
こ
と
を
意
図
し
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ヤ
　
ヤ

　
た
、
教
育
（
ミ
黛
無
試
o
）
の
過
程
瓜
そ
こ
に
は
あ
る
の
だ
」
ひ
導
匙
；
ざ
匡

（
6
9
）
　
馬
ミ
軋
』
図
首
u
ω
9

（
冊
）
　
ア
ン
リ
・
ロ
ン
デ
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
学
に
お
け
る
自
由
と
恩
竈
」
（
前
掲
『
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
研
究
』
所
収
）
一
二
三
頁
。

（
7
1
）
　
b
恥
亀
ミ
ミ
壽
b
職
｝
塁
｝
oo
ρ

（
η
）
　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
な
か
に
は
、
現
実
世
界
に
対
し
て
そ
れ
を
超
越
的
に
見
る
立
場
と
肯
定
（
内
在
）
的
に
見
る
立
場
と
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘

　
と
、
そ
れ
が
や
が
て
現
世
的
事
物
に
対
す
る
二
様
の
評
価
－
否
定
と
肯
定
ー
ヘ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
指
摘
と
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は
高
橋
亘
氏
と
J
・
N
・
フ
ィ
ッ
ギ

　
ス
に
大
い
に
学
ん
で
い
る
こ
と
を
断
つ
て
お
ぎ
た
い
。
高
橋
亘
「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
歴
史
観
」
（
『
伝
統
と
創
造
』
上
智
大
学
出
版
部
　
一
九
六
三
年
）
お
よ
び
「
ア
ウ
グ
ス

　
チ
ヌ
ス
『
神
国
論
』
の
現
代
的
意
義
」
（
「
中
世
思
想
」
W
』
九
七
二
年
）
1
い
ず
れ
も
、
『
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
と
第
一
三
世
紀
の
思
想
』
創
文
社
　
　
一
九
八
○
年
　
に
収
録
さ
れ

　
て
い
る
。
い
客
●
男
蒔
讐
即
o
》
亀
牒
こ
℃
。
①
凶

（
7
3
）
　
前
註
（
3
2
）
を
参
照
。

（
履
）
　
た
と
え
ぱ
、
か
れ
は
世
の
禍
福
が
善
人
に
も
悪
人
に
も
等
し
く
振
り
か
か
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
の
相
違
が
あ
る
の
だ
と
説
い
て
い

　
る
。
「
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
善
人
も
悪
人
も
等
し
く
苦
し
む
の
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
に
苦
し
み
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
相
違
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
ゆ
え
に
両
者
の
間

　
に
何
の
相
違
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
苦
し
み
は
似
て
い
て
も
、
苦
し
む
者
は
似
て
い
な
い
し
、
ま
た
同
じ
苦
痛
の
下
に
置
か
れ
て
も
、
徳
と
悪
徳
と
は
同
じ

　
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
同
じ
火
に
よ
つ
て
も
金
は
赤
く
輝
く
の
に
、
藁
は
煙
を
出
し
、
同
じ
打
殻
車
に
よ
つ
て
藁
し
べ
は
砕
か
れ
る
の
に
、
殻
粒
は
分
か
れ
出
る
の
で
あ

　
る
。
ま
た
、
圧
搾
器
の
同
じ
カ
に
よ
つ
て
搾
り
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
油
と
油
粕
と
が
混
合
す
る
こ
と
は
な
い
。
同
様
に
、
同
じ
不
幸
の
衝
撃
が
善
人
を
た
め
し
、
清

　
め
、
選
別
す
る
の
に
、
悪
入
を
罰
し
て
、
混
乱
さ
せ
、
絶
滅
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
で
、
同
じ
苦
し
み
の
中
に
あ
つ
て
も
悪
人
は
神
を
厭
い
か
つ
汚
す
が
、
善
人
は
神
に
祈
り

　
か
つ
讃
美
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
問
題
は
、
ど
ん
な
苦
し
み
を
苦
し
む
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
人
が
苦
し
む
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ

　
動
作
に
よ
る
に
せ
よ
、
汚
物
を
か
ぎ
廻
せ
ぱ
嫌
な
臭
が
す
る
の
に
、
〔
香
料
を
か
ぎ
廻
せ
ば
〕
芳
香
を
発
す
る
か
ら
で
あ
る
」
。
b
偽
亀
ミ
牒
ミ
恥
b
禽
『
。
。
・
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