
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
に
よ
る
悪
の
問
題
の
克
服

i

i

マ
ニ
教
の
克
服
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
受
容
1

1

1

で
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

(ω

忠
ム
ω
C
)

の
著
作

2
口白」

(2・
8C)
七
巻
で
展
開
さ
れ
る
惑
の
起
源
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論

を
通
し
、
彼
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
受
容
の
在
り
方
の
一
側
面
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

2
p臼
」
七
巻
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
マ
ニ
教
の
謬
説
か
ら
の

復
帰
と
幼
少
期
に
母
モ
ニ
カ
か
ら
薫
陶
を
受
け
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ

の
問
中
心
の
契
機
と
し
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
避
遁
に
つ
い
て
語

る
。
諸
家
が
指
擁
す
る
よ
う
に
、
キ
ケ
ロ
の
「
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
い
に

よ
っ
て
促
さ
れ
た
、
彼
の
真
理
の
探
究
へ
の
情
熱
は
、
先
ず
も
っ
て
マ

ニ
教
に
向
け
ら
れ
た
。
マ
ニ
教
へ
と
入
信
し
た
彼
は
、
そ
の
後
十
三
年

の
関
マ
ニ
教
徒
の
聴
問
者
と
し
て
暮
ら
す
。
し
か
し
こ
の
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
マ
ニ
教
の
謬
説
は
退
け
ら
れ
、
真
理
の
探

究
の
道
は
キ
リ
ス
ト
教
の
内
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
彼

山

庄
太
郎

田

の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
受
容
を
考
え
る
時
、
我
々
は
ま
ず
彼
が
い
か
な

る
も
の
と
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
受
容
し
た
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

以
下
の
考
察
で
は
ま
ず
、

2
口
自
』
と
い
う
著
作
の
中
で
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
が
マ
ニ
教
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
か
を

2
口白〕

七
巻
の
記
述
傾
序
に
則
し
て
確
認
す
る
。
次
い
で
そ
の
中
で
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
か
を
論
じ
る
こ
と
に
し

た
い
。

二

.
2ロ
自
」
に
お
け
る
マ
ニ
教
の
位
震
い
つ
け

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
宮
口
白
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、

マ
ニ
教
の
問
問
題
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
泣
口
白
い
の
読
者

中
に
、
マ
ニ
教
徒
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

p
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、

2
口
白
い
を
「
宗
教
的
自
伝
」
と
看
倣
し
た
上

アウグスティヌスによる悪の問題の克服21 



で
、
異
教
の
哲
学
者
逮
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
宗
教
的
回
心
を
軸
と
す

る
「
宗
教
的
自
伝
」
と
い
う
一
つ
の
文
学
的
伝
統
が
、
回
世
紀
に
な
る

と
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
'
継
承
さ
れ
た
こ
と
。
ま
た
当
時
、
教
養
あ
る

人
々
は
回
心
の
物
語
を
欲
し
て
お
り
、
泣
口
白
」
と
い
う
著
作
は
単
に

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
眼
ら
ず
、
厳
格
な
マ
ニ
教
徒
や
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
逮

に
も
十
分
な
魅
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
れ
故
、
教
養
あ
る
マ
ニ
教
徒
で
あ
っ
た
セ
ク
ン
デ
ィ
ヌ
ス

も
ま
た
、
同
欝
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
マ
ニ
教
徒
は
単
に
、
こ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
好
む
読
者
集

団
の
一
つ
と
し
て
怯
置
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
オ
コ
ン
、
ネ
ル

は

E
口
白
い
の
執
筆
に
あ
た
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
読
者
集
団
の
一

つ
と
し
て
マ
ニ
教
徒
を
想
定
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
主
た
る
論
敵

と
し
て
彼
ら
を
位
置
付
け
て
い
た
と
看
撤
し
て
い
る
。
事
実
、
マ
ニ
教

批
判
の
著
作
の
大
半
が
「
告
白
」
が
執
筆
さ
れ
た
四

O
O年
頃
ま
で
に

警
か
れ
て
お
り
、
一
一
一
九
一
年
の
司
祭
叙
階
以
来
、
聖
書
解
釈
者
と
し
て

の
態
度
を
培
い
、
思
想
的
に
も
円
熟
期
に
入
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

が
、
マ
ニ
教
批
判
を
こ
の
新
た
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
企
て
た
と
い

う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
岡
野
は
「
告
白
」

の
内
に
は
、
マ
ニ
教
徒
と
し
て
の
「
過
去
の
反
省
」
と
い
う
「
自
己
批

判
」
の
要
素
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
自
己
批
判
」
と
し
て
の
マ
ニ
教
時
代
の
回
顧
は
、
ま
ず
「
告
白
」

四
巻
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
同
巻
十
六
章
三
十
一
で
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
自
ら
の
マ
ニ
教
徒
時
代
を
振
り
返
り
、
当
時
自
ら
が
陥
っ

て
い
た
誤
謬
と
し
て
、
神
を
「
光
り
輝
く
測
り
し
え
な
い
物
体
」
と
し
、

か
つ
ま
た
自
ら
を
「
そ
の
物
体
の
一
片
で
あ
る
」
と
看
倣
し
て
い
た
こ

と
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
受
容
と
聖
書
へ
の
回
心
が

諮
ら
れ
る
「
告
白
」
七
巻
で
も
、
そ
の
一
章
で
神
を
物
体
的
な
も
の
と

考
え
る
マ
ニ
教
の
謬
説
の
中
に
未
だ
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
告
白
さ
れ

る
。
そ
れ
故
、
マ
ニ
教
時
代
の
自
ら
の
誤
り
の
核
心
を
、
彼
は
こ
の
物

質
主
義
的
世
界
観
に
求
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
節
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
を
も
物
体
的
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
と
の
物
質
主
義
的
世
界
観
は
、
神
の
超
越
性
と
対
立
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
第
七
巻
で
は
い
か
に
し
て
神
の
超
越
性
を
弁
護
す

べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
思
考
方
法
の
重
要
性

と
有
国
間
性
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
向
巻
で
展
窮
さ
れ
る

マ
ニ
教
の
克
服
の
過
程
を
追
い
つ
つ
、
彼
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
受
容

の
在
り
方
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
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マ
ニ
教
教
義
の
内
部
矛
居

本
格
的
な
議
論
に
先
立
ち
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
彼
が
接
し
た
マ

ニ
教
の
教
説
が
有
し
て
い
た
問
題
点
を
『
告
白
」
七
巻
二
章
三
に
お
い

て
、
カ
ル
タ
ゴ
時
代
に
聞
い
た
親
友
ネ
ブ
リ
デ
ィ
ウ
ス
の
マ
ニ
教
論
駁

を
引
用
す
る
形
で
説
明
し
て
い
る
。



問
所
に
よ
れ
ば
、
マ
ニ
教
の
教
説
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
即

ち
、
ま
ず
敵
対
す
る
力
包
5
2
ω
℃三
ggω
や
菩
な
る
神
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
諸
本
性

gロ
ω
Z
T号
。

]
2
3
S
E
E
E
に、

普
な
る
神
の
部
分
で
あ
り
、
そ
の
本
震
に
由
来
す
る
魂
m

昆
g
m
が
混

合
す
る
。
こ
の
普
に
敵
対
す
る
力
を
マ
ニ
教
徒
は
悪
の
原
理
と
し
て
の

質
料

E
1め
と
看
倣
す
。
こ
の
混
合
に
よ
っ
て
本
来
普
な
る
も
の
で
あ

る
魂
は
、
傷
つ
け
ら
れ
、
至
福
の
状
態
か
ら
悲
穆
へ
と
転
落
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
囚
わ
れ
の
身
に
陥
る
。
こ
こ
に
普
な
る
神

が
暗
闇
の
種
族
問
。

E
窓
口
ゆ
官
民

c
g
と
戦
う
理
由
が
あ
る
。
善
な
る
神

は
、
自
ら
に
由
来
す
る
こ
の
囚
わ
れ
た
普
な
る
も
の
を
救
い
出
す
為
に

救
済
者
を
送
る
と
さ
れ
、
魂
が
悲
惨
か
ら
救
わ
れ
る
為
に
は
こ
の
救
済

者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
の
御
言
葉
に
よ
る
助
け
が
必
要
と
さ
れ
る
。

対
し
て
ネ
ブ
リ
デ
ィ
ウ
ス
の
反
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
マ
ニ
教
の
教
説
に
よ
れ
ば
、
魂
を
悲
惨
か
ら
救
う
こ
の
御
一
言
葉

自
身
も
「
可
滅
的
な
も
の
の
C
「

E
U
E
Z
H
E
で
あ
る
事
に
な
る
。
と
い

う
の
も
悲
惨
へ
と
陥
っ
た
魂
と
御
言
葉
は
共
に
間
一
の
本
質
に
由
来
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
ら
マ
ニ
教
徒
は
囚
わ
れ
の
身
に
在
る
魂

と
同
様
に
、
救
済
者
も
ま
た
可
滅
的
で
あ
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
事
実
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
救
済
者
も
敵
対
す
る
力
に

よ
っ
て
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
も
は
や
救
済
者
は
救
済
者

た
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
も
し
マ
ニ
教
の
教
義
に
従
う
の
で
あ

れ
ば
、
救
済
の
可
能
性
が
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

加
え
て
、
部
分
が
可
滅
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
体
も
ま
た
可

滅
的
な
も
の
と
な
る
。
然
る
に
マ
ニ
教
の
教
義
に
よ
れ
ば
魂
も
救
済
者

も
神
の
部
分
で
あ
る
。
よ
っ
て
神
自
体
が
可
滅
的
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
し
も
し
仮
に
、
神
を
可
滅
的
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
「
そ
れ

自
体
が
虚
偽
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
続
く
回
章
六
で
言
わ
れ
る
様
に
、

「
不
滅
な
る
も
の
は
可
滅
的
な
も
の
に
勝
る
」
と
さ
れ
、
「
可
滅
的
な
も

の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
神
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
点
を
強
調
し
、
「
仮
に
あ
な
た
が
不
滅
な
る
も

の
で
は
な
い
と
し
た
な
ら
、
私
は
私
の
神
よ
り
も
優
れ
た
何
も
の
か
に

患
考
に
よ
っ
て
の
om山首位。
5
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
」

と
さ
え
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ネ
ブ
リ
デ
ィ
ウ
ス
!
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
反
駁
に
加
え
て
、

歴
史
的
な
マ
ニ
教
の
立
場
に
つ
い
て
も
一
言
付
言
し
て
お
き
た
い
。
向

じ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
で
あ
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
駁
論
」

(
ち
ゃ
ム
巴
)
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
マ
ニ
教
徒
は
神
の
不
滅
性
と
不

変
性
、
全
能
性
を
主
張
す
る
一
方
で
、
神
を
普
の
原
理
と
し
、
一
慎
料
を

悪
の
原
理
と
看
倣
す
。
彼
ら
マ
ニ
教
徒
に
と
っ
て
質
料
と
は
普
な
る
神

に
対
抗
す
る
実
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
マ
ニ
教
の
教
師
フ
ァ

ウ
ス
ト
ゥ
ス
は
、
蕃
悪
を
一
つ
の
源
泉
に
帰
す
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
単
一

の
原
理

B
o
g円
岳
山
と
の
観
念
に
対
し
、
対
立
す
る
原
理
で
あ
る
質
料

か
ら
藍
加
す
る
限
り
に
お
い
て
マ
ニ
教
徒
が
神
を
限
界
づ
け
ら
れ
た
も

の
と
考
え
る
と
軍
雷
同
す
る
。
そ
し
て
彼
は
普
惑
に
異
な
る
こ
つ
の
原
理

アウグスティヌスによる悪の問題の克服23 



を
立
て
る
こ
と
を
マ
ニ
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
最
大
の
相
違
と
見
る
。

ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
は
宮
口
白
い
の
中
で
こ
の
こ
原
理
論
を
マ
ニ
教

教
義
の
核
心
と
見
倣
し
た
上
で
、
そ
の
論
理
的
な
矛
績
を
突
き
、
(
こ

救
済
の
不
在
と
(
ニ
)
神
の
絶
対
的
超
越
牲
の
否
定
と
を
明
ら
か
に
す

る
の
で
あ
る
。

自
‘
懇
の
起
諜
の
問
題

こ
う
し
た
マ
ニ
教
教
義
の
論
理
的
矛
盾
に
対
す
る
指
摘
は
、
新
た
な

問
題
を
提
起
す
る
。
世
界
の
創
造
以
前
か
ら
の
善
悪
二
つ
の
原
理
の
対

立
に
よ
っ
て
、
善
悪
を
そ
の
起
濃
か
ら
説
明
し
、
悲
惨
か
ら
至
福
の
状

態
へ
の
魂
の
由
帰
を
説
く
マ
ニ
教
の
教
義
は
、
悪
の
起
源
と
そ
れ
に
対

し
て
と
る
べ
き
態
度
を
説
明
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
退
け
る
こ
と
は
、

曲
り
な
ち
に
も
一
度
与
え
た
悪
に
つ
い
て
の
説
明
を
放
棄
す
る
こ
と
で

あ
り
、
我
々
を
取
り
囲
む
霞
界
の
現
状
に
対
し
い
か
に
行
為
す
べ
き
か

と
い
う
行
為
規
範
を
捨
て
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
「
自
己
批

判
」
と
し
て
の
マ
ニ
教
反
駁
が
完
遂
さ
れ
る
に
は
、
こ
の
悪
の
問
題
の

解
決
が
必
要
と
さ
れ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
宮
口
白
」
七
巻
五
章
七
で
悪
が
ど
こ
か
ら
生

じ
る
か
と
問
う
。
彼
は
次
の
二
つ
の
仮
設
的
説
明
を
立
て
る
。

第
一
の
説
明
は
そ
も
そ
も
悪
は
存
在
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
彼
は
、
我
々
が
鰐
ら
か
の
悪
を
恐
れ
る
と
い
う
経
験
的
事

実
を
持
ち
だ
す
。
我
々
が
何
ら
か
の
悪
を
恐
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
恐

れ
を
生
起
さ
せ
る
何
も
の
か
が
怒
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
か
、

あ
る
い
は
存
在
し
な
い
も
の
を
「
徒
に

Z
8
2
c
B」
恐
れ
る
我
々
の

心
の
動
き
自
体
が
悪
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
第
一
の
説
明
は
マ
ニ
教
の
善
悪
二
一
冗
論
を
超
克
し
て
い
く
可
能

性
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
存
在
す
る
も
の
と
存
在
し
な
い
も

の
と
の
二
分
法
の
下
、
存
在
す
る
も
の
が
た
だ
物
体
の
み
で
あ
る
と
す

る
マ
ニ
教
的
な
思
考
枠
の
下
で
は
、
こ
の
仮
説
を
採
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
我
々
が
惑
を
恐
れ
る
以
上
、
そ
の
原
屈
が
ど
こ
か

に
求
め
ら
れ
、
最
終
的
に
侍
ら
か
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
見
い
だ

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
悪
は
ど
こ
か
ら
生
じ

る
か
」
と
い
う
最
初
の
鴎
い
が
繰
り
返
さ
れ
、
異
な
っ
た
解
釈
の
方
法

が
模
索
さ
れ
る
。

第
二
の
説
明
は
患
の
源
を
質
料
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当

時
の
マ
ニ
教
徒
達
が
採
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
説
明
も

ま
た
矛
盾
を
含
む
。
普
で
あ
る
神
が
被
造
物
を
善
き
も
の
と
し
て
創
っ

た
と
す
れ
ば
、
悪
の
源
泉
と
し
て
こ
の
質
料
が
悪
し
き
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
菩
き
も
の
と
し
て
形
作
り
守
口

S
E円
秩
序
づ
け

た

R
岳

E
丘
一
筈
で
あ
る
。
で
は
何
故
、
は
る
か
に
被
造
物
を
凌
駕
す

る
善
で
あ
る
神
は
、
そ
の
内
に
悪
が
残
る
こ
と
を
許
し
た
の
か
。
さ
ら

に
は
何
故
、
こ
の
悪
し
き
質
料
の
存
在
を
許
容
し
た
の
か
。

こ
の
第
二
の
仮
設
的
説
明
は
更
に
次
の
問
題
を
含
む
。
そ
も
そ
も
神
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が
全
能
で
あ
る
と
い
う
時
、
創
造
に
際
し
何
故
質
料
が
必
要
と
さ
れ
る

の
か
。
「
創
世
記
」
一
章
三
十
一
に
あ
る
よ
う
に
、
神
は
全
て
の
被
造

物
を
創
り
、
そ
れ
ら
を
見
て
善
き
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
善
き
も
の
と
し
て
創
ろ
う
と
欲
し

た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
そ
も
そ
も
こ
の
質
料
は
創
造
者
の
意
志
に
逆

ら
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
創
造
に
際
し
神
が
そ
の
助
け
を

必
要
と
し
た
の
な
ら
ば
、
神
は
全
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す

7
Q

。従
っ
て
こ
の
第
二
の
説
明
も
ま
た
許
容
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
玉
川

が
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
尋
ね
た
が
、
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
」
(
内
室
戸
〈
戸
忍
u
H
H
)

と
彼
自
身
認
め
る
よ
う
に
、
悪
の
問
題
は

そ
の
解
答
を
与
え
ら
れ
ず
に
残
る
の
で
あ
る
。

五
“
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
接
触

こ
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
マ
ニ
教
批
判
の
要
点
を
、
さ

ら
に
悪
の
問
題
へ
と
収
数
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
解
決
す
る
為

の
契
機
と
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
避
遁
を
諮
る
。

定
口
白
い
七
巻
九
章
十
三
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
ギ

リ
シ
ア
語
か
ら
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
派
の
あ
る
審
物
」

と
の
出
会
い
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
こ
れ
は
三
八
六
年
、
ミ
ラ
ノ
で
の

出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
時
既
に
彼
が
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
の
説
教
を
隣
い

て
い
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
。
こ
の
書
物
が
与
え
た
影
響
の
大
き

さ
に
つ
い
て
は
詞
巻
十
章
以
下
の
一
連
の
記
述
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
一
連
の
記
述
は
、
ま
ず
自
己
へ
の
立
ち
返
り
か
ら
始
ま
る
。

そ
こ
で
私
は
、
〔
そ
れ
ら
の
書
物
か
ら
]
自
分
自
身
へ
立
ち
返
る

よ
う
促
さ
れ
、
あ
な
た
の
導
き
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
奥
へ
と
侵
入

し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
あ
な
た

が
「
私
の
助
け
と
な
っ
た
」

(3・
N
申
込
同
)
か
ら
で
あ
る
。
(
内
室
戸

〈
口
w
u
p
一広)

こ
の
自
己
へ
の
立
ち
返
り
、
自
ら
の
内
奥
へ
の
侵
入
は
、
帰
結
と
し

て
、
真
理
の
存
在
の
確
信
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
も
た
ら
す
。
そ
れ

は
「
真
理
の
存
在
を
疑
う
よ
り
も
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
疑
う
方

が
容
易
」

(Dミ
・
〈
戸

F
5
)
で
あ
る
程
の
強
い
確
信
で
あ
っ
た
。
披

は
自
ら
の
こ
の
よ
う
な
変
化
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

し
か
し
当
時
、
そ
れ
ら
プ
ラ
ト
ン
派
の
審
物
を
読
ん
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
非
物
体
的
真
理
を
探
究
す
る
よ
う
促
さ
れ
、
「
自
に
克
え

な
い
あ
な
た
の
も
の
を
創
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
借
り
」
(
窓
口
-

H

泊
。
)
瞥
見
し
た
の
で
あ
り
、
突
き
返
さ
れ
な
が
ら
、
私
の
魂
の

関
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
感
知
し
た
。

(
む
界
〈
戸

PNO)
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片
椀
は
、
こ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
内
に
「
事
物
の
存
在
の
究
極
的
根
拠
」
に
対
す
る
根
本
的

な
克
方
の
変
化
、
が
生
じ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
患
の
原
国

と
し
て
の
質
料
を
神
に
対
抗
す
る
も
う
一
つ
の
実
体
と
し
て
捉
え
る

「
感
覚
的
二
元
論
」
を
越
え
、
二
絶
対
の
相
い
の
下
に
」
立
つ
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
物
の
在
り
方
に
対
す
る
根
本
的
な
見
方

の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
「
叡
知
的
な
も
の
に
よ
っ
て
の
み
、
こ

の
感
性
的
世
界
は
存
在
す
る
と
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
二
世
界
論
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
こ
の
思
想
の
イ
デ
ア
の
分
有
論
」
で
あ
っ
た
と
見
て

{
鈴
}

いザ令。ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
接
触
を
通
し
様
々
な

こ
と
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
中
で
も
糞
理
と
被
造
物
と
の
関
に
存
在
す
る

存
在
論
上
の
差
異
を
学
ん
だ
こ
と
は
、
マ
ニ
教
の
克
服
の
問
題
を
考
え

る
上
で
特
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
絶

対
的
存
在
者
に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
存
在
と
い
う
も
の
を

認
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
思
惟
の
面
で
、
マ
ニ
教
的
思
考
粋
の
限
界
を
越

え
出
で
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
向
か
う
転
機
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

六
.
存
在
と
警
と
の
結
合

九
章
で
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
接
触
と
十
章
で
の
自
己
へ
の
立
ち

返
り
に
続
き
、
十
一
章
か
ら
十
六
章
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

惑
の
問
問
題
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
回
答
を
提
示
す
る
。

彼
は
ま
ず
十
一
挙
十
七
に
お
い
て
、
「
真
に
存
在
す
る
の
は
変
わ
る

こ
と
な
く
留
ま
る
も
の
)
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
加
え
、
新
た
に
、
被

造
物
が
「
全
く
存
在
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
全
く
存
在
し
な
い
の
で

も
な
い
」
相
対
的
存
在
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
認
め
る
。
な
ぜ

な
ら
全
て
の
被
造
物
は
「
あ
な
た
〔
神
〕
に
存
在
を
負
い
、
あ
な
た
の

内
に
全
て
の
限
界
を
負
う
」
(
向
。
界
〈
戸
見
出
)
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
ら
被
造
物
は
真
に
存
在
す
る
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
存
在
せ
し

め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
徹
底
し
た
受
動
性
の
下
に

捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
存
在
理
解
を
提
示
し
た
上
で
、
十
二
章
十
八
で
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
普
と
存
在
と
が
緊
密
な
仕
方
で
結
び
付
い
て
い
る
こ
と

を
開
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。

彼
は
ま
ず
、
滅
び
る
と
い
う
こ
と

8
円

2
5
1
を
損
な
う
こ
と

8
2
C官
民
。
と
し
て
規
定
す
る
。
で
は
侍
が
損
な
わ
れ
て
い
る
の
か
。

菩
を
失
う
(
減
少
さ
せ
る

B
E
5
5
)
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
そ

の
も
の
が
損
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
滅
び
い
く
中

で
、
自
ら
の
内
の
善
を
失
う
。

で
は
仮
に
善
を
全
て
失
っ
た
時
に
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
時
被
造

物
は
も
は
や
滅
び
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
仮
に
、
存
在
す
る
と
同
時

に
も
は
や
滅
び
る
こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
被
造
物
は
、
か
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つ
で
あ
る
時
に
存
在
し
始
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
以
後
永
続
的

に
存
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
然
る
に
不
滅
な
る
も
の
は
可
滅
的
な
も

の
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
以
前
よ
り
も

一
麗
優
れ
た
仕
方
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
善
を

失
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
層
善
い
も
の
と
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

不
合
理
で
あ
る
。
従
っ
て
善
を
全
く
失
い
つ
つ
、
同
時
に
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、
事
物
は
普
を
完
全
に
失
う
時
に

そ
の
存
在
を
失
う
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。

全
く
存
在
し
な
い
も
の
は
い
か
な
る
善
も
有
す
る
こ
と
は
な
く
、

従
っ
て
ま
た
全
て
の
事
物
は
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
善
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
彼
は
善
と
存
在
と
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
菩
と

存
在
の
結
び
つ
き
と
、
絶
対
的
存
在
者
に
よ
っ
て
全
て
の
被
造
物
が
存

在
せ
し
め
ら
れ
る
と
す
る
彼
の
新
た
な
存
在
理
解
と
が
一
体
と
な
る

時
、
初
め
て
悪
の
起
源
の
問
題
に
解
答
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

惑
を
善
の
欠
如
と
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
見
解
は
、
先
に
挙
げ

た
開
巻
五
章
の
仮
設
的
説
明
の
第
一
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
接
触
以
前
の
物
質
主
義
的
思
考
の
枠
組
み
に
お
い

て
は
、
悪
そ
れ
自
体
は
結
局
の
所
、
侍
ら
か
在
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

限
り
に
お
い
て
普
に
敵
対
し
神
に
対
抗
す
る
実
体
的
な
カ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
今
や
、
惑
は
実
体
性
を
伴
わ
な
い
栂
対
的
な
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
存
在
し
、
か
つ
慈
し
く
在
る
と
い
う
こ
と
は

出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
懇
と
は
与
え
ら
れ
た
存
在
の
喪
失
で
あ
り
、

存
在
す
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
善
を
分
か
ち
持
つ
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ

る。
従
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
あ
な
た
に
と
っ
て
悪
は
全
く
存

在
し
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
あ
な
た
に
と
っ
て
そ
う
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
あ
な
た
の
被
造
物
の
全
体
に
も
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
あ
な
た
が
被
造
物
の
全
体
の
上
に
据
え
た
秩
序
に
侵
入
し
そ

れ
を
破
壊
す
る
何
も
の
か
が
、
外
部
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ

か
ら
」
(
む
え
w

〈
戸
低
F
S
)
と
述
べ
る
様
に
、
今
や
悪
を
実
体
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

悪
の
本
牲
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ジ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し

た
様
に
、
創
造
論
に
も
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
普
と
存
在
と
が

固
く
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
議
口
の
喪
失
は
存
在
の
喪
失
を

意
味
す
る
。
従
っ
て
悪
の
起
源
と
し
て
形
相
を
全
く
失
っ
た
純
粋
な
質

料
(
悪
し
く
あ
る
質
料
自
己
め
ユ

g
古
詩
自
己

ω
2仲
)
と
い
う
も
の
を

置
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
、
神
は
無
か
ら
万
物
を
創

造
し
た
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
か
く
て
仮
説
的
説
明
の
第
二
が
退

け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
無
か
ら
の
創
造
説
が
必
然
的
帰
結
と
し
て
生
じ

る
の
で
あ
る
。

で
は
悪
の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ

を
神
か
ら
の
離
反
と
と
る
。
悪
は
我
々
が
そ
の
意
志
を
、
自
ら
の
存
在

の
根
源
で
あ
る
神
か
ら
背
け
、
劣
っ
た
被
造
物
へ
と
向
け
る
こ
と
か
ら

生
じ
る
の
で
あ
る
。
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私
は
不
義

E
S
E
E
?が
純
で
あ
る
か
を
尋
ね
、
そ
れ
が
実
体
で

は
な
く
、
む
し
ろ
最
高
の
実
体
か
ら
、
即
ち
神
で
あ
る
あ
な
た
か

ら
離
れ
て
、
劣
っ
た
も
の
へ
と
捻
じ
曲
げ
ら
れ
、
自
ら
の
内
輿

か
ら
離
れ
て
、
外
へ
と
膨
れ
上
が
っ
た
意
志
の
転
倒

g
Eロ
宮
宏

司
。

Z
ぬ
三
宮
ω
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
(
内

shw〈
戸
5
r
N
N
)

意
志
を
本
来
希
求
す
べ
き
菩
へ
と
向
け
ず
、
普
か
ら
離
れ
て
倣
慢
さ

に
膨
れ
上
が
る
時
、
我
々
は
自
ら
の
普
と
存
在
と
を
失
う
。
我
々
が
恐

れ
る
の
は
、
こ
の
蓄
の
喪
失
で
あ
り
、
存
在
の
畏
失
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
我
々
は
意
志
の
濫
滞
を
恐
れ
摺
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
由
意
志

を
持
つ
人
時
存
在
に
と
っ
て
、
悪
の
問
題
は
と
り
わ
け
意
志
の
志
向
性

の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

七
.
ア
ン
プ
口
シ
ウ
ス
の
影
饗
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
独
自
性

に
つ
い
て

以
上
、
我
々
は
泣
ロ
自
」
七
巻
の
記
述
順
に
沿
っ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
議
論
を
追
っ
て
き
た
が
、
上
述
の
よ
う
な
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の

受
容
は
、
決
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
独
自
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。

p
・
ク
ル
セ
ル
は
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
著

作
の
文
献
学
的
な
比
較
を
通
じ
、
回
、
五
世
紀
の
古
代
地
中
海
世
界
の

内
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
統
合
的
に
理
解
し
よ

う
と
す
る
風
潮
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ク
ル
セ
ル
は
ミ
ラ
ノ
の
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
説
教
を
通
じ
、
彼
の
熱

心
な
聴
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
上
に
も
そ
の
影
響

が
及
ん
で
い
た
と
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
悪
が
菩
の
欠
乏
で
あ
る

と
い
う
観
念
を
発
展
さ
せ
た
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
ー
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
議

論
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
え
に
お
い
て
枢
要
な
位
置
を
占
め
る
理

論
を
包
含
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
悪
を
善
の
欠
如
と
し
て
理
解
す
る

枠
組
み
自
体
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
の
説
教
か
ら

学
ん
だ
と
忠
わ
れ
る
。

ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
は
著
作
「
イ
サ
ク
あ
る
い
は
魂
に
つ
い
て
』
の
中

で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
引
き
継
ぎ
「
菩
の
欠
乏
が
悪
の
根
で
あ
る
」
と
明

確
に
規
定
し
た
上
で
「
全
て
の
普
な
る
も
の
の
創
り
手
は
神
で
あ
り
、

万
物
は
確
か
に
彼
に
属
す
る
・
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
拡

張
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
他
方
で
彼
は
、
「
神
の
内
に
留
ま
る
の
で
は

な
い
魂
は
、
そ
れ
自
身
自
ら
に
対
す
る
悪
の
作
り
子
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
過
ち
を
犯
し
、
過
ち
を
犯
す
魂
そ
れ
自
体
が
死
に
行
く
」
と
規
定
し

た
上
で
、
そ
れ
に
対
す
る
「
査
一
福
な
る
魂
」
は
、
物
体
の
享
楽
か
ら
遠

ざ
か
り
、
「
自
ら
を
永
遠
へ
と
向
け
て
挙
げ
る
」
と
言
う
。
そ
こ
で
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
悪
の
餌
は
物
体
の
享
楽
で
あ
る
」
が
、
至
福

へ
と
至
る
に
は
、
そ
こ
か
ら
精
神
の
自
を
永
遠
な
る
神
へ
と
向
け
る
必

要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
も
ま
た
意
志
の
神
か
ら
の
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離
夜
と
物
体
へ
の
執
着
を
問
題
の
核
心
に
据
え
る
の
で
あ
る
。

悪
を
議
口
の
欠
乏
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
ま
た
悪
の
原
因
を
意
志
の
背

反
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
こ
点
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ア
ン
プ
ロ

シ
ウ
ス
か
ら
忠
実
に
引
き
継
い
で
い
る
。

但
し
、
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
の
「
全
て
の
普
な
る
も
の
の
創
り
手
は
神

で
あ
り
、
万
物
は
確
か
に
彼
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
公
式
に

対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
豆
口
白
」
七
巻
十
二
章
十
八
で
「
そ

れ
ら
(
被
造
物
〕
が
善
な
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の

よ
う
な
も
の
は
滅
び
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
が
故
に
「
可
滅
的
な
も
の

も
ま
た
識
と
で
あ
る
と
い
う
点
を
補
強
し
、
「
存
在
す
る
限
り
は
、
そ

れ
ら
(
被
造
物
〕
は
普
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
加
え
て
い
る
。

存
在
と
善
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
図
自
体
は
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ

ス
の
内
に
必
ず
し
も
見
出
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
は
そ
れ
を
ア

ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
以
上
に
強
調
し
具
体
的
な
一
言
及
を
加
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
グ
ノ

i
シ
ス
主
義
の
、
特
に
差
し
迫
っ
た
開
題

と
し
て
の
マ
ニ
教
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
警
な
る
精

神
・
霊
魂
と
物
体
と
の
杷
克
を
説
く
マ
ニ
教
の
救
済
神
話
に
お
い
て
、

物
体
は
常
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
か

ら
彼
ら
の
選
長
者
逮
の
過
度
に
厳
格
な
禁
欲
主
義
的
態
度
が
生
じ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
畢
覚
、
人
間
の
身
体
へ
の
否
定
に
も
繋
が
る
の
で

あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
問
題
へ
と
至
る
。
事
実
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
が
接
触
し
た
属
州
ア
フ
リ
カ
の
マ
ニ
教
徒
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉

を
否
定
し
、
聖
書
に
克
ら
れ
る
彼
の
系
密
に
つ
い
て
疑
義
を
唱
え
て
い

る。
こ
う
し
た
マ
ニ
教
の
教
説
が
苧
む
問
題
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
開
巻

十
三
章
で
は
被
造
物
が
善
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
続
く

十
四
章
で
は
悪
を
実
体
と
し
て
考
え
る
マ
ニ
教
の
立
場
(
あ
る
い
は
マ

ニ
教
時
代
の
自
ら
の
立
場
)
が
退
け
ら
れ
る
。
悪
を
実
体
と
し
て
捉

え
、
そ
れ
を
存
在
す
る
娘
り
に
お
い
て
本
来
善
で
あ
る
筈
の
諸
被
造
物

と
混
同
す
る
こ
と
こ
そ
、
惑
の
問
題
に
対
す
る
マ
ニ
教
的
謬
説
の
根
幹

で
あ
る
。
「
全
て
の
も
の
は
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
糞
で
あ
り
、
存

在
し
な
い
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
思
い
為
す
こ
と
が
な
い
限
り
誤
り

で
は
な
い
」
と
い
う
十
五
章
の
一
節
は
、
マ
ニ
教
的
な
解
釈
方
法
の
限

界
を
暴
い
て
い
る
。

我
々
は
こ
こ
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
物
体
性
の
一
層
の
肯
定
と
強
調
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。八

回
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
壁
警
の
啓
示
へ

確
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
物
質
主
義
か
ら
抜
け
出
し
「
絶
対
の

相
の
下
に
」
立
つ
術
を
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
内
に
見
つ
け
た
の
で
あ

り
、
今
や
、
悪
の
問
題
は
克
服
さ
れ
、
マ
ニ
教
の
教
義
は
疑
う
べ
き
も

の
で
あ
る
の
に
留
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
位

アウグスティヌスによる惑の跨題の克服29 



置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
思
想
に
促
さ
れ
て
神
の
不
変

性
を
知
り
、
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
内
的
体
験
へ
と
進
む
。

〔
自
己
の
内
奥
へ
の
立
ち
返
り
の
結
果
、
光
に
熊
ら
さ
れ
て
〕
私

は
不
変
な
る
も
の
を
知
っ
た
が
故
に

i
!と
い
う
の
も
も
し
何
ら

か
の
仕
方
で
そ
れ
を
知
る
の
で
は
な
か
っ
た
ら
、
い
か
な
る
仕
方

に
よ
っ
て
も
そ
れ
を
変
化
す
る
も
の
に
対
し
て
上
位
に
位
置
づ
け

る
と
い
う
こ
と
を
確
か
に
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
i
i
i
い
か
な
る

疑
い
も
な
し
に
不
変
な
る
も
の
は
変
化
す
る
も
の
に
勝
る
と
叫
ん

だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
存
在
す
る
も
の
へ
と
、
揺
れ
動
き
震
え
る

ま
な
ざ
し
の
中
で
古
一
の
さ
ぎ
也
込
山
口
宏
混
同
)
ゅ
の
言
ω
到
達
し
た
。

(
向
。
ミ
」
ハ
〈
出
w

同

i
r
M
M
)

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
接
触
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
し
て
、

感
覚
的
諮
事
物
や
そ
の
知
覚
、
ま
た
感
覚
的
事
物
に
起
因
す
る
推
論

E
位
。
江
口
注
。
や
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
諸
々
の
想
録
物
司
F
S
E
ω
ヨ
ω

を
越
え
出
で
る
よ
う
に
促
し
、
不
変
な
る
も
の
の
覚
知
へ
と
至
ら
し
め

る
。
こ
の
自
己
の
内
奥
へ
の
立
ち
返
り
は
、
「
揺
れ
動
き
震
え
る
ま
な

ざ
し
の
中
で
」
と
い
う
制
限
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
不
変
な
る
も

の
、
真
に
存
在
す
る
も
の
へ
の
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
認
識
こ
そ
時
間
的
空
間
的
に
規
定
さ
れ
る
被
造
物
に
対
し
、
神
の
絶

対
的
な
超
越
性
と
存
在
性
と
の
確
信
に
歪
ら
し
め
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
思
考
枠
の
受
容
は
、
真

に
存
在
す
る
も
の
を
認
識
す
る
為
の
決
定
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
但
し
こ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
思
考
枠
は
、
そ
れ
自
体

に
お
い
て
十
全
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
救
済
論
的
な

問
い
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
意
志
の
転
倒
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
そ
し

て
ま
た
脱
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能

か
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
ど
こ
に
こ
の
転
倒
し
た
意
志
を
立

て
在
す
べ
き
道
を
求
め
れ
ば
良
い
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
山
田
晶
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を

最
終
的
な
救
済
の
道
と
し
て
受
容
し
え
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

事
実
、
プ
ラ
ト
ン
派
の
あ
る
書
物
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
最
初
に
語

ら
れ
る
「
告
白
」
七
巻
九
章
十
三
か
ら
十
五
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
慎
重
に
、
プ
ラ
ト
ン
派
の
書
物
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
出
来

た
も
の
と
見
出
し
え
な
か
っ
た
も
の
と
を
列
挙
す
る
。
彼
は
そ
の
書
物

の
内
に
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
事
柄
を
見
出
し
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
部
分
に
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
関
じ
意
味
で
あ
っ
て
も
異
な

る
諮
り
方
で
あ
っ
た
。

ま
た
同
巻
二
十
章
二
十
六
で
は
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
書
物
か
ら
受
け
た

影
響
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
非
物
体
的
真
理
を
探
究
す
る
よ
う
に
促

さ
れ
た
こ
と
、
真
理
が
不
変
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
真
理
を
除
く

全
て
の
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
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と
、
の
三
点
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の
を
忘
れ
な
い
。

あ
な
た
の
書
物
に
つ
い
て
熟
考
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
そ
れ
ら
の

書
物
[
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
書
物
〕
と
出
会
う
こ
と
を
あ
な
た
が

欲
せ
ら
れ
た
の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
と
私
は
信
じ
る
。
即

ち
、
私
の
記
櫨
へ
と
、
そ
れ
ら
の
[
プ
ラ
ト
ン
派
の
〕
書
物
か
ら

私
が
い
か
に
し
て
影
響
を
受
け
た
か
が
刻
ま
れ
、
後
に
な
っ
て
私

が
あ
な
た
の
書
物
(
聖
書
]
に
馴
ら
さ
れ
・
・
・
た
持
、
倦
越
と
告

白
と
の
濁
に
存
在
す
る
相
違
、
つ
ま
り
向
か
う
べ
き
所
を
知
り
な

が
ら
い
か
に
し
て
か
を
知
ら
な
い
者
達
と
、
た
だ
眺
め
る
の
み
な

ら
ず
そ
こ
に
住
ま
う
べ
き
至
福
の
国
へ
と
導
く
道
と
の
慢
に
存
す

る
棺
遣
を
区
別
し
識
別
す
る
為
で
あ
っ
た
と
。
(
内

g
h〈

H
H
W

国
w

N

∞) 

こ
こ
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
間
の
根
本
的

相
違
が
あ
る
。
悪
を
し
て
意
志
の
背
反
で
あ
る
と
し
、
諮
問
の
喪
失
を

避
け
る
為
に
は
、
そ
の
意
志
を
真
に
警
に
し
て
存
在
者
た
る
神
へ
と

固
着
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
肉
の
習
慣
と
い
う
重

み
窓
口
仏

5
8
5
5
Z門

戸

O
わ

R
P色
色
(
向
。
ミ
・
〈
戸
当
F
N
ω
)
に
よ
っ

て
神
か
ら
引
き
離
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
者
に
と
っ
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
の
教
説
は
不
十
分
な
も
の
と
看
徹
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
教
説

は
、
い
か
に
し
て
真
理
へ
と
自
ら
の
意
志
を
向
け
る
こ
と
が
出
来
る
か

を
教
え
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
彼
が
聖
書
そ
の
も
の
へ
と
心
を
向
け
変
え
る
必
然
が
存
す

?
Q
。結

論
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
為
に
は
窓
寵
が
必
要
で
あ
り
救
い
主
で
あ

る
キ
リ
ス
ト
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
故
に
「
告
白
」

七
巻
を
締
め
く
く
る
二
十
一
章
二
十
七
に
お
い
て
「
そ
れ
故
私
は
あ
な

た
の
霊
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
尊
い
書
物
、
と
り
わ
け
使
徒
パ
ウ
ロ
の
書

を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
し
て
読
み
始
め
た
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
先
に
挙

げ
た
物
体
性
の
強
調
と
並
ん
で
、
我
々
は
こ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お

け
る
至
福
の
国
へ
の
道
の
不
在
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

アウグスティヌスによる悪の開題の克服

九
.
ま
と
め

以
上
、
我
々
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
受
容
の
在

り
方
を
巡
り
、
ま
ず
「
過
去
の
反
省
」
と
し
て
の
マ
ニ
教
と
の
対
峠
に

つ
い
て
論
じ
、
マ
ニ
教
の
問
題
点
を
彼
が
(
一
)
救
済
の
不
在
と
(
二
)

神
の
絶
対
的
超
越
性
の
否
定
と
い
う
こ
つ
の
弱
か
ら
捉
え
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
次
に
彼
が
(
三
)
の
問
題
を
さ
ら
に
悪
の
起
源
の
開
題

へ
と
収
散
さ
せ
る
の
を
確
認
し
、
そ
の
克
服
に
あ
た
り
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
が
決
定
的
な
働
き
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

畑
一
し
上
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
か
ら
の
伝
統
を
引
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き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
「
全
て
の
警
な
る
も
の
の
創
り
手
」
と
し
て
の

神
を
存
在
の
絶
対
的
-
根
拠
と
し
て
挿
入
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
拡
張
が
既

に
加
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
と
で
注
目
し
た
い
の
は
冒
頭
で
触
れ
た
幼
少
期
の
キ
リ
ス
ト
教
教

育
の
影
響
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
早
く
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に

慣
れ
親
し
み
、
疋
白
白
」
で
組
問
ら
れ
る
よ
う
に
青
年
期
の
彼
を
捉
え
た

マ
ニ
教
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
外
面
的
に
は
、
自
ら
を
カ
ト
リ
ッ
ク
に

対
す
る
真
の
キ
リ
ス
ト
教
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
の
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
受
容
を
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
し

て
捉
え
る
持
、
歪
口
'
臼
」
に
お
け
る
披
の
思
想
的
変
遷
は
、
あ
く
ま
で

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
仰
を
軸
と
し
、
そ
の
範
盟
内
で
展
開
し
た
も
の
で
あ
る

と
蓄
え
よ
う
。

事
実
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

(
1
)
の
救
済
の
問
題
に
関
連
し
て
、

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
救
済
の
為
の
道
を
説
い
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ

の
み
で
は
不
十
分
な
も
の
と
考
え
る
。
ご
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
限
界

と
し
て
の
救
い
の
道
の
不
在
か
ら
彼
は
、
一
連
の
議
論
の
締
め
括
り
と

し
て
、
か
つ
て
潰
れ
親
し
ん
だ
聖
書
へ
の
回
帰
を
挙
げ
る
。
そ
の
限
り

に
お
い
て
彼
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
接
触
を
自
己
の
思
想
的
展
開

の
一
大
転
機
と
し
て
艶
し
、
そ
れ
な
し
に
は
真
の
信
仰
へ
の
道
に
回
帰

す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
不
可
欠
な
ス
テ
ッ
プ
と
理
解
す
る
が
、
な

(

町

四

)

お
越
え
出
で
る
べ
き
中
間
点
と
し
て
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
我
々
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
思
想
を

自
ら
の
哲
学
的
枠
組
み
と
し
て
摂
取
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
無
批
判
に
受

け
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
神
の
非
物
体
性
と
普
を
弁
護
す
る

為
の
一
つ
の
有
効
な
論
法
と
し
て
限
定
的
な
仕
方
で
受
容
し
た
の
だ
と

言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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A
)

山
田
品
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
棋
本
問
題
』
創
文
社
、
早
ゴ
u

明
者
・
訟
や
お
。
・

ま
た
、
救
済
議
的
観
点
か
ら
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
説
明
に
満
足
し
え
ず
、
キ
リ

ス
ト
教
的
解
決
を
必
要
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
悶
欝
忍
・

N
8
h
g
を
見

ト品。

(
お
)
同
様
の
見
解
が
「
神
の
国
」
に
も
龍
め
ら
れ
る
(
匂
町
内
宮

b
p
H
Z
F
M円

F
H
)
。

(部

)
d
t
V
0
2
u
-
2
Z
C
O
R
ρ
三円
E
E仏
巴
R
C
m
w吋
C
S
Z畑町
内
山
「

R
p
y
m
w
n
n
c
g
n
cロ
g
g
g

岳民。
2
唱
註

szsen--:二
n
S
F〈
H
F

ロケ
N
吋
)

(
M
U
)

髄
州
ア
フ
リ
カ
の
マ
ニ
教
徒
は
、
マ
ニ
を
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た

使
徒
で
あ
り
パ
ラ
ク
レ
ー
ト
ス
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己

を
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
の
真
の
後
継
者
と
し
て
位
麓
づ
け
て
い
る
(
。
・

3
・

2
z
e
d
o
E
W〈
色
。
同
欝
に
見
ら
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
マ
ニ
教
批
判

に
つ
い
て
は
、
拙
縞
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
マ
ニ
教
理
解
に
つ
い
て
」
「
宗

教
学
・
比
較
思
懇
学
論
集
」

H
0
・
忍
・
中
部
w
N
O
S
-

(
犯
)
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
一
方
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
同
棒
に
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
思
想
を
差
し
迫
っ
た
危
険
と
も
看
撤
し
て
い
た
百
円
O
C
2
0ロ
ク
毛
-

nF門
J

℃・自)。
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(
ゃ
ま
だ
・
し
ょ
う
た
ろ
う
筑
波
大
学
博
士
課
程

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
)
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