
溜凶器内》閉山

0
1回
開
包
一
喝
。
同

12凶
器
官
と
い
う
概
念
の
麓
史
と
意
義
に
関
す
る
考
察

「
永
遠
の
哲
学
」
(
司
E
C
ω
。U
F
E
旬
。
ぉ
ロ
巳
ω)

と
は
、
と
り
わ
け
二
十

世
紀
の
前
半
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
哲
学
的
か
つ
宗
教
的

な
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
用
語
が
初
め
て

登
場
し
た
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
哲
学
者
に
し
て
神
学
者
で
も
あ
る

ア
ゴ
ス
テ
ィ

i
ノ
・
ス
テ
ウ
コ
(
〉
向
。
ω
E
o
ω
窓
口

g)
が
一
五
題
。
年

に
出
版
し
た
「
永
遠
の
哲
学
に
つ
い
て
」
(
匂
ぬ
友
之
さ
主
-E~2。
三
宮
)

と
い
う
書
物
の
題
名
に
お
い
て
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
書
物
は
、
出

版
さ
れ
て
吉
年
以
上
の
関
様
々
な
哲
学
的
・
宗
教
的
な
信
念
を
抱
く
多

く
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
高
く
評
領
さ
れ
た
が
、
後
世
紀
に
警
物
自

体
も
、
ま
た
そ
れ
が
含
む
多
く
の
思
想
も
忘
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
二
十
世
紀
の
初
め
頃
、
「
永
遠
の
哲
学
」
の
概
念
は

突
然
再
登
場
し
、
特
に
半
世
紀
ぐ
ら
い
に
わ
た
っ
て
自
分
た
ち
の
思
想

を
「
永
遠
の
哲
学
」
と
し
て
示
す
よ
う
様
々
な
思
想
家
や
哲
学
お
よ
び

宗
教
上
の
流
派
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
明
確
な

意
味
に
つ
い
て
は
一
致
し
た
見
解
が
存
在
し
な
い
の
だ
が
、
一
般
的

に
「
あ
る
主
題
が
哲
学
の
歴
史
の
中
を
絶
え
ず
流
れ
続
け
て
お
り
、
ま

リ
ア
ナ
・
ト
ル
フ
ァ
シ
ユ

た
、
あ
る
不
朽
に
し
て
永
続
的
な
真
理
を
、
歴
史
上
の
い
か
な
る
時
代

に
お
け
る
哲
学
書
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
内
容
を

指
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
「
永
遠
の
哲
学
」
を
代
表
す
る
と
自
ら
主
張
し
て
い
る
思
想

上
の
流
派
の
う
ち
で
最
も
有
力
な
の
は
、
ル
ネ
・
ゲ
ノ
ン
、
ア
!
ナ
ン

ダ
・
ク
マ

i
ラ
ス
ワ

i
ミ
、
フ
リ
ッ
チ
ョ
フ
・
シ
ュ
オ
ン
な
ど
を
中
心

と
し
て
前
世
紀
の
三
十
年
代
一
頃
に
登
場
し
た
、
一
般
に
「
、
永
遠
の
哲
学

派
」
(
司

q
g
a巳
ち
口
。
ω
o
芸可
R
Y
C
O
}
)
、
あ
る
い
は
「
伝
統
主
義
派
」

(可包
E
S住
民
ω
与
。
。
}
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
後
に
、
こ

の
派
の
支
持
者
た
ち
は
「
永
遠
の
哲
学
」
を
主
張
す
る
他
の
人
々
か

ら
自
ら
を
堅
別
す
る
た
め
、
「
永
遠
の
知
恵
」

(ω8zm℃
2
8巳
ω)
や

「
永
遠
の
宗
教
」
(
日
出
柱
。
七

2
2巳
ω)

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
諮
り
出

し
た
。
す
で
に
二
十
世
紀
の
中
頃
か
ら
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ツ
ィ
マ

i
、

ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
i
デ
、
ス
テ
ラ
・
ク
ラ
ム
リ
ッ
シ
ュ
、
ア
ン
リ
・

コ
ル
パ
ン
、
ジ
ル
ベ

i
ル
・
デ
ュ
ラ
ン
、
ア
ン
ト
ワ

i
ヌ
・
フ
ェ
!
ヴ

ル
な
ど
と
い
っ
た
学
者
た
ち
が
、
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
に
よ
る
影
響
を
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受
け
て
い
た
。
ま
た
過
去
数
十
年
の
関
に
、
と
り
わ
け
ア
メ
ワ
カ
や
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
比
較
宗
教
学
や
宗
教
多
元
主
義
に
つ
い
て
研
究
し

て
い
る
学
者
た
ち
の
永
遠
の
哲
学
派
に
対
す
る
感
心
が
次
第
に
大
き
く

な
っ
て
来
た
。
こ
う
し
た
学
者
た
ち
の
関
に
は
、
同
学
派
の
支
持
者
で

あ
る
こ
と
を
公
然
と
認
め
て
い
る
者
も
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
永
遠
の
哲
学
派
の
思
想
と
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
思
想
は
宗
教
学
の
領
域
に
ま
で
影
響
を
広
げ
て
来
て

い
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
現
在
で
は
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
そ

れ
自
体
が
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
で
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
学
派
の
み
に
関

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
宗
教
学
は
同
学
派
の
主
張
に
つ
い
て
、

よ
り
良
く
知
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
「
永
遠
の

哲
学
」
と
い
う
概
念
自
体
が
、
そ
れ
本
来
の
ス
テ
ウ
コ
の
用
法
か
ら
現

代
に
お
け
る
向
学
派
の
用
法
に
至
る
ま
で
に
一
体
ど
の
よ
う
な
歴
史
的

変
化
の
過
程
を
辿
っ
て
来
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

λ
j
o
 本

穣
の
目
的
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
現
代
に
お
け
る
永
遠
の
哲
学
派
の
思
想
に
関
し
、
そ
の
根
本
的

な
主
張
を
要
約
す
る
こ
と
。

二
、
「
、
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
や
、
そ
れ
に
椙
当
す
る
他
の
表

現
の
歴
史
を
、
過
去
(
と
り
わ
け
、
そ
れ
が
生
ま
れ
た
ル
ネ
サ

ン
ス
期
)
へ
と
趨
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

三
、
以
上
の
二
点
に
基
づ
い
て
、
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
本

来
の
用
法
と
、
現
代
に
お
け
る
そ
れ
と
を
隠
て
る
お
よ
そ
四
世

紀
の
間
に
、
同
概
念
の
宗
教
的
な
意
味
内
容
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
来
た
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

96 

一
.
永
遠
の
哲
学
派
の
根
本
的
主
張

永
遠
の
哲
学
派
は
そ
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
そ
の
主
張
に
関
す
る
コ

ン
セ
ン
サ
ス
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
今
自
も
は
や
存

在
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
に
よ
っ
て
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
主
張
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
筆
者

は
、
永
遠
の
哲
学
派
の
思
想
に
関
し
て
広
範
に
論
じ
る

S
-
H
・
ナ
ス

ル
の
二
つ
の
論
文
に
基
づ
い
て
、
同
学
派
の
そ
う
い
っ
た
主
張
を
要
約

し
て
み
た
い
。

一
.
一
.
伝
統

永
遠
の
哲
学
派
に
お
い
て
「
伝
統
」
と
い
う
言
葉
が
も
っ
意
味
合
い

は
、
そ
の
一
般
的
な
用
法
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て

の
伝
統
と
は
、
そ
の
起
源
が
何
で
も
い
い
よ
う
な
単
な
る
習
慣
や
し
き

た
り
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
思
想
な
い
し
行
為
の
歴
史
的
な
継
続
性
を

意
味
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
頭
言
者
や
ア
ヴ
ァ
タ

i
ラ
、
ロ

ゴ
ス
な
ど
を
通
じ
て
人
間
へ
と
啓
示
さ
れ
た
、
神
的
な
起
源
を
も
っ
真

理
な
い
し
諸
原
理
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
う
し



た
諸
原
理
の
様
々
な
領
域
(
社
会
構
造
や
芸
術
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
、

様
々
な
伝
統
的
な
術
な
ど
)
に
対
す
る
応
用
ま
で
も
が
、
こ
の
言
葉
の

内
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
伝
統
は

ま
た
、
こ
う
し
た
神
的
諸
原
理
の
覚
知
と
、
そ
こ
へ
と
到
達
す
る
た
め

の
手
段
を
特
に
重
要
視
し
て
い
る
。

一
.
ニ
.
永
遠
の
哲
学

永
遠
の
哲
学
派
に
お
い
て
、
概
念
と
し
て
の
「
永
遠
の
哲
学
」

(匂}正。
ω
O
H
)
F
E
宮
お
口
三
ω)

は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
は
か
つ
て
常
に
在
っ
た
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
常
に
在
り

続
け
る
で
あ
ろ
う
知
恵
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の
知
恵

は
、
始
ま
り
を
も
た
ず
、
ま
た
様
々
に
異
な
っ
た
表
現
に
お
い
て
、
そ

れ
自
体
と
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
形
記
上
学
的
な
真
理
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
真
理
あ
る
い
は
知
恵
を
涯
史
上
の
あ
ら
ゆ

る
時
代
に
お
け
る
文
書
と
同
様
に
、
口
承
伝
統
の
中
に
も
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
の
だ
と
彼
ら
は
主
張
す
る
。
こ
の
知
恵
は
あ
ら
ゆ
る
正
統
的

な
い
し
伝
統
的
な
諸
宗
教
の
核
心
に
宿
っ
て
い
る
、
永
遠
に
し
て
不
変

の
真
理
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
様
々
に
異
な
っ
た
文
化
や
時
代
に
お
け

る
人
々
の
鶴
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、
ま
た
普
通
的
な
原
理

を
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、
普
通
的
な
性
一
演
を
'
有
し
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
知
恵
は
ま
た
、
二
つ
の
手
段
i

iす
な
わ
ち
、
一
つ

は
い
わ
ば
「
横
」
の
伝
達
(
口
頭
伝
承
や
醤
物
を
通
じ
て
の
伝
達
)
、

も
う
一
つ
は
い
わ
ば
「
縦
」
の
更
新
(
何
ら
か
の
啓
示
を
通
じ
て
の
更

新

)
iー
に
よ
っ
て
永
続
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
は
そ
れ
を
啓

一
部
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
知
性
の
照
明
な
い
し
知
的
直
観
に
よ
っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

で
一
ニ
.
公
教
(
エ
ク
ソ
テ
リ
ズ
ム
)
と
秘
教
(
エ
ゾ
テ
リ
ズ
ム
)

あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
核
心
に
宿
り
、
永
遠
の
哲
学
派
に
よ
っ
て
「
永
遠

の
哲
学
」
お
よ
び
真
理
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
の
知
恵
は
、
各

宗
教
の
内
的
な
意
味
に
相
当
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
内
的
な

意
味
こ
そ
が
宗
教
の
「
秘
教
的
」
(
エ
ゾ
テ
リ
ッ
ク
)
な
側
面
と
呼
ば
れ

る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
通
じ
て
宗
教
が
具
体
的
に
「
生
き
て
い

る
」
よ
う
な
外
的
形
式
が
「
公
教
的
」
(
エ
ク
ソ
テ
リ
ッ
ク
)
な
側
面
に

相
当
す
る
の
で
あ
る
。

一
.
E
.
理
性
と
知
性
の
潤
の
区
別

永
遠
の
哲
学
派
に
と
っ
て
、
知
性
と
理
性
の
間
の
区
別
は
根
本
的
な

も
の
で
あ
る
。
知
性
に
よ
る
認
識
の
力
は
、
理
性
に
よ
る
推
論
の
力
を

超
越
し
て
い
る
。
上
位
の
存
在
様
態
や
超
越
的
な
涼
理
を
知
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
も
の
は
、
こ
う
し
た
知
牲
に
よ
る
認
識
な
の
で
あ
る
。
「
永

遠
の
哲
学
」
と
結
び
付
い
た
諸
々
の
真
理
は
、
(
啓
示
に
加
え
て
)
知

的
革
観
を
通
じ
て
の
み
知
ら
れ
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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一
‘
五
.
形
而
上
学

永
遠
の
哲
学
派
に
と
っ
て
、
形
而
上
学
は
知
的
直
観
を
通
じ
て
の
み

制
到
達
さ
れ
縛
る
超
越
的
な
原
理
に
つ
い
て
の
立
主
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
た
、
宗
教
的
な
教
え
や
犠
礼
、
シ
ン
ボ
ル
な
ど
の
意
味
を
照
明
す
る

知
識
で
あ
る
。
形
部
上
学
は
ま
た
、
諾
宗
教
の
多
元
性
が
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を

i
iあ
る
い
は
、
個
々
の
宗
教
が
も
っ
意
義
を
歪
曲

す
る
こ
と
な
く
他
の
諸
宗
教
と
接
触
し
得
る
よ
う
な
方
法
を
l

l理
解

す
る
た
め
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
形
而

上
学
は
、
合
理
主
義
的
な
哲
学
の
一
分
派
と
し
て
の
形
而
上
学
か
ら
は

厳
密
に
区
加
さ
れ
る
。

一
‘
六
‘
鰭
宗
教
の
超
越
的
な
一
致
お
よ
び
、
諾
宗
教
の

現
実
的
な
蕗
形
態
に
お
け
る
多
元
性

諸
宗
教
の
一
致
な
い
し
そ
れ
ら
の
同
一
性
は
、
究
極
の
実
在
性
i
i
i

す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
同
時
に
真
理
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
啓
示
や
宗

教
の
起
源
で
も
あ
る
よ
う
な
実
在
性
i

i
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
得

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
致
は
「
超
越
的
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
究
極
の
実
在
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
み
、
諸
宗
教
の
様
々

な
教
え
は
同
一
で
あ
り
得
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
に
至
一
ら
な
い
浪
り
、
諸
宗

教
の
関
に
は
最
も
深
い
対
応
関
採
こ
そ
見
ら
れ
る
も
の
の
、
同
一
性
は

存
在
し
な
い
。
様
々
な
諸
宗
教
は
、
あ
た
か
も
多
く
の
言
語
の
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
様
々
な
文
化
世
界
の
中
で
自
ら
が
顕
現
し
て
い
る
、

向
一
に
し
て
唯
一
の
真
理
に
つ
い
て
諮
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し

た
諮
言
語
の
文
法
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
諸
宗
教

の
超
越
的
な
一
致
へ
と
到
達
す
る
た
め
に
は
、
現
に
あ
る
宗
教
の
様
々

な
形
態
を
越
え
て
、
そ
れ
ら
が
表
し
て
い
る
よ
う
な
唯
一
の
真
理
を
覚

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
の
哲
学
派
は
、
あ
る
種
の
還
元
主
義

に
反
対
す
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
宗
教
の
一
致
を
、
具
体
的
に
存
在
し
て

い
る
レ
ベ
ル
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
共
通
点
に
見
出
そ
う
と
し
、
そ
う
す

る
こ
と
で
多
種
多
様
な
伝
統
を
最
低
限
の
共
通
分
母
へ
と
引
き
下
げ
て

し
ま
う
よ
う
な
還
元
主
義
に
。
諸
宗
教
の
核
心
に
上
述
し
た
よ
う
な
知

恵
と
真
理
が
常
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
個
々
の
宗
教
伝
統

の
特
有
性
と
、
そ
れ
ら
の
存
在
理
由
と
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
は
出

来
な
い
1

1

1
永
遠
の
哲
学
派
は
、
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る。

98 

一
.
七
‘
大
進
化
の
否
定

永
遠
の
哲
学
派
は
、
種
が
常
に
生
起
す
る
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る

過
程
と
し
て
の
小
進
化
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
が
、
一
方

で
大
進
化
を
否
定
す
る
。
こ
の
否
定
と
は
す
な
わ
ち
、
上
位
の
も
の
を

下
位
の
も
の
か
ら
山
引
き
出
そ
う
と
す
る
、
大
進
化
に
基
づ
い
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
対
し
て
の
反
対
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
ら
は
哲
学
上
の
根
本

的
原
理
と
し
て
、
上
位
の
も
の
は
下
位
の
も
の
か
ら
発
す
る
こ
と
が
な

い
の
だ
と
主
張
し
て
止
ま
な
い
。
し
か
し
大
進
化
を
否
定
す
る
か
ら
と



い
っ
て
、
彼
ら
は
聖
書
が
述
べ
る
文
字
通
り
の
「
創
造
説
」
を
擁
護
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
永
遠
の
哲
学
派
に
と
っ
て
は
宇
宙

生
成
の
過
程
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
他
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

一
.
八
.
宗
教
に
対
す
る
非
還
元
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

永
遠
の
哲
学
派
は
非
還
元
主
義
的
な
根
底
に
基
づ
い
て
宗
教
を
研
究

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
の
意
義

は
心
理
学
や
社
会
学
、
歴
史
学
、
政
治
学
あ
る
い
は
同
様
の
諸
環
象
に

還
元
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

一
種
九
.
永
遠
の
真
理
を
、
現
代
の
言
葉
で
改
め
て

述
べ
る
こ
と
の
必
要
性

永
遠
の
哲
学
派
を
支
持
す
る
人
々
が
書
い
た
書
物
の
中
に
は
、
以
前

に
一
一
一
一
口
わ
れ
た
こ
と
や
過
去
に
述
べ
ら
れ
た
知
恵
と
完
全
に
異
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
近
代
的
な
意
味
合
い
で
の
「
独
自
性
」
が
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
伝
統
的
な
真
理
や
知
恵
は
そ
れ
が
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
に
、

現
代
の
言
葉
で
新
た
に
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理

解
を
得
る
こ
と
こ
そ
が
、
永
遠
の
哲
学
派
の
主
要
な
意
図
な
の
で
あ

司令。
永
遠
の
哲
学
派
が
、
最
後
の
三
つ
を
強
い
て
自
分
の
主
張
は
様
々
な

伝
統
に
お
け
る
文
献
に
よ
っ
て
十
分
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
信
念
を

も
っ
て
よ
く
述
べ
て
い
る
。
本
稿
の
続
き
に
お
け
る
文
献
に
つ
い
て
も

そ
う
言
え
る
が
、
ま
ず
以
下
、
こ
の
信
念
を
表
す
三
つ
の
実
例
を
挙
げ

る
こ
と
に
す
る
。

一
番
目
の
例
は
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
(
四
五

l
一
二

O
)
の
『
イ
シ
ス

と
オ
シ
リ
ス
』
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
思

想
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
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:
・
こ
の
教
説
は
非
常
に
古
く
か
ら
の
も
の
で
、
予
言
者
や
立
法

家
た
ち
か
ら
詩
人
や
哲
学
者
た
ち
へ
と
流
れ
、
そ
の
起
源
が
ど
こ

に
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
説
得
力
は
強
く
て
消
去
し
難

い
。
ま
た
、
著
作
や
言
い
伝
え
の
な
か
だ
け
で
な
く
密
儀
や
供
犠

の
な
か
に
も
あ
っ
て
、
し
か
も
非
ギ
リ
シ
ア
民
と
ギ
リ
シ
ア
民
と

を
鴎
わ
ず
広
範
な
地
方
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
教

説
に
よ
る
と
、
万
有
は
理
性
も
理
法
も
な
く
舵
取
り
役
も
な
し

に
、
ひ
と
り
で
に
宙
に
浮
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

:
:
わ
た
し
た
ち
は
、
神
を
柁
る
族
民
が
相
異
な
れ
ば
そ
れ
に
応

じ
て
神
も
異
な
る
と
は
見
な
さ
ず
、
非
ギ
リ
シ
ア
民
の
神
と
ギ
リ

シ
ア
民
の
神
、
南
方
の
神
と
北
方
の
神
が
あ
る
と
も
恕
わ
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
太
鶴
、
丹
、
天
空
、
大
地
、
海
は
す

べ
て
の
人
間
に
共
通
で
あ
る
の
に
、
族
誌
の
速
い
に
応
じ
て
さ
ま

ざ
ま
な
名
が
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
お
な
じ
く
、
今
あ
げ
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た
も
の
を
ひ
と
つ
の
理
法
が
秩
序
づ
け
ひ
と
つ
の
摂
理
が
支
配

し
、
そ
の
下
で
働
く
諮
カ
が
万
物
に
配
さ
れ
る
。

二
番
自
の
例
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
吋
エ
ネ
ア
デ
ス
」

(
V
、
ー
、

8
)

の
引
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
永
遠
の
哲
学
派
に
と
っ
て
伝
統
文
献
が
基

本
的
に
「
新
し
い
」
こ
と
を
述
べ
な
い
と
い
う
主
張
に
関
連
す
る
実
例

で
あ
る
。し

た
が
っ
て
プ
ラ
ト
ン
は
、
普
か
ら
知
性
が
出
、
知
性
か
ら
た
ま

し
い
が
出
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
実

際
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
説
い
て
い
る
こ
と
は
別
に
新
し
い
こ
と

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
今
な
ら
ぬ
昔
に
お
い
て
す
で
に
言
わ
れ

た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
す
っ
か
り
明
け
ひ
ろ
げ
で
は

言
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
今
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の

が
、
そ
れ
の
解
説
と
し
て
出
て
き
た
わ
け
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
説
か
れ
て
い
る
思
想
そ
の
も
の
が
普
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
そ
の
人
の
審
物
が
証
拠
と
な
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
の
説
く
と
こ
ろ
に
保
証
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
自
の
例
は
、
ユ
ヌ
ス
・
エ
ム
レ

(
?
i
一
一
二
二

O
)
と
い
う

津
大
な
ト
ル
コ
人
の
ス
!
フ
ィ

i
の
神
秘
的
な
詩
か
ら
の
一
部
で
あ

る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
諸
宗
教
の
根
源
的
一
致
」
と
い
う
思
想
の
一
つ

の
例
徒
で
あ
る
と
向
凡
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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わ
れ
わ
れ
は
(
霊
的
〕
実
現
化
の
家
に
入
っ
た
、

か

ら

だ

わ
れ
わ
れ
は
身
体
を
目
撃
し
た
。

旋
関
す
る
空
を
、
何
層
に
も
重
な
り
合
っ
た
地
を
、

七
万
枚
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
、

わ
れ
わ
れ
は
身
体
の
中
に
発
見
し
た
。

夜
と
畳
を
、
惑
星
た
ち
を
、

聖
な
る
板
に
刻
ま
れ
た
言
葉
を
、

モ
i
ゼ
が
よ
じ
登
っ
た
あ
の
丘
を
、
あ
の
神
殿
を
、

イ
ス
ラ

i
フ
ィ
!
ル
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
、
わ
れ
わ
れ
は
身
体
の

中
に
晃
潤
き
し
た
。

ト
!
ラ
!
、
詩
編
、
福
音
書
、
コ

i
ラ
ン
i
j
i

こ
れ
ら
の
警
が
語
る
べ
き
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
身
体
の
中
に
発
見
し
た
。

二
幽
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
お
よ
び
そ
れ
に
相
当
す
る

表
現
の
歴
史
的
概
観

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
用
語
は
永
遠

の
哲
学
派
だ
け
で
な
く
、
他
の
多
く
の
思
想
家
や
思
想
上
の
流
派
に

よ
っ
て
も
採
り
入
れ
ら
れ
、
各
自
が
こ
の
用
語
に
対
し
独
特
の
解
釈
を



行
っ
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
た
と
え
ば
、
一
般
の
ス
コ
ラ
学
や
ネ
オ
・

ト
ミ
ズ
ム
、
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
、
西
洋
哲
学
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
用
語
に
与
え
ら
れ
た
意
味
の
多
様
性
を
考
慮

す
る
な
ら
ば
i
i
iま
た
、
そ
れ
が
一
体
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か

を
知
る
た
め
に
も
i
iー
そ
の
用
語
の
起
源
お
よ
び
繁
明
期
の
歴
史
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
「
永
遠
の
哲
学
」

GY--oωO℃
在
∞
司
2
3
E
ω
)
と

い
う
用
語
が
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、
ア
ゴ
ス
テ
ィ
!
ノ
・
ス
テ
ウ
コ

(
一
回
九
七

i
一
五
四
八
)
が
一
五
回

O
年
に
出
版
し
た
、
「
永
遠
の
哲

学
に
つ
い
て
」
(
匂
句
、
ぬ
話
、
ミ
に
も
注
目
。
告
も
と
お
)
と
い
う
書
物
の
題
名
に
お

い
て
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
彼
は
ギ
リ
シ
ア
語
と
へ
ブ
ラ
イ
語
に
加
え

て
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ア
ラ
ム
語
、
シ
リ
ア
語
、
エ
チ
オ
ピ
ア
語
を
知
っ

て
お
り
、
ま
た
ヴ
ァ
チ
カ
ン
密
書
館
の
奇
書
を
し
て
い
た
た
め
、
(
当

時
の
西
洋
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
限
り
の
)
様
々
な
伝
統
の
知
恵
に

触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
哲
学
と
宗
教
を
永
遠
な
る
知
恵
と

し
て
総
合
す
る
際
に
、
ス
テ
ウ
コ
は
永
遠
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
知

恵
に
つ
い
て
の
、
す
で
に
十
分
発
達
し
て
い
た
哲
学
的
伝
統
か
ら
多
く

を
汲
み
取
っ
た
。
こ
の
伝
統
を
代
表
す
る
思
想
家
と
し
て
は
、
ま
ず
主

と
し
て
マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ

i
ノ
(
一
回
三
三
i

一
出
九
九
)
と
ジ
ョ

パ
ン
ニ
・
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
(
一
四
六
三
i

一
部
九
四
)
が
、

さ
ら
に
、
よ
り
少
な
い
程
度
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・

ク
ザ
!
ヌ
ス
(
一
回

O
一
|
一
回
六
間
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
永
遠
の

哲
学
」
の
歴
史
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
真
っ
先
に
取
り
掛
か
る
べ
き

な
の
は
、
こ
う
し
た
思
想
家
た
ち
で
あ
る
。

二
.
一
.
マ
ル
シ
ソ
オ
・
フ
ィ
チ

i
ノ

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
創
立
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
中
心
人

物
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
あ
る
い
は
他
の
ネ
オ
・
プ

ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
の
翻
訳
者
で
も
あ
る
ブ
ィ
チ
!
ノ
だ
が
、
彼
は
ま
た

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
や
ヤ
ン
ブ
リ
コ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
プ
ロ
ク

ロ
ス
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ス
、
プ
レ
ト
ン
な
ど
と

い
っ
た
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
「
へ
ル
メ
ス
文
書
い
や
吋
カ

ル
デ
ア
神
託
円
「
オ
ル
ブ
ェ
ウ
ス
賛
歌
い
な
ど
を
含
む
多
様
な
文
献
に

よ
っ
て
も
著
し
い
影
響
を
受
け
た
。
フ
ィ
チ

i
ノ
は
「
永
遠
の
哲
学
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
し
ば
し
ば
「
古

代
の
尊
ぶ
べ
き
哲
学
」
(
七
円

2
2
司『出。
ω
。旬
Em)
、
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
神

学
」
(
℃
号
g
p
g吉
岡
宮
)
、
あ
る
い
は
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
人
々
の
哲

学」

(
1止。
ωO℃
Z
m
宮山
ω
g「
ロ
ヨ
)
な
ど
を
用
い
て
い
る
。

フ
ィ
チ

i
ノ
以
前
に
は
、
ピ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
哲
学
者
で
あ
る
ゲ
ミ
ス

ト
ス
・
プ
レ
ト
ン
(
一
三
五
五
頃
;
一
四
五
二
/
一
四
五
四
)
が
「
真

の
哲
学
」

(
5
5
℃広
}OωO℃在
ω)
に
つ
い
て
審
き
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
を

神
聖
に
し
て
原
初
的
な
知
恵
の
創
始
者
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
プ

レ
ト
ン
に
従
っ
て
、
フ
ィ
チ

i
ノ
は
こ
の
原
初
的
な
知
恵
の
起
源
が
、

吋
ヘ
ル
メ
ス
文
書
]
な
ら
び
に
「
カ
ル
デ
ア
神
託
」
(
ブ
ィ
チ

i
ノ
の
考
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え
で
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
が
そ
れ
を
響
い
た
の
だ
と
い
う
)
の
中
に
隠

さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
一
方
、
彼
は
真
理
の
源
泉
は
た
だ
一
つ
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
哲
学
お
よ
び
神
学
と
い
う
互
い
に
並
行
し
た
こ
つ
の
滋

流
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
中
へ
と
流
れ
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
彼
の
信
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
真
の
哲
学
」

(
2
3
司苧

]
。
∞
。
円
以
}
止
と
と
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
こ
と
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
こ
そ
が

前
述
し
た
原
初
的
知
恵
の
継
承
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
棄
の
神
学
」

(
5
3
p
o
o
E也
ω)
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
真
の
哲
学
」
は
被
に
と
っ
て
宗
教
で
あ
り
、
ま
た
「
真

の
宗
教
」
は
哲
学
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
真
理
の
形
式
は
、
最
終
的

に
一
つ
に
接
続
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ィ
チ

l
ノ
は
他
の
多
く
の

キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
と
同
様
、
プ
ラ
ト
ン
が
モ
!
セ
の

五
番
を
知
っ
て
お
り
、
「
ギ
リ
シ
ア
諾
を
話
す
モ

i
セ
」
で
あ
っ
た
と

震
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
神
学
者
た
ち
」
(
匂
ユ
ωの
ご
町
内
マ

♀
。
包

)
l
i
sす
な
わ
ち
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
、
ヘ
ル
メ
ス
・
ト
リ
ス
メ
ギ

ス
ト
ス
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
、
ア
グ
ラ
オ
フ
ェ
ム
ス
(
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
に
オ

ル
ブ
ェ
ウ
ス
教
を
教
え
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
)
、
そ
し
て
ピ
タ
ゴ

ラ
ス
と
い
っ
た
人
々
i
ー
か
ら
煩
に
、
モ

i
セ
、
プ
ラ
ト
ン
、
ネ
オ
・

プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
へ
と
伝
え
ら
れ
た
哲
学
的
・
宗
教
的
な
伝
統
が
永
久
不

変
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
起
源
を
フ
ィ
チ
l
ノ
に
帰

し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
古
代
か
ら
、
他
の
多
く
の
思
想
家
た

ち
が
i
i
!と
り
わ
け
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
並
ん
で
ネ
オ
・
プ
ラ
ト

ニ
ス
ト
た
ち
が
1

1

1
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ニ
‘
ニ
.
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ピ
コ

哲
学
的
な
真
理
の
総
体
を
形
作
る
た
め
に
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ピ
コ

も
ま
た
広
範
関
に
わ
た
る
過
去
の
哲
学
お
よ
び
神
学
か
ら
多
く
を
汲
み

取
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
真
理
は
あ
る
特
定
の
哲
学
的
な
い
し
神
学
的
な

伝
統
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
諸
伝
統
は
、
真
理
に

与
る
何
ら
か
の
も
の
を
有
し
て
い
る
。
フ
ィ
チ
!
ノ
が
「
古
代
の
尊
ぶ

べ
き
神
学
」
の
源
泉
で
あ
る
と
考
え
た
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
源
泉

i
!

と
り
わ
け
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
そ
れ

i
lに
、
ピ
コ
は
コ

i

ラ
ン
や
イ
ス
ラ
ム
哲
学
、
カ
パ
ラ
な
ど
を
付
け
加
え
て
い
る
。
ピ
コ
は

フ
ィ
チ

i
ノ
が
示
し
た
見
解
に
従
っ
た
が
、
多
様
な
文
明
や
歴
史
上
の

時
代
を
通
じ
、
本
質
的
に
唯
一
の
も
の
で
あ
る
知
恵
の
連
続
性
、
と
い

う
観
念
を
よ
り
一
層
強
識
し
た
。

ピ
コ
は
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
家
に
対
し
て
同
等
の
敬
意
を
払
っ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
そ
う
し
た
思
想
家
た
ち
の
著
書
の
中

に
自
分
で
見
出
し
た
真
理
に
よ
っ
て
の
み
導
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
一
方
で
、
も
し
も
そ
れ
ら
の
潤
に
解
決
し
難
い
相
違
が
見
出
さ
れ

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
他
の
伝
統
が
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
権
威
に
屈
服
す

べ
き
だ
と
考
え
て
も
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
は
多
様
な
哲
学
的
・

宗
教
的
諸
伝
統
の
全
て
に
対
し
、
一
致
を
も
た
ら
し
た
い
と
強
く
瀬
つ



て
い
た
。ニ

.
一
ニ
，
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
i
ヌ
ス

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
i
ヌ
ス
が
行
っ
た
、
様
々
な
宗
教
的
諮
伝
統
の

聞
に
和
解
を
促
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
自
的
の
上
で
フ
ィ
チ
i
ノ
や
ピ

コ
が
行
っ
た
試
み
と
は
多
少
異
な
っ
て
い
る
が
、
あ
る
程
度
そ
れ
ら
に

類
似
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
円
信
仰
の
平
和
」
(
匂
ぬ
も
む
の
ね
」
£
ミ
)
(
E
m
ω
)

は
、
様
々
な
民
族
に
属
し
、
ま
た
様
々
な
宗
教
を
信
仰
す
る
代
表
者
た

ち
同
士
の
対
話
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
次

の
よ
う
な
信
念
に
そ
の
基
礎
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
宗
教

の
間
に
は
そ
れ
ら
を
永
続
す
る
平
和
へ
と
導
く
よ
う
な
、
あ
る
根
本
的

な
一
致
が
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
信
念
に
。

こ
の
一
致
の
根
拠
は
、
神
的
な
原
理
と
人
鶴
の
本
性
の
唯
一
性
に
あ

る
、
と
ク
ザ
i
ヌ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
で
彼
は
「
永
遠
の
哲
学
」

の
信
奉
者
で
あ
る
。
現
に
あ
る
諸
宗
教
鶴
の
様
々
な
差
異
は
、
そ
の
原

菌
を
た
だ
歴
史
や
習
領
、
儀
礼
な
ど
の
相
違
に
の
み
帰
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
、
と
被
は
考
え
る
。
た
と
え
ク
ザ
!
ヌ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位

牲
を
確
信
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
詞
時
に
彼
は
ま
た
、
人
々
が

「
諸
宗
教
聞
の
理
性
的
な
一
致
」
に
到
達
し
得
る
と
確
信
し
て
も
い
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
に
よ
っ
て
、
宗
教
戦
争
や
宗
教
的
狂
信
は

そ
の
存
在
理
由
を
完
全
に
取
り
去
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
宗
教
戦
争
の
唯

一
の
解
決
策
は
、
桔
互
の
尊
重
お
よ
び
寛
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

さ
に
こ
の
点
こ
そ
、
彼
の
主
張
が
も
っ
重
要
な
意
義
な
の
で
あ
る
。
な

お
、
同
書
に
お
い
て
ク
ザ
!
ヌ
ス
は
「
永
遠
の
哲
学
」
と
直
接
に
結
び

付
い
て
い
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
考
え
i
j
i
す
な
わ
ち
、
知
恵
の
唯
一

性

i
lを
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

二
.
四
.
ア
ゴ
ス
テ
ィ
!
ノ
・
ス
テ
ウ
コ

吋
永
遠
の
哲
学
』
(
勺
ぬ
も
尚
之
さ
凡
三
位
。
号
、
玄
Q
)

の
中
で
、
ス
テ
ウ
コ

は
自
ら
が
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
神
学
」
(
司
ユ

ω
g
p
g古
也
m
w
)

と
い
う
伝

統
の
最
も
揺
る
ぎ
な
い
支
持
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
誌
明
し
た
。
彼

の
浩
識
な
著
書
を
貫
い
て
流
れ
る
主
題
と
は
、
次
の
よ
う
な
観
念
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
多
種
多
様
な
人
々
の
理
性
と
、
彼
ら
の
文
字
に
よ

る
記
録
の
双
方
が
、
万
物
に
一
つ
の
原
理
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の

ー
ー
ー
ま
た
従
っ
て
、
こ
の
原
理
に
関
す
る
同
一
の
知
識
が
常
に
万
人
の

下
に
存
在
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
の
証
で
あ
る
」
。
以
上
の
理
由
か
ら
、

「
永
遠
の
哲
学
(
忘
凡
な
宅
三
宮
古
之
さ
昨
)
(
ま
た
は
、
真
の
宗
教
的
知

識
)
は
、
人
類
の
起
源
か
ら
存
在
し
続
け
て
き
た
と
さ
え
言
え
る
」
。

そ
し
て
「
こ
の
真
の
宗
教
的
知
識
は
、
神
か
ら
ア
ダ
ム
に
手
渡
さ
れ
た

(
す
な
わ
ち
、
啓
示
さ
れ
た
)
も
の
な
の
で
あ
る
ー
し
た
が
っ
て
、
こ

の
知
識
は
神
的
な
起
源
を
も
っ
、
聖
な
る
知
恵
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
こ
の
真
の
宗
教
的
知
識
と
は
、
真
の
哲
学
で
も
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
ス
テ
ウ
コ
に
と
っ
て
哲
学
と
宗
教
の
掲
に
は
、

フ
ィ
チ

i
ノ
や
ネ
オ
・
フ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
一
般
に
と
っ
て
そ
う
で
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あ
っ
た
の
と
向
様
、
実
質
的
に
伺
の
区
別
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
と
宗
教
は
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
一
向
者
と
も
に
詞
じ
自
的
を
も
っ
て
い
る
。
「
哲
学
の
目
的
と
は

神
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
い
わ
ば
実
際
に
神
を
見
つ
め

る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
折
口
尚
子
の
自
的
は
宗
教
の

そ
れ
と
同
様
、
神
を
綴
問
問
し
、
ま
た
神
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
原
初
の
知
恵
を
再
び
党
知
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ス
テ
ウ
コ
の

主
張
は
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
初
に
神
か
ら
啓
示

さ
れ
た
真
理
は
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て

「
夢
」
の
よ
う
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

た
だ
、
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
神
学
者
た
ち
な
去
丘
岳

g
Z包
)
に
お
い

て
の
み
、
最
も
十
全
な
形
で
生
き
残
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
真
理
は
原
初
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に

永
遠
に
存
在
し
続
け
る
が
ゆ
え
に
、
人
は
そ
の
歴
史
的
な
表
現
を
通
じ

て
間
接
的
に
、
ま
た
内
的
な
観
照
を
通
じ
て
直
接
的
に
、
こ
の
真
理
へ

と
再
び
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ス
テ
ウ
コ
の
「
永
遠
の
哲
学
」
と

い
う
概
念
を
註
解
し
つ
つ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ス

テ
ウ
コ
の
「
永
遠
の
哲
学
」
(
U
Y巳

Oω。
古
宮
山
間
)
命
活
ロ
包

ω)
と
は
「
吉
代
の

尊
ぶ
べ
き
神
学
」
(
古
ユ

ωgpgZMUω)
に
ほ
ん
の
少
し
新
た
な
衣
装
を

纏
わ
せ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
:
:
:
真
理
は
い
わ
ば
唯

一
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
多
く
の
異
な
っ
た
形
式

に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
神
学
」

に
は
、
ス
テ
ウ
コ
の
「
、
永
遠
の
哲
学
」
が
重
要
な
要
素
を
加
え
た
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
、
常
に
存
在
し
続
け
て
き
た
唯
一
の
真
理
あ
る
い
は
唯

一
の
知
恵
は
、
伝
達
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
人
々

に
よ
っ
て
(
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
)
内
的
に
知
ら
れ
得
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
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近
代
へ
と
至
る
前
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
は
、
し
ば

し
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
そ
の
端
を
発
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
彼
は
一
七
一
四
年
に
警
か
れ
た
手
紙
の
中
で
、
「
あ
る
種
の
、
永
遠

の
哲
学
」

(
3
2
5
5
5
0
E
L
E
O
ω
。℃
F
E
)

と
い
う
表
現
を
用
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
「
永
遠
の
哲
学
」
に
つ
い
て
諮
り
な
が
ら
も
、
こ
の
概
念
の

作
者
が
ス
テ
ウ
コ
で
あ
る
こ
と
に
明
確
な
形
で
言
及
し
な
か
っ
た
、
最

初
の
人
物
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
彼
以
降
に
つ
永
遠

の
哲
学
」
と
い
う
概
念
と
ス
テ
ウ
コ
の
関
係
が
、
実
質
的
に
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。

五
圃
「
永
遠
の
哲
学
」
が
二
十
世
紀
に
お
い
て

用
い
ら
れ
て
い
る
、
幾
つ
か
の
実
例

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
降
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
用
語
は
水
面
下
に
潜

り
、
二
十
世
紀
の
初
め
療
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
様
々
に
異
な
っ
た
神

-
4隊



学
的
お
よ
び
哲
学
的
な
文
艇
の
中
に
再
浮
上
し
て
来
た
。
そ
れ
が
再
び

現
れ
た
の
は
、
一
九
三
一

O
年
に
編
纂
さ
れ
た
ス
コ
ラ
学
文
書
撰
集
の
題

名
と
し
て
で
あ
っ
た
。
ス
コ
ラ
学
の
あ
る
派
に
お
い
て
は
、
「
永
遠
の

哲
学
」
と
い
う
言
葉
は
「
ス
コ
ラ
学
」
の
詞
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ネ
オ
・
ト
ミ
ズ
ム
の
あ
る
派
は
、
永
遠
の
哲
学

と
は
聖
ト
マ
ス
の
哲
学
に
等
し
い
と
主
張
し
さ
え
し
た
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
哲
学
的
な
真
理
の
全
体
性
は
i
i
!す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的

な
間
い
に
対
す
る
解
答
は
i

l
聖
ト
マ
ス
の
著
作
全
体
の
内
に
、
完
全

な
形
で
具
現
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
イ
ン
ド
人
哲
学
者
の

S
-
ラ
i
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
は
吋
東

洋
宗
教
と
西
洋
思
想
」
の
中
で
、
「
永
遠
の
哲
学
」
(
そ
の
言
葉
を
用
い

る
こ
と
は
な
い
が
)
約
な
観
点
に
立
っ
て
西
洋
哲
学
に
加
え
東
洋
哲
学

を
も
扱
う
と
い
う
、
彼
の
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
の
雄
弁
な
説

明
を
行
っ
て
い
針
。
し
か
し
、
一
フ

i
ダ
ク
リ
シ
ユ
ナ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
明
確
な
基
準
を
欠
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
彼
は
(
た
と
え
ば
)
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
と
西
洋
の
実
存
主
義
と
の
賂
に
深
い
親
和
性
を
見
出
す

こ
と
に
、
何
の
問
問
難
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。

「
永
遠
の
哲
学
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
実
例
の
中
で
、
筆
者
が
最
後

に
挙
げ
る
の
は
ア
ル
ド
ゥ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
!
の
も
の
で
あ
る
。
ハ
ク
ス

リ
ー
は
ヤ
永
遠
の
哲
学
』
(
一
九
鴎
五
)
と
い
う
題
名
が
冠
さ
れ
た
彼
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
よ
っ
て
、
こ
の
用
語
を
一
躍
有
名
に
し
た
。
彼
に
よ

る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
外
見
上
、
永
遠
の
哲
学
派
に
近
い
も
の
で
あ
る
よ
う

に
克
え
る
と
し
て
も
、
彼
を
そ
の
学
派
の
支
持
者
で
あ
る
と
見
な
す
こ

と
は
出
来
な
い
。

以
上
に
挙
げ
た
も
の
の
他
に
も
、
哲
学
に
属
す
る
よ
う
な
領
域
で

「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
若
干
の
例
が
存

在
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
代
に
お
け
る
哲
学
的
な
諸
動
向
の
掲

げ
る
主
張
は
、
宗
教
学
の
領
域
か
ら
は
あ
ま
り
に
も
懸
け
離
れ
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
筆
者
は
そ
れ
が
歴
史
的
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
事

実
に
対
し
て
言
及
す
る
の
み
に
留
め
た
い
。

三
幽
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
の
宗
教
的
意
義
の
永
続
性
と

変
化

前
章
で
は
、
フ
ィ
チ

i
ノ
や
ピ
コ
、
ス
テ
ウ
コ
ら
が
「
永
遠
の
哲

学」

su--。
ω。喜一
ω
3
5
5
2
)
を
1

1

あ
る
い
は
、
そ
の
類
義
概
念

で
あ
る
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
哲
学
」
(
℃
ユ

ωg古
宮
山

Cω。
喜
一
山
)
や
「
古

代
の
尊
ぶ
べ
き
人
々
の
哲
学
」
(
℃

E
2
8
F
U
℃ユ

ωg吋
ロ
ヨ
)
、
「
古
代
の

尊
ぶ
べ
き
神
学
」
(
司
法

g
p
g
]
0包
ω)
、
「
真
の
哲
学
」
(
ぐ

2
3
5
0
8
4

ゆ
芭
ω)
、
「
真
の
知
恵
三

5
3
8
1
3
E
)
、
「
真
の
神
学
」

(
5
5
F
g
F

位
向
凶
)
な
ど
を
l
i
iど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
簡
単
な

概
観
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
説
明
は
む
ろ
ん
制
限
定
的
な
も
の
で
は
あ
る

の
だ
が
、
し
か
し
私
た
ち
は
そ
こ
か
ら
、
い
く
つ
か
の
結
論
を
引
き
出

す
こ
と
が
出
来
る
。
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フ
ィ
チ

1
ノ
が
諮
る
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き
哲
学
」
な
い
し
「
真
の
哲
学
」

と
は
、
古
代
地
中
海
世
界
i

l
す
な
わ
ち
エ
ジ
プ
ト
、
中
束
、
ギ
リ
シ

ア
、
ロ
ー
マ
と
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
や
ネ

オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
の
知
恵
な
の
で
あ
り
、
「
古
代
の
尊
ぶ
べ
き

神
学
者
た
ち
」
に
そ
の
源
流
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
モ

i

セ
の
啓
一
部
の
完
成
で
あ
り
、
「
真
の
神
学
」
で
も
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の

知
恵
は
、
「
奨
の
話
学
」
の
知
恵
と
本
質
的
に
異
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
が
異
な
っ
た
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
ブ
ィ
チ

i
ノ
が
そ
の
思
想
を
様
々
な
患
想
家
た
ち
か
ら

滋
み
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
も
含
ま
れ
て
い
た
。
フ
ィ
チ
i
ノ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

が
永
遠
の
哲
学
に
似
た
文
脈
の
中
で
用
い
て
い
る
「
莫
の
宗
教
」

(
5
3

5
5山

0)
、
「
、
永
遠
の
知
恵
」

2
2
0「
口
凶
器
官
庁
ロ
皆
)
お
よ
び
「
創
ら
れ

た
の
で
は
な
い
知
恵
」

(ω
岳山

g
EロO
D
皆
)
な
ど
と
い
う
有
名
な
一
一
一
一
口
葉

を
知
っ
て
い
た
し
、
そ
の
影
響
も
あ
る
程
産
受
け
て
い
た
と
想
定
す
る

こ
と
が
可
能
市
た
ろ
う
。
本
稿
の
主
題
と
密
接
に
関
連
す
る
よ
う
な
意
味

合
い
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
文
章

を
、
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

と
い
う
の
も
、
今
キ
リ
ス
ト
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ
の
も
の
自
体

は
、
古
代
の
人
々
の
下
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
類
の

始
め
か
ら
キ
リ
ス
ト
が
肉
に
お
い
て
来
た
り
た
も
う
た
そ
の
時
ま

で
、
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て

キ
リ
ス
ト
が
肉
に
お
い
て
来
た
り
た
も
う
た
そ
の
持
か
ら
、
既
に

存
在
し
て
い
た
棄
の
宗
教
は
、
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
(
吋
再
考
録
」
戸
江
戸

ω)
。

知
恵
そ
の
も
の
は
創
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
つ
て
在
つ

{
鎚
)

た
よ
う
に
今
も
在
り
、
そ
し
て
常
に
在
る
こ
と
だ
ろ
う
(
吋
告
白
』

関
w
M
F
N品
)
。
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
諮
る
「
紛
ら
れ
た
の
で
は
な
い
知
恵
」
と
は
、

「
人
間
に
よ
っ
て
餅
ら
れ
た
の
で
は
な
い
」
知
恵
に
他
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
は
神
的
な
知
恵
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
こ
の
知

恵
が
知
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
啓
示
に
よ
っ
て
の
み

可
能
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
ブ
ィ
チ
i
ノ
に
と
っ
て
永
遠
の
知
恵
は
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
(
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
)
お
よ
び
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
こ
つ
の
源
泉
に
帰
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
と
っ
て
は
「
創
ら
れ
た
の
で
は
な
い
知
恵
」
も
「
真
の
宗
教
」
も
、

特
定
の
伝
統
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
両
者
と
も
、

源
則
的
に
「
人
類
」
そ
れ
自
体
へ
と
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
は
、
特
に
注
意
、
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ピ
コ
に
と
っ
て
永
遠
の
知
恵
の
世
界
と
は
、
ブ
ィ
チ
!
ノ
と
同
じ
く

古
代
世
界
の
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
目
新
し
く
独
自
で
も
あ
る
の

は
、
フ
ィ
チ

i
ノ
の
想
定
し
た
よ
う
な
永
遠
の
知
窓
の
源
泉
(
お
よ



び
、
そ
の
後
継
者
た
ち
全
て
)
に
、
ピ
コ
が
コ

i
ラ
ン
や
イ
ス
ラ
ム
哲

学
、
カ
パ
ラ
を
付
け
加
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
の
生
き
た
時

代
や
環
境
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
点
も
ま
た
注
目
に
値
す
る
と
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に
、
ピ
コ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
文

化
お
よ
び
時
代
の
う
ち
に
、
原
知
的
と
し
て
唯
一
の
知
恵
が
存
在
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。

ス
テ
ウ
コ
が
永
遠
の
留
学
に
関
し
て
述
べ
た
思
想
の
内
に
は
、
フ
ィ

チ
i
ノ
の
そ
れ
に
見
出
さ
れ
た
要
素
の
全
て
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
他
の
思
想
家
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
明
瞭
に
諮
ら
れ
た
、

次
の
よ
う
な
こ
つ
の
観
念
が
存
在
す
る
。

一
.
原
初
の
知
恵
が
神
自
身
に
よ
っ
て
ア
ダ
ム
、
す
な
わ
ち
人
間
へ

と
啓
示
さ
れ
た
。

二
.
時
が
経
つ
に
連
れ
て
、
こ
の
知
恵
は
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
行

く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
な
る
時
代
に
も
、
ま
た
い
か
な
る

人
に
よ
っ
て
も
、
神
を
知
る
こ
と
(
す
な
わ
ち
、
神
の
観
照
)

を
通
じ
て
再
び
発
見
さ
れ
得
る
。

な
お
、
ス
テ
ウ
コ
は
永
遠
の
知
恵
の
唯
一
性
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠

を
原
理
の
唯
一
性
に
求
め
て
い
る
。
神
な
い
し
原
理
は
唯
一
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
知
恵
は
唯
一
で
あ
っ
て
、
宗
教
伝
統
や
民
族
を
関
わ
ず
、

人
々
は
み
な
最
終
的
に
同
じ
唯
一
の
神
を
信
仰
し
て
い
る
i
i
i
こ
う
し

た
説
は
ス
テ
ウ
コ
に
先
立
ち
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
ク
ザ

i
ヌ
ス
に

よ
っ
て
吋
信
仰
と
平
和
」
の
内

(
4
，
日
，

U
，
U
，
ω山
)
で
述
べ
ら

れ
て
い
た
。
ク
ザ

i
ヌ
ス
は
キ
リ
ス
ト
、
聖
ペ
ト
口
、
聖
パ
ウ
ロ
と

様
々
な
民
族
の
代
表
者
の
会
話
を
想
像
し
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
。

こ
れ
ら
の
派
遣
さ
れ
た
者
た
ち
全
体
を
代
表
し
て
あ
る
首
位
者
が

述
べ
た
。

「
主
よ
、
あ
な
た
は
様
々
な
民
族
に
様
々
な
予
言
者
と
教
師
を
派

遣
さ
れ
て
き
て
お
ら
れ
、
そ
れ
も
あ
る
も
の
に
は
あ
る
と
き
に
、

ほ
か
の
も
の
に
は
ほ
か
の
と
き
に
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。
.

〔
し
か
し
〕
あ
る
共
同
体
が
自
ら
の
信
仰
を
他
に
対
し
て
優
先
さ

せ
れ
ば
、
少
な
か
ら
ぬ
論
争
が
生
じ
る
の
で
す
。
」

御
言
葉

「
別
の
信
仰
で
は
な
く
、
同
じ
唯
一
の
信
仰
が
い
た
る
と
こ
ろ
に

前
提
さ
れ
て
い
る
の
を
、
汝
ら
は
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
」
:
・
・

「
た
だ
一
つ
の
知
恵
だ
け
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
た
と
え
知
恵
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
ら
は
一
な
る
知
悲
に
・
由
来
し
て
存
在
し
て
い
る
の
が
必

然
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
竣
数
性
に
先

立
っ
て
一
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
」
:

「
こ
れ
ま
で
複
数
の
神
々
を
担
っ
て
き
た
者
は
す
べ
て
、
神
性
と

い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
し
て
き
で
い
る
。
:
:
:
ま
た

複
数
の
神
々
の
存
在
を
説
く
人
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
神
々
に
先

行
し
て
存
在
す
る
一
な
る
根
源
の
存
在
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
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る
。
:
:
:
い
か
な
る
種
族
も
、
機
数
の
神
々
が
存
在
す
る
場
合
、

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
第
一
原
因
、
根
源
あ
る
い
は
宇
協
の
創

造
者
で
あ
る
と
信
じ
る
ほ
ど
に
愚
か
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
」

こ
う
し
て
、
諸
国
民
の
知
者
た
ち
と
と
も
に
以
上
の
こ
と
が
考
察

さ
れ
た
後
に
、
昔
の
人
々
の
宗
教
的
戒
律
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
醤

物
が
た
く
さ
ん
提
示
さ
れ
た
。
:
・
:
集
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
審
物

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
の
始
め
か
ら
万
人
が

唯
一
の
神
を
常
に
前
提
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
祭

式
に
お
い
て
披
〔
唯
一
の
神
〕
を
崇
拝
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で

{
曲
目
}

あ
る
。

知
恵
の
唯
一
性
に
関
し
て
、
ク
ザ

i
ヌ
ス
は
「
あ
ら
ゆ
る
複
数
性
に

先
立
っ
て
一
性
が
存
在
す
る
」
と
説
明
す
る
の
み
に
止
ま
っ
て
お
り
、

役
の
影
響
を
受
け
た
に
せ
よ
、
ス
テ
ウ
コ
の
方
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
説

明
を
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
、
ま
た
よ
り
広
く
展
開
し
得
て
い
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
ス
テ
ウ
コ
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
な

重
大
な
患
考
と
し
て
帰
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
知
恵
の

唯
一
性
で
あ
れ
、
永
遠
の
哲
学
で
あ
れ
、
人
は
そ
れ
ら
の
存
在
を
帰
納
的

推
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
演
縛
的
推
論
に
よ
っ
て

i
i
i
つ
ま
り
、
多
様

な
諾
伝
統
の
内
に
類
似
し
た
真
理
(
知
恵
)
が
存
在
す
る
と
確
認
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
こ
の
真
理
が
原
理
の
唯
一
性
の
結
果
と
し

て
必
然
的
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
措
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
1

1

確
信
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
様
な
諸
伝
統

の
内
に
見
出
さ
れ
る
諸
々
の
類
似
は
、
た
だ
知
恵
の
唯
一
性
や
永
遠
の

哲
学
が
存
在
す
る
こ
と
を
裏
付
け
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
ア
ゴ
ス
テ
ィ

i
ノ
・
ス
テ
ウ
コ
に
よ
る
「
永
遠

の
哲
学
」
と
い
う
概
念
の
理
解
が
、
先
行
す
る
思
想
家
た
ち
の
諸
観
念

を
多
く
採
り
入
れ
つ
つ
作
り
上
げ
ら
れ
た
非
常
に
精
巧
な
も
の
で
あ
っ

て
、
深
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
で
い
る
こ
と
が
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
向
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
以

下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
.
永
遠
の
哲
学
と
は
神
的
な
事
柄
に
関
す
る
知
恵
で
あ
り
、
た
と

え
異
な
る
仕
方
や
形
態
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
時
代

や
文
化
を
通
じ
て
本
質
的
に
た
だ
一
つ
で
あ
る
。

二
.
そ
の
唯
一
牲
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
の
第
一
の
源
泉
で
も
あ
る
、

唯
一
の
原
理
の
存
在
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。

一
一
一
.
原
初
の
啓
示
以
降
こ
の
知
恵
は
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
て
行
く
の

だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
い
つ
で
も
、
ま
た
誰
に

よ
っ
て
も
、
そ
れ
に
と
っ
て
の
も
う
一
つ
の
源
泉
で
あ
る
観
照

を
通
じ
て
再
度
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
認
識
さ
れ
得
る
。

仮
に
今
、
自
ら
の
哲
学
を
特
徴
付
け
る
た
め
に
「
、
永
遠
の
哲
学
」
と

い
う
言
葉
を
毘
い
た
二
十
世
紀
に
お
け
る
様
々
な
思
想
家
や
学
派
に
つ

い
て
振
り
返
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
で
述
べ
た
ス
テ
ウ
コ
的
な
概
念
の
要

108 



点
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
は
、
永
遠
の
哲
学
派
で
あ
る
。
す
で
に
見
た

通
り
、
彼
ら
の
主
な
主
張
は
ス
テ
ウ
コ
に
よ
る
主
張
を
大
き
く
超
え
て

い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
自
ら
の
中
心
思
想
と
し
て
包
含
し
て
い
る
。
荷

者
の
相
違
に
自
を
向
け
る
な
ら
ば
、
最
も
際
立
っ
て
い
る
の
は
以
下
の

よ
う
な
点
ゃ
た
ろ
う
。

一
.
現
代
に
お
け
る
永
遠
の
哲
学
派
は
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概

念
に
対
し
、
実
際
に
普
遍
的
な
意
味
を
付
与
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
彼
ら
は
、
永
遠
の
哲
学
の
領
域
を
、
ス
テ
ウ
コ
の
言
う
よ

う
に
た
だ
原
則
の
み
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る

場
所
」
へ
と
拡
大
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
壁
史
上
の
ほ
ぼ
全
て

の
伝
統
に
慰
問
す
る
今
自
の
知
識
の
お
か
げ
で
、
文
字
通
り
「
あ

ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
」
へ
と
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。

二
.
現
代
で
は
様
々
な
諸
伝
統
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
、

ル
ネ
サ
ン
ス
期
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
抵
ど
優
れ
た
知
識
や
文

献
学
的
な
批
判
研
究
に
基
づ
い
て
、
ス
テ
ウ
コ
や
彼
の
詞
時
代

に
お
け
る
思
想
家
た
ち
が
犯
し
た
誤
り
を
回
避
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
.
大
進
化
の
否
定
や
宗
教
に
対
す
る
非
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

と
い
っ
た
、
現
代
に
お
け
る
永
遠
の
哲
学
派
の
主
張
の
い
く
つ

か
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
い
か
な
る
存
在
理
由
も
有
し
て
い

な
か
っ
た
。

四
.
永
遠
の
哲
学
派
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
思
想
家
や
哲
学
者
た
ち

が
カ
ト
リ
シ
ス
ム
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
よ
う
な
、
自
ら
の
考

え
を
世
に
出
す
際
の
諸
々
の
制
約
か
ら
自
由
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
こ
う
し
た
椙
違
点
が
存
在
す
る

主
な
理
由
は
、
時
間
の
流
れ
そ
れ
自
体
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
現
代
へ
と
至
る
時
間
の
流
れ
は
、
当
然
に

も
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
の
意
味
内
容
に
影
響
を
与
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。

結
論
を
一
一
一
一
口
う
な
ら
、
こ
れ
ら
全
て
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
遠

の
官
学
派
は
ス
テ
ウ
コ
が
用
い
た
意
味
で
の
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う

概
念
の
正
当
な
後
継
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
数
世
紀
に
わ
た
る
鴻
落
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ゴ
ス
テ
ィ

i
ノ
・
ス
テ
ウ
コ
が
そ
の
「
父
」
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
る
「
永
遠
の
哲
学
」
と
い
う
概
念
は
、
現
代
の
永
遠
の

哲
学
派
に
お
い
て
、
新
た
な
衣
装
を
身
に
纏
い
建
っ
た
と
も
言
い
得
る

の
で
あ
る
。
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