
円
切
出
向
。
同
盟
可
。
一
門
mwO自
由

1

1

ト
マ
ス
@
ア
ク
イ
ナ
ス

『
神
学
大
全
』

第
田
部
第
2
問
題
j

i

は
じ
め
に

筆
者
が
現
在
研
究
に
着
手
し
つ
つ
あ
る
「
神
学
大
全
」
第
田
部
は
啓
示

神
学
的
な
内
容
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
論
お
よ
び
秘
跡
論
か
ら
な
っ
て

い
る
。
そ
の
前
半
を
な
す
キ
リ
ス
ト
論
部
分
は
、
吋
ヨ
ハ
ネ
福
音
譜
」
冒

頭
の
言
葉
に
し
た
が
い
「
受
肉
」

E
n
a
-
s
z
o
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
そ
の
第

2
問
題
は
受
肉
に
よ
る
神
牲
と
人
間
性
と
の
「
合
こ

E
M
Z
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
論
に
つ
い
て
の
理
論

的
考
察
の
核
心
部
分
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
キ
リ
ス
ト
論
を

め
ぐ
る
古
代
公
会
議
に
お
け
る
論
議
の
蓄
積
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
て
い

る
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
「
神
学
大
全
い
第
田
部
第

2
問
題
に
お
い
て

ト
マ
ス
が
古
代
公
会
議
以
来
の
キ
リ
ス
ト
論
の
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ

れ
に
ど
の
よ
う
な
独
創
的
見
解
を
加
え
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
ト

マ
ス
の
思
想
体
系
金
体
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
を

概
観
し
た
い
。
考
察
の
視
点
と
し
て
は
、
持
に
キ
リ
ス
ト
論
と
い
う
場
面

に
お
い
て
特
徴
的
な
、
超
時
間
的
な
神
牲
に
関
す
る
概
念
と
時
側
倒
的
樫
史

的
な
人
間
牲
に
関
す
る
概
念
と
の
交
錯
を
ト
マ
ス
が
い
か
に
処
理
し
て
い

桑

原

誼

己

る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
概
念
装
霞
が
ト
マ
ス
の
キ
リ
ス
ト
論
、
さ
ら
に
は

耳
打
学
大
全
」
全
体
に
対
し
て
い
か
な
る
考
察
の
枠
組
み
を
提
供
し
て
い

る
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
撞
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
「
神
学
大
全
い
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
無
駄
の
な
い
叙
述
に

な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
神
学
大
全
い
第
園
部
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
論
に
関
す
る
部
分
の
冒
頭
箇
所
に
つ
い
て
は
最
晩
年
の
故
山
田
品
が
心

血
を
注
ぎ
、
膨
大
な
注
釈
を
討
す
る
形
で
訳
出
し
て
い
る

11
蛇
足
の
危

険
を
顧
み
ず
こ
の
小
論
を
著
す
に
あ
た
り
、
筆
者
は
ま
ず
山
田
の
註
解
と

の
対
話
を
心
が
け
て
い
る
。

2 

第

2
問
題
の
位
額
づ
け
と
内
部
構
成

ま
ず
、
第

2
問
題
の
序
文
に
お
い
て
、
本
問
題
を
合
む
一
連
の
問
題
訴

で
あ
る
「
受
肉
し
た
雷
の
合
一
の
仕
方
」
に
つ
い
て
の
論
考
全
体
の
内
部

構
成
が
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、
受
肉
し
た
苛
の
合
一
の
仕
方
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
合
一
そ
の
も
の
に
関
し
、
第
二
に
、

受
容
す
る
ペ
ル
ソ
ナ
に
関
し
(
第
3
開
題
)
、
第
一
二
、
受
容
さ
れ
る

本
性
に
関
し
て
(
第
4
問
題
以
下
)
口
。

「
受
肉
」
と
は
吋
ヨ
ハ
ネ
福
音
響
」
智
頭
(
立
ち
の
「
替
は
肉
と
な
っ

て
、
わ
た
し
た
ち
の
摺
に
指
ら
れ
た
」
と
い
う
雷
葉
に
も
と
づ
く
。
そ
れ
は
、

三
位
一
体
の
第
二
位
格
、
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
苔
F
o
m
o
ω

日
記
号
EHH
が

「
人
間
と
な
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
神
と

人
間
と
が
一
つ
に
な
る
こ
と
」
ω
で
あ
る
。
こ
の
合
一
は
い
か
に
し
て
な

さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
問
題
は
「
キ
リ
ス
ト
」
と
は
何
者
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
い
で
あ
っ
た
。
特
に
四
世
紀

以
降
五
つ
の
公
会
識
を
へ
て
六
世
紀
の
半
ば
、
五
五
三
年
の
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
第
二
公
会
議
に
お
い
て
最
終
的
な
教
義
が
確
立
さ
れ
た
。

「
合
一
そ
の
も
の
」
を
扱
う
第
2
問
題
で
は
、
ト
マ
ス
は
古
代
公
会
議
を

通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
教
議
論
の
問
題
性
を
直
接
に
引
き
受
け
て
い

る
。
そ
し
て
後
述
す
る
が
、
ト
マ
ス
は
さ
ら
に
こ
の
教
識
を
神
で
あ
る
言

の
ペ
ル
ソ
ナ
が
人
間
性
を
「
受
容
」
し
た
、
と
い
う
方
向
で
解
釈
し
て
い

る
。
そ
の
上
で
「
受
容
す
る
ペ
ル
ソ
ナ
」
を
扱
う
第
3
問
題
で
は
神
で
あ

る
曹
の
側
か
ら
合
一
を
見
る
視
点
に
お
い
て
、
ま
た
第
4
問
題
以
下
で
は

「
受
容
さ
れ
る
本
牲
に
関
し
て
」
、
す
な
わ
ち
人
間
性
の
艇
か
ら
合
一
を
見

る
視
点
に
お
い
て
考
察
が
展
開
問
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
構

成
そ
の
も
の
が
古
代
公
会
議
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
に
関
す

る
教
義
の
枠
組
み
と
、
こ
れ
に
対
す
る
ト
マ
ス
自
身
の
解
釈
と
を
踏
ま
え

た
形
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
が
主
題
的
に
検
討
す
る
第
2
問
題
で
は
ロ
の
事
項
が
関
わ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

2 

一
、
受
肉
し
た
首
の
合
一
は
本
性
に
お
い
て
な
さ
れ
た
か
。

二
、
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
か
。

一
二
、
主
体
な
い
し
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
に
お
い
て
な
さ
れ
た
か
。

図
、
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
な
い
し
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
は
受
肉
の
後

に
趨
合
さ
れ
た
か
。

五
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
魂
と
肉
体
と
の
何
ら
か
の
合
一
が
な
さ
れ

た
か
。

六
、
人
間
本
性
は
喬
と
付
部
的
に
合
一
し
た
か
。

七
、
合
一
そ
の
も
の
は
何
か
被
造
の
も
の
で
あ
る
か
。

八
、
合
一
は
受
容
と
罰
じ
で
あ
る
か
。

九
、
そ
れ
は
諸
々
の
合
一
の
な
か
で
最
大
の
も
の
で
あ
る
か
。

一
O
、
キ
ワ
ス
ト
に
お
け
る
二
つ
の
本
性
の
合
一
は
患
恵
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
か
。

一
一
、
合
一
に
は
何
ら
か
の
功
績
が
先
立
っ
た
か
。

一
二
、
或
る
思
恵
は
人
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
本
性
的
な
も

の
で
あ
っ
た
か

1

以
上
の
諸
一
項
を
便
宜
的
に
以
下
の
通
り
に
分
類
し
て
お
き
た
い
。
ま

ず
、
第

1
項
か
ら
第
3
項
ま
で
で
は
、
「
一
つ
の
ベ
ル
ソ
ナ
、
二
つ
の
本

性
」
と
い
う
古
代
公
会
議
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
に
関
す
る

教
義
の
枠
組
み
が
確
認
さ
れ
る
。
次
い
で
、
第
4
項
か
ら
第
6
項
ま
で
で



は
、
合
一
の
機
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
7
項
か
ら
第
9
項
ま
で
で
は
、

「
受
肉
」
「
合
一
」
「
受
容
」
と
い
っ
た
諸
概
念
の
意
味
が
関
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
叩
項
か
ら
第
ロ
項
ま
で
で
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
の
意

味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

3 

一
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
、
二
つ
の
本
性

(
一
)
単
一
性
論
の
排
除

第
1
項
は
「
受
肉
し
た
言
の
合
一
は
一
つ
の
本
性
に
お
い
て
な
さ
れ
た

か
」
と
題
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
単
一
性
論
」
冨
C

ロ
c
u
y出、島
EHH
の
立

場
が
反
駁
さ
れ
る
。
単
一
一
性
論
と
は
一
言
と
肉
と
の
「
合
一
が
一
つ
の
本
牲

に
お
い
て
な
さ
れ
る
」

E
g
p
E
ω
2ニ
ロ
戸
5
5
2
2、
す
な
わ
ち
一
一
一
一
口
と

肉
と
の
合
一
の
結
果
と
し
て
の
「
受
肉
し
た
き
口
」
た
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
は
、
一
つ
の
本
性
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。

主
文
に
お
い
て
、
ま
ず
ト
マ
ス
は
、
「
本
性
」

S
E
E
H
M
)
Y
3
2
と
い

う
こ
と
ば
の
意
味
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
即
し
て
分
析
し
、
こ
こ
で
問
題

と
な
る
ロ
え

c
g
と
は
、
「
種
の
本
質
、
な
い
し
、
も
の
の
侍
で
あ
る
か
、

す
な
わ
ち
種
の
何
性
を
表
示
す
る
意
味
で
の
」

g
z
g
で
あ
る
こ
と
を
明

示
す
る
。

そ
の
上
で
、
一
つ
の
も
の
が
被
数
の
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
る
三
つ
の
仕

方
を
反
一
即
す
る

G

そ
の
第
一
は
、
「
二
つ
の
も
の
が
完
全
で
横
わ
れ
ず
に
、

そ
の
ま
ま
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
そ
の
二
つ
の
も
の
か
ら
一
つ
の
も
の
が

構
成
さ
れ
る
場
合
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
石
や
材
木
が
無
秩
序
に
「
堆

積
」
を
構
成
す
る
場
合
や
「
家
」
の
よ
う
な
構
造
物
を
構
成
す
る
よ
う
な

場
合
を
指
す
。
第
二
の
仕
方
は
、
た
と
え
ば
諸
元
素
か
ら
化
合
物
が
生
じ

る
場
合
の
よ
う
に
「
伺
か
が
い
く
つ
か
の
完
全
な
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
る

が
、
構
成
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
要
素
が
他
の
も
の
に
移
り
変
わ
る
場
合
」

で
あ
る
。
第
三
に
、
た
と
え
ば
、
魂
と
肉
体
と
か
ら
人
間
が
で
き
、
ま
た

多
様
な
披
体
か
ら
人
聞
が
で
き
る
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
「
何
も
の
か

が
、
変
化
は
し
な
い
が
不
完
全
な
何
ら
か
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
」

で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
受
肉
に
お
け
る
神
の
本
牲
と
人
間
本
性
と
は
、
上
記

い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
も
一
つ
の
本
性
と
な
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
示

す
目
。
そ
し
て
異
論
と
し
て
単
一
性
論
を
主
張
す
る
諾
論
拠
を
枚
挙
し
、

こ
れ
ら
を
反
駁
し
て
い
る
。

(
二
)
ロ
E
C
E
宮山門
ω。ロ
ω

第
2
項
で
は
、
受
肉
し
た
言
の
合
一
が
「
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
」
宮

宮門
ω
。
習
な
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

主
文
で
は
ま
ず
、
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
「
本
性
」
と
の
意
味
の
一
包
別
か
ら

解
説
さ
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
「
本
性
」
と
は
、
「
定
義
に
よ
っ
て
表

示
さ
れ
る
種
の
本
質
」
を
意
味
す
る
。
他
方
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
は
、
ポ

エ
テ
ィ
ウ
ス
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
理
性
的
本
性
の
価
的
実
体
」

S
E
E命

日誌
O
B
E
r
g丘〈
E
E
ω
与
ω片山
口

E
で
あ
る
。
「
倒
的
実
体
」
と
定
義
さ

れ
て
い
る
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
は
「
主
体
」

2
3
0包
Z
S
で
あ
り
「
自
存
」

E
Z
2お
話
す
る
と
い
う
特
畏
が
あ
る
。

(
1
)
種
の
本
質
概
念
に
践
す
る
こ
と
が
ら
に
、
自
存
す
る
こ
と
の
根

拠
と
な
る
も
の
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
は
、
「
本
性
を
そ
の

主
体
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
本
性
に
お
い
て
自
存
す
る
縞
物
と
一
回
附
加
す
る
必

3 



要
は
な
い
」
。
こ
の
こ
と
は
神
に
つ
い
て
妥
逃
す
る
。

(2)
他
方
、
他
の
「
向
存
す
る
事
物
」
の
場
合
に
は
、
そ
こ
に
揮
の

概
念
に
は
鳳
さ
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
結
々
の
付
帯
性
と
、
そ
の
も
の

を
髄
体
化
し
て
い
る
諸
々
の
根
原
が
存
す
る
。
質
料
と
形
相
と
か
ら
接
合

さ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
も
の
に
お
い

て
は
、
本
性
と
主
体
と
は
実
在
的
に
も
異
な
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
、
「
一
泊
料

と
形
棉
と
か
ら
接
合
さ
れ
て
い
る
も
の
の
場
合
に
は
、
本
性
は
主
体
に
つ

い
て
述
諾
さ
れ
な
い
汁
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
?
」
の
人
間
(
主
体
)

が
そ
の
人
間
性
(
本
牲
)
で
あ
る
」
と
は
言
わ
な
い
。

と
こ
ろ
で
或
る
ペ
ル
ソ
ナ
に
内
在
す
る
も
の
は
、
そ
の
本
性
に
属

す
る
も
の
で
あ
れ
属
さ
な
い
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
ペ
ル
ソ
ナ
に
お

い
て
は
ペ
ル
ソ
ナ
に
合
一
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
も
し
も
人
間
本
性

が
神
の
替
に
、
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
合
一
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら

江
、
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
も
ペ
ル
ソ
ナ
に
合
一
し
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
か
く
て
は
、
受
肉
の
信
仰
は
全
部
的
に
失
わ
れ
る
。
こ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
全
体
を
く
つ
が
え
す
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
で
神
の
言
は
、
御
自
身
と
合
一
し
て
い
る
が
、
し
か
し
御
自
身
の

神
の
本
性
に
は
属
さ
な
い
人
間
本
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
し
た
が
っ
て
、
合
一
は
喬
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
本
牲
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
ミ

か
く
し
て
、
受
肉
し
た
言
に
お
け
る
神
性
と
人
間
性
と
の
合
一
が
、
本

性
の
次
元
に
お
い
て
で
は
な
く
ペ
ル
ソ
ナ
の
次
元
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
「
合
一
が
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
な

さ
れ
た
」
ロ
ロ
芯
貯
の
宙
ゆ
え
百
胃
吋
ω
。
E
と
は
、
受
肉
し
た
言
は
、
人
悶
の

ペ
ル
ソ
ナ
と
苦
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
が
合
一
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
ペ
ル
ソ

ナ
は
習
の
ペ
ル
ソ
ナ
一
つ
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
人
間
本
性
が
受
容
さ

れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
両
性
の
合
一
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

の
一
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
が
神
の
本
性
と
と
も
に
人
間
の
本
性
を
有
す
る
、
つ

ま
り
受
肉
し
た
奮
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、
真
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
真

の
入
院
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
以
上
の
論
か
ら
、
五
つ
の
公
会
議
を

へ
て
確
立
さ
れ
た
東
西
両
キ
リ
ス
ト
教
会
に
共
通
す
る
教
義
で
あ
る
「
一

つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
、
二
つ
の
本
性
」
ロ
ロ
即
日

}
2
8
5
w
込

5
2
g
E
Eぬ
と
い
う

定
式
が
確
認
さ
れ
た
。

4 

(
一
二
)
宮
『
ω。
g
と
『
否
。
ω
E
ま

「
受
肉
し
た
ヰ
一
一
口
の
合
一
は
主
体
な
い
し
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
に
お
い
て
な

さ
れ
た
か
」
と
題
す
る
第

3
項
は
、
「
キ
リ
ス
ト
に
は
た
だ
一
つ
の
ペ
ル

ソ
ナ
だ
け
が
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
し
か
し
神
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
と

人
間
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
と
は
別
で
あ
る
と
主
張
し
た
」
人
々
が
存
在
し

た
と
い
う
事
情
を
背
景
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
東
方
教
会
に
お
い
て
は
「
ペ

ル
ソ
ナ
」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
当
た
る
つ
フ
ロ
ソ
ポ
ン
」
匂
「
。
ω。
宮
ロ
と

い
う
ギ
リ
シ
ア
詰
の
か
わ
り
に
、
「
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
」
げ
て
勺

g
g∞
ぽ
を

用
い
た
こ
と
に
よ
る
概
念
的
混
乱
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
本
項
は
こ
れ
を

処
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
は
「
ヒ
ュ
ポ
ス
タ

シ
ス
」
の
上
に
「
理
性
的
」
と
い
う
本
性
を
付
け
加
え
た
だ
け
に
す
ぎ
ず
、



基
本
的
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る

T

以
上
の
問
問
題
群
で
は
、
基
本
的
に
古
代
公
会
議
の
成
果
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
論
に
関
す
る
教
義
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
た
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

4 

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
合
一
の
様
態

(
一
)
一
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
、
二
つ
の
「
自
存
の
根
拠
」

以
上
の
考
察
か
ら
、
受
肉
し
た
言
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
、
神
性
と
人
間

性
と
い
う
二
つ
の
本
性
に
お
い
て
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
ペ
ル
ソ

ナ
に
お
い
て
合
一
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
は
神
性
と
人
間
性
と
か
ら
接
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ペ
ル
ソ
ナ
は
神
で
あ
る
言
の
ペ
ル
ソ
ナ
一
つ

で
あ
る
の
で
、
神
は
い
か
な
る
意
味
で
も
単
純
で
あ
っ
て
複
合
を
含
ま
な

い
と
す
る
第

I
部
ゅ
で
確
立
さ
れ
た
原
則
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ

の
こ
と
が
「
キ
リ
ス
ト
の
ベ
ル
ソ
ナ
は
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
か
」
と
問

う
第
4
項
の
課
題
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
な
い
し
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
を
考
察

す
る
う
え
で
の
こ
つ
の
側
面
を
区
別
す
る
。

(
l
)
「
一
つ
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
傑
顕
で
あ
る
。
こ
の
側
面
か
ら
考
え
る
な
ら

ば
、
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
は
全
く
単
純
で
あ
る
」
。

(2)
「
も
う
一
つ
は
、

「
何
ら
か
の
本
性
に
お
い
て
自
存
す
る
」
と
い
う
性
格
を
含
ん
で
い
る
も

の
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
こ
の
側
面
か
ら
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル

ソ
ナ
は
、
二
つ
の
本
性
に
お
い
て
自
存
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
そ
の
意
味

で
一
吉
の
ペ
ル
ソ
ナ
は
、
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
二
つ
の
本
性
に
お
い
て
自
存

す
る
限
り
に
お
い
て
、
複
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

t

ト
マ
ス
の
解
決
は
、
「
そ
こ
に
'
自
存
し
て
い
る
者
」
す
な
わ
ち
ペ
ル
ソ

ナ
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
神
性
と
人
間
性
と
い
う
こ
つ
の

別
の
自
存
の
根
拠
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

士
二
魂
と
肉
体
と
の
合
一

第
5
項
で
は
「
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
魂
と
肉
体
と
の
合
一
が
あ
っ
た
か
」

と
題
し
て
お
り
、
結
論
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
普
通
の
人
間
と
詞
じ
よ
う

に
、
魂
と
肉
体
と
を
有
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ト
マ
ス
は
、
「
ピ
リ
ピ
書
簡
」
に
お
け
る
「
人
閤
と
同
じ
者
に
な
ら
れ
た
」

と
い
う
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
に
依
拠
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
他
の
人
間
た
ち
と

同
じ
意
味
で
「
人
間
」
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
人
間
の

種
の
概
念
の
う
ち
に
は
、
「
魂
が
肉
体
と
合
一
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
含

ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
魂
は
肉
体
と
合
一
し
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
こ
れ
に
反
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト

の
人
開
性
の
真
理
会
に
侍
る
者
と
し
て
、
異
端
に
な
る
」
と
厳
し
く
述
べ
て

ミ

:
J
凶
。

:( (
一
二
)
「
付
帯
的
合
こ
1
1
1
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
的
興
端

「
人
間
本
性
は
神
の
蓄
に
付
帯
的
に
合
一
し
た
か
」
と
.
糊
す
る
第

6
項

で
は
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
離
認
さ
れ
て
き
た
古
代
公
会
議
の
教
識
が
、
キ
リ

ス
ト
に
お
い
て
一
つ
の
本
性
の
み
を
認
め
る
単
一
性
論
と
、
キ
リ
ス
ト
に

お
け
る
こ
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
措
定
し
た
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
ら
の
立
場
を
排
除

5 



す
る
も
の
で
あ
ウ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
「
人
間
本
性
は
神
の
詰
に

付
帯
的
に
合
一
し
た
」
と
主
探
し
た
後
代
の
人
々
は
当
人
た
ち
も
気
付
か

ぬ
う
ち
に
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
的
立
興
端
に
踊
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

1

5 

受
肉
、
合
て
受
容

(
二
合
一
の
被
造
性

第
7
墳
で
は
「
神
の
本
性
と
人
間
本
性
と
の
合
一
は
伺
か
被
造
の
こ
と

で
あ
る
か
」
と
関
わ
れ
る
。
被
造
物
同
志
の
合
一
が
被
造
的
で
あ
る
こ
と

に
は
問
題
は
な
い
。
し
か
し
受
肉
の
場
合
、
合
一
す
る
の
は
神
と
人
間
で

あ
る
。
被
造
的
な
も
の
と
被
造
的
で
な
い
も
の
と
の
合
一
は
、
被
造
的
で

あ
り
う
る
の
か
、
被
造
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に

お
い
て
の
こ
と
な
の
か
が
関
わ
れ
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
第

I
部
に
お
い
て
「
被
造
物
へ
の
関
係
を
合
意
す

る
ご
と
き
名
称
が
神
に
つ
い
て
諮
ら
れ
る
場
合
」
に
つ
い
て
述
べ
た
と

こ
ろ
に
従
い
坊
、
「
神
と
被
造
物
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
関
係
は
す
べ
て
、

被
造
物
の
側
に
は
た
し
か
に
実
在
的
に
存
在
し
、
被
造
物
の
変
化
に
よ
っ

て
こ
の
関
係
は
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
神
の
側
に
は
実
在
的
に
存
在
せ
ず
、

た
だ
概
念
的
に
認
の

g
含
B
E苦
言
語
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と

を
確
認
す
る
。
こ
の
関
係
は
、
「
神
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
勺

そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
本
性
と
人
間
本
性
と
の
合
一
は
、

「
神
の
側
に
は
実
在
的
に
存
在
せ
ず
、
た
だ
概
念
的
に
在
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
何
ら
か
の
被
造
物
た
る
人
間
本
性
の
側
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
実

在
的
に
存
在
す
る
。
そ
の
意
味
で
合
一
は
、
何
か
被
造
の
こ
と
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
せ

6 

(
二
)
受
肉
、
合
一
、
受
容

先
述
の
と
お
り
、
受
肉
と
は
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
響
」
冒
頭

(
H

片
品
)
の
「
言

は
肉
と
な
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
問
に
宿
ら
れ
た
」
と
い
う
一
言
葉
に
も
と

づ
く
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
「
受
肉
」
は
神
性
と
人
間
性
と
の
ペ
ル

ソ
ナ
に
お
け
る
「
合
こ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
神

性
と
人
間
性
と
は
、
閉
じ
資
格
で
合
一
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を

ト
マ
ス
は
、
神
性
が
人
間
性
を
自
分
に
「
受
け
容
れ
る
」
、
す
な
わ
ち
神

の
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ
る
言
が
人
間
性
を
「
受
容
」
忠
告
白
℃
巴
。
す
る
と
い
う

仕
方
で
行
わ
れ
る
、
と
い
う
理
解
を
示
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
、
「
受
肉
」
「
合

こ
「
受
容
」
と
い
う
概
念
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
が
「
合
一
は
受
容
と
関
じ
こ
と
で
あ
る
か
」
と
題
す
る
第
8

項
で
あ
る
。
本
項
は
重
要
な
視
点
を
示
し
て
い
る
の
で
、
い
さ
さ
か
冗
長

で
あ
る
が
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
山
田
註
を
頗
次
参
照
し
て

ゆ
き
た
い
。
ま
ず
主
文
の
テ
キ
ス
ト
か
ら

答
え
て
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

(
前
項
)
、
合
一
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
本
性
と
人
間
本
性
と
が
、
一

つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
両
本
性

の
関
係
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
時
間
的
に
存
在
し
始
め

る
関
係
は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
。

し
か
る
に
変
化
は
、
能
動
と
受
動
に
お
い
て
成
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え



次
の
よ
う
に
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
一
と
受
容
と
の
間
に
あ

る
第
一
の
根
原
的
な
棺
遼
は
、
合
一
が
関
係
そ
の
も
の
の
意
味
を
含

む
の
に
対
し
、
受
容
の
方
は
、
誰
か
が
そ
れ
に
よ
っ
て
受
容
者
と
い

わ
れ
る
能
動
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
が
受
容
さ
れ
る
も

の
と
い
わ
れ
る
受
動
の
意
味
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
守

テ
キ
ス
ト
の
以
上
の
部
分
で
は
、
「
合
こ
と
「
受
容
」
と
の
第
一
の

棺
違
点
が
一
部
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
山
田
は
次
の
よ
う
に
解
説
し

て
い
る
。

「
合
こ
と
は
、
神
性
と
人
間
性
と
が
、
同
一
の
ヒ
ユ
ポ
ス
タ
シ

ス
に
お
い
て
合
致
し
て
い
る
、
そ
の
合
致
の
関
係
を
意
味
す
る
。
た

だ
関
係
だ
け
を
示
し
、
そ
の
関
係
が
い
か
に
し
て
生
じ
た
か
と
い
う

こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
何
も
示
さ
な
い
。
し
か
し
こ
の
関
係
は
、
無

時
間
的
に
永
遠
か
ら
存
在
し
た
の
で
は
な
く
て
、
時
間
に
お
い
て
、

こ
の
被
造
の
世
界
に
、
い
つ
か
存
在
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
受
肉
の
時
が
、
時
間
的
世
界
の
う
ち
に
指
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
を
墳
と
し
て
、
そ
の
前
と
後
と
に
変
化
が
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
受
肉
は
、
こ
の
観
点
か
ら
み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
変
化

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
牲
が
人
間
性
と
合
一
す
る
と
い

う
変
化
で
あ
る
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
永
遠
の
神
の
窓
口
が
人
間
性

を
取
っ
て
、
人
間
と
し
て
時
閣
の
世
界
に
存
在
し
始
め
る
。
こ
の
変

化
が
「
受
容
」
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
こ
れ
を
受
容
者
と
し
て
の

雷
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
人
間
性
を
「
取
る
」
と
い
う
能
動
で
あ
り
、

受
容
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
人
間
性
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
「
取
ら
れ

る
」
と
い
う
受
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
受
肉
は
「
合
こ
と
し

て
み
ら
れ
る
限
り
、
受
肉
に
お
け
る
神
性
と
人
間
性
と
の
「
関
係
」

を
示
す
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
「
受
容
」
と
し
て
み
ら
れ
る
限
り
、

何
ら
か
の
変
化
と
し
て
能
動
と
受
動
の
意
味
を
含
む
。
こ
こ
に
「
合

こ
と
「
受
容
」
と
の
陪
の
第
一
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
的
。

こ
こ
に
、
無
時
間
的
な
神
性
内
部
の
視
点
と
、
時
間
的
歴
史
性
内
部
の

視
点
と
の
交
錯
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
が
周
到
な
概
念
的
枠
組
み
を
与
え
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
合
こ
と
は
「
関
係
だ
け
を
示
し
、

そ
の
関
係
が
い
か
に
し
て
生
じ
た
か
と
い
う
こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
何
も

一
不
さ
な
い
」
。
つ
ま
り
時
期
的
歴
史
性
と
は
差
し
当
た
り
無
関
係
に
提
示

し
う
る
概
念
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
受
肉
を
、
神
性
の
人
間
性
に
対
す
る
関

部
と
し
て
で
は
な
く
人
間
性
の
神
性
に
対
す
る
関
係
と
し
て
考
察
し
て
い

る
。
前
項
で
示
さ
れ
た
と
お
り
、
こ
の
側
面
か
ら
見
た
受
肉
は
被
造
的
事

実
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
時
間
的
に
生
起
し
た
歴
史
的
出
来
事
、
す
な
わ

ち
一
つ
の
「
変
化
」
自
己
宮
宏
一
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
た
受
肉
が
「
受

容
」
で
あ
る
。
「
受
容
」
と
は
持
際
的
盛
史
牲
内
部
で
事
態
を
語
る
概
念

で
あ
り
、
さ
ら
に
受
容
す
る
側
、
さ
れ
る
憾
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
能
動
・

受
動
の
意
味
を
含
む
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

統
い
て
ト
マ
ス
は
「
合
こ
と
「
受
容
」
と
の
第
二
の
相
違
点
に
論
及

す
る
。
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こ
の
相
違
を
も
と
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
第
二
に
、
次
の
相
違
が
認

め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
受
容
と
い
う
こ
と
は
、
「
成
り
つ
つ
あ
る
」

こ
と
と
し
て
い
わ
れ
る
の
に
対
し
、
合
一
の
方
は
、
「
成
り
終
っ
た
」

と
と
と
し
て
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
合
一
せ
し
め
る
も
の
が
合
…
せ

し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
受
容
す
る
も
の
が
受
容

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
人
間
本
性
は

「
人
間
」
(
具
体
名
詩
)
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
ヒ
ュ
ポ

ス
タ
シ
ス
へ
の
受
容
の
終
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
示
さ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
本
性
を
御
自
身
に
合
一
さ
せ
て
い
る
神

の
子
が
人
間
で
あ
る
と
、
真
実
の
意
味
で
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
人
間
本
性
は
、
「
受

容
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
表
示
さ
れ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
神

の
子
が
人
間
本
性
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
噌

こ
の
第
二
の
栢
違
点
に
つ
い
て
山
田
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

合
一
は
、
神
性
と
人
間
性
と
が
と
ユ
ポ
ス
タ
シ
ス
に
お
い
て
一
つ

に
成
っ
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、
部
者
の
拐
に
成
立
す
る
関
係
を
一
部

す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
関
係
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
合
一
の
た
め
の

変
化
は
既
に
完
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
受

容
は
、
受
容
す
る
者
が
さ
れ
る
も
の
を
自
分
に
取
り
こ
み
、
自
分
と

合
一
さ
せ
る
そ
の
過
程
を
合
意
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
受
容
」
は

合
一
を
「
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
」

g
rユ
こ
と
と
し
て
示
し
、
「
合
こ

は
そ
れ
が
「
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」

g
役
立
。

2
2
こ
と
と
し
て
示

す
。
そ
れ
ゆ
え
合
一
の
場
合
に
は
、
合
一
せ
し
め
る
も
の
と
せ
し
め

ら
れ
る
も
の
と
が
、
肢
に
一
つ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
合

一
せ
し
め
る
も
の
」
は
「
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
対
し
「
受
容
」
の
方
は
、
同
じ
こ
と
が

過
程
に
お
い
て
一
新
さ
れ
る
か
ら
、
「
受
容
す
る
も
の
」
が
「
受
容
さ

れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
両
者
は
区
別
し
て
考

察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
容
と
は
、
人
間
性
が
神
の
言
に
受
け
取
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
、

一
つ
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
に
お
い
て
神
性
と
合
一
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
受
容
の
過
程
の
終
極
に
お
い
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
人

間
本
性
は
こ
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
は
神
の
言
、
神
の
子
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
受
容

の
終
極
の
段
階
に
お
い
て
、
「
神
の
子
は
人
間
で
あ
る
」
司
自

5
口
止

め

ω
二H
O
B
O

と
い
う
命
題
は
真
実
に
成
り
立
つ
。
他
方
、
人
間
性
は

神
性
と
区
別
さ
れ
た
人
間
性
と
し
て
考
察
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て

は
、
こ
の
終
極
の
段
階
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
そ
の
も
の
に

は
な
ら
ず
、
そ
の
う
ち
に
「
受
容
さ
れ
た
も
の
」

S
2
5勺
冒
と
し

て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
抽
象
的
に
「
人
間
性
」

F
C
2
8
5
ω

と
い
う
名
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
と
ユ
ポ
ス
タ
シ
ス
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
に
受
容
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

そ
の
う
ち
に
、
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
と
は
区
別
さ
れ
て
考
察
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
神
の
子
は
人
間
で
あ
る
」
と
は
い
え
る
が
、

「
神
の
子
は
人
間
性
で
あ
る
」
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
m
o
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こ
の
部
分
で
は
、
二
つ
の
帰
結
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
点
と
し
て

は
、
「
受
容
」
が
「
成
り
つ
つ
あ
る
」
こ
と
と
し
て
時
間
性
内
部
に
お
い

て
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「
合
こ
の
方
は
「
成
り
終
っ
た
」
こ
と
と
し

て
語
ら
れ
る
、
と
い
う
相
違
の
指
摘
。
そ
し
て
も
う
一
点
は
、
受
容
の
過

程
の
終
極
に
お
い
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
人
間
本
性
は
神
の
一
一
一
一
口
、
神
の
子
と

し
て
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
「
受
容
の
終
極
の
段
階
に
お
い
て
、
「
神
の
子
は
人
関
で

あ
る
」
司
出
~
-

う
こ
と
が
婦
結
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
人
間

本
性
は
、
「
受
容
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
表
示
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の

区
別
は
実
は
吋
神
学
大
全
〕
第
E
部
に
お
け
る
そ
の
後
の
叙
述
の
骨
格
全

体
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
{
内
ノ
ム
節
で
見
た
本
問
題

の
浮
文
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
第
4
問
題
以
降
の
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性
に

関
す
る
叙
述
は
「
受
容
さ
れ
る
本
性
に
関
し
て
」
と
し
て
怯
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
噌

そ
し
て
、
ト
マ
ス
は
「
合
こ
と
「
受
容
」
と
の
第
三
の
相
違
点
に
論

及
す
る
。

更
に
こ
こ
か
ら
、
第
三
の
相
違
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
関

係
、
特
に
相
等
関
係
の
場
合
に
は
、
そ
の
関
係
が
一
方
の
端
に
対
し

て
他
方
の
端
に
対
す
る
よ
り
も
、
よ
り
以
上
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
能
動
と
受
動
と
は
、
能
動
者
と
受
勤
者
と
に
対
し
、

ま
た
異
な
る
端
に
対
し
、
異
な
る
仕
方
で
か
か
わ
る
。
そ
れ
ゆ
え
受

容
の
方
は
、
そ
こ
か
ら
受
容
が
始
ま
る
端
と
、
そ
こ
に
終
る
端
と
を

明
確
に
限
定
す
る
。
じ
っ
さ
い
「
受
容
」

2
8
5
E
C
と
い
う
こ
と

は
、
「
他
か
ら
」
与
怠
。
、
「
自
分
に
」
怠
宮
、
「
受
け
取
る
こ
と
」

2
2
u
t
o
と
い
う
意
味
で
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
合

こ
の
方
は
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
こ
と
を
も
限
定
し
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
人
縄
本
性
が
神
の
本
牲
に
合
一
し
た
と
い
っ
て
も
、
逆
に
、
神
の

本
性
が
人
間
本
性
に
合
一
し
た
と
い
っ
て
も
、
何
の
相
違
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
、
神
の
本
性
が
人
間
本
性
に
よ
っ
て
受
容

さ
れ
た
と
は
い
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
逆
の
こ
と
は
い
わ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
人
間
本
性
が
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
性
に
付
け
加
え
ら
れ
る
と
、
神
の

ペ
ル
ソ
ナ
が
人
間
本
牲
に
お
い
て
自
存
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ

L
J
m
o
 

:
{
 

こ
の
第
二
の
棺
違
点
に
つ
い
て
山
田
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

合
一
は
、
関
誌
の
両
端
、
す
な
わ
ち
神
性
と
人
間
性
に
対
し
て
、

平
等
に
か
か
わ
る
。
ゆ
え
に
、
人
間
性
が
神
性
に
合
一
す
る
と
い
っ

て
も
、
神
性
が
人
間
性
に
合
一
す
る
と
い
っ
て
も
、
抑
制
速
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
受
容
に
お
い
て
は
、
神
性
と
人
間
性
と
は
相
互
に
対

し
て
、
興
な
る
仕
方
で
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
神
性
は
「
受
容
す
る

も
の
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
間
性
は
「
受
容
さ
れ
る
も
の
」
で
あ

り
、
そ
の
逆
は
い
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
神
が
人
間
性
を
受
容
し
て
、

或
る
意
味
で
人
間
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
逆

に
、
人
間
性
が
神
性
を
受
容
し
て
神
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
「
合
こ
と
「
受
容
」
と
の
第
三
の
棉
違
点

9 



で
あ
る
ぜ

結
論
と
し
て
、
「
合
一
」
「
受
容
」
「
受
肉
」
の
諸
概
念
の
関
係
は
以
下

の
と
お
り
と
な
る
問
。

(
1
)
「
合
こ
と
は
「
神
性
と
人
間
性
と
が
一
つ
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス

な
い
し
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
、
一
つ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ

と
」
で
あ
る
。

(2)
「
受
容
」
と
は
「
同
じ
合
一
を
受
容
す
る
も
の
た
る
一
言
の
側
か
ら

把
え
て
、
奮
が
人
間
性
を
自
分
に
受
け
域
っ
て
こ
れ
と
結
合
す

る
こ
と
」
で
あ
る
。

(3)
「
受
肉
」
と
は
「
向
じ
合
一
を
受
容
さ
れ
る
も
の
の
側
聞
か
ら
把
え

て
、
蓄
が
人
間
に
な
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
言
が

肉
と
な
っ
た
」
(
吋
ヨ
ハ
ネ
福
音
欝
」
)
と
い
わ
れ
る
。

「
合
こ
と
「
受
容
」

i
i無
時
間
的
な
言
語
と

時
間
的
・
歴
史
的
役
界
を
語
る
言
語

こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
撮
り
返
っ
て
み
た
い
。
ト
マ
ス
は
、
本
問
問

題
の
前
半
部
ま
で
で
は
受
肉
に
つ
い
て
こ
れ
を
神
性
と
人
間
性
と
の
「
合

こ
と
み
る
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
無
時
間
的
な
次

元
に
お
い
て
受
府
・
合
一
を
論
じ
る
読
点
で
あ
る
、
と
一
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
第
7
項
で
合
一
そ
の
も
の
を
被
造
的
な
角
度
か
ら
見
る
視
点
を
一
不

し
、
結
局
そ
れ
は
き
に
よ
る
人
間
性
の
「
受
容
」
と
い
う
方
向
で
解
釈
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
8
項
に
お
い
て
「
受
容
」
と
い
う
用
語
が
は
じ
め

て
主
題
化
さ
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
山
田
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

10 

合
一
も
受
容
も
同
じ
受
肉
に
つ
い
て
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
こ

と
が
ら
と
し
て
は
河
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
み
る
観
点
が
異
な
る
。

受
肉
は
神
牲
と
人
間
性
と
の
単
な
る
合
一
で
は
な
く
、
神
性
が
人
間

性
を
自
分
に
取
り
入
れ
て
自
分
に
合
一
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
く

ま
で
も
神
を
主
体
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
主

と
し
て
神
性
と
人
間
性
と
は
い
か
な
る
仕
方
で
合
一
す
る
か
と
い
う

こ
と
を
問
題
に
し
て
き
た
が
、
次
に
は
、
同
じ
こ
と
が
ら
を
受
容
と

み
る
観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
合
一
を
単
な
る
関
係
で
な

く
、
一
つ
の
は
た
ら
き
と
み
て
、
そ
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
、
受
容

す
る
言
と
受
容
さ
れ
る
人
間
性
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
役
離
を

演
ず
る
か
を
具
体
的
に
考
察
す
べ
き
新
し
い
地
平
が
関
か
れ
る
常

こ
の
「
新
し
い
地
平
」
、
す
な
わ
ち
「
受
容
」
と
い
う
時
間
的
・
歴
史

的
控
界
を
諮
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
概
念
装
置
が
、
『
神
学
大
全
』
第
臨

部
に
お
い
て
ト
マ
ス
が
さ
ら
に
震
関
す
る
探
求
の
た
め
の
理
論
的
基
盤
を

な
す
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

{
2
}
節
で
本
問
題
の
位
置
づ
け
お
よ
び

構
成
に
つ
い
て
概
観
し
た
際
に
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

5 

ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
思
恵

(
二
思
恵
と
し
て
の
受
肉
の
合
一

第
日
項
は
「
受
肉
の
合
一
は
恩
恵
明
白
皆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
」
と

題
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
通
常
の
人
間
が
神
性
に
与
る
た
め
に



は
思
恵
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
神
の
は

た
ら
き
と
し
て
の
受
肉
を
、
受
肉
し
た
神
で
も
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
即
し
て

考
え
る
と
、
人
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
の
恩
恵
は
い
か
な

る
形
を
と
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
恩
恵
の

あ
り
方
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
は
、
第

7
問
題
以
降
で
詳
し
く
展
開
さ

れ
る
が
、
ま
ず
第

2
問
題
の
本
項
以
降
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る

ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
そ
の
も
の
が
特
殊
な
意
味
に
お
け
る
恩
恵
で
あ
る
こ
と

が
一
部
さ
れ
る
。

本
項
で
は
幻
ま
ず
ト
マ
ス
は
、
第

H
部
ω
に
依
拠
し
つ
つ
、
「
思
恵
」
と

い
う
語
に

(
1
)
無
償
で
侍
か
を
与
え
る
神
の
意
志
、

(
2
)
神
の
無
償

の
賜
物
そ
の
も
の
と
い
う
こ
つ
の
意
味
を
区
別
す
る
。

人
間
本
性
が
神
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
た
め
に
、
通
常
の
人
間
が
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
神
を
知
り
ま
た
愛
し
て
聖
人
と
な
っ
て
ゆ
く
場
面
で
も
、
キ

リ
ス
ト
が
ベ
ル
ソ
ナ
的
存
在
に
よ
っ
て
神
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
場
合
に
も

(
1
)
の
意
味
で
の
恩
恵
、
す
な
わ
ち
神
の
無
償
の
意
志
を
必
要
と
す
る

と
さ
れ
る
c

た
だ
し
「
は
た
ら
さ
が
完
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
能
力
が
性
向

gzgω
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
が
、
本
性
が
主
体
に
お

い
て
存
在
を
持
つ
こ
と
は
い
か
な
る
性
向
を
介
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

ゆ
え

(
2
)
の
意
味
で
の
「
恩
恵
片
す
な
わ
ち
神
の
賜
物
と
い
う
意
味

で
は
、
人
間
本
性
が
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
合
一
し
た
こ
と
自
体
、
こ
れ
に
先

立
つ
い
か
な
る
功
績
に
も
よ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
恩
恵
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
合
一
が
何
ら
か
の
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
思
惑
に
よ
る
わ
け
で

は
な
い
、
と
さ
れ
る
。

(
二
)
受
肉
の
合
一
は
何
ら
か
の
功
績
の
報
い
と
し
て
な
さ
れ
た
か

第
日
項
は
「
受
肉
の
合
一
は
何
ら
か
の
功
績

B
q
~
E
E
の
報
い
と
し

て
な
さ
れ
た
か
」
と
題
し
て
い
る
。
「
功
績
」
と
は
「
何
ら
か
の
普
い
報

い
を
受
け
る
に
鑑
す
る
行
為
」
を
意
味
す
る
。
前
項
で
受
肉
の
合
一
は
思

恵
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
こ
の
恩
恵
は
、
誰
か
の
功
績
に
対
す
る

報
い
と
し
て
与
え
ら
れ
た
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ト

マ
ス
の
答
え
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
問
。

キ
リ
ス
ト
自
身
は
「
懐
胎
の
は
じ
め
か
ら
、
神
の
子
よ
り
ほ
か
の
ヒ
ユ

ポ
ス
タ
シ
ス
を
持
た
な
い
者
と
し
て
、
真
に
神
の
子
で
あ
っ
た
」
。
そ
れ

ゆ
え
キ
リ
ス
ト
の
は
た
ら
き
は
、
す
べ
て
合
一
後
の
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
い
か
な
る
は
た
ら
き
も
、
合
一
の
た
め
の
功
績
で
は
あ
り

え
な
か
っ
た
。

し
か
し
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
と
は
加
の
い
か
な
る
人
間
の
は
た
ら
き
も
、

当
然
に

2
8急
百
き
報
い
を
受
け
る
に
値
す
る
功
績
に
よ
っ
て
、
こ
の

合
一
に
値
す
る
は
た
ら
き
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
神
に
従
順
で
あ
っ
た
人
々
の
願
い
を
神
が
き
き
と
ど
け
る
の

は
川
相
応
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
分
相
応
の

2
8ロ唱
5
功
績
に
よ
っ

て
は
、
聖
な
る
父
祖
た
ち
は
熱
望
と
懇
願
と
に
よ
っ
て
受
肉
の
思
惑
を
受

け
る
に
髄
す
る
者
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

合
一
の
恩
恵
は
人
間
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
本
性
的

szsr

で
あ
っ
た
か

第
四
項
は
「
合
一
の
思
恵
は
人
間
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
本
性
的
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S
E
E
r
で
あ
っ
た
か
」
と
越
し
て
い
る
。
思
恵
は
、
通
常
の
人
間
に
と
っ

て
品
、
そ
の
本
性

E
E
S
に
生
来
賦
与
さ
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
本

性
的
」

S
E
E
-叫
な
も
の
で
は
な
く
て
、
本
性
を
超
え
て
神
か
ら
、
神
の

愛
に
も
と
づ
き
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
、
無
償
で
人
間
本
性
に
誌
が
れ
る
賜

物
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
趨
本
性
的
」

ω
吾
号
S
E
E
-
-的
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
人
間
で
あ
る
と
と
も
に
神
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
川
崎
合
は
ど

う
な
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
神
と
ペ
ル
ソ
ナ
に
お
い
て
合
一
し
て
い
る

人
間
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
通
常
の
人
間
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
受

肉
は
そ
の
人
間
本
性
を
越
え
る
超
本
性
的
な
賜
物
な
の
で
あ
る
の
か
。
そ

れ
と
も
、
人
間
で
あ
る
と
と
も
に
神
で
も
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
場
合
に
は
、

特
別
に
こ
の
恩
恵
は
、
起
本
性
的
で
な
く
本
性
的
と
な
る
の
で
あ
る
の
か
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ

る
の
か
が
本
項
で
関
わ
れ
て
い
る
。

本
項
の
主
文
郎
で
、
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
吋
形
而
上
学
い
第

五
巻
に
従
い
、
「
本
性
」

E
E
E
に

(
1
)
も
の
の
「
本
質
」

2
5ロ
皆

と

(
2
)
「
生
ま
れ
」

E
広
三
円
虫
、
と
い
う
こ
つ
の
窓
味
を
区
別
す
る
。
し

た
が
っ
て
「
本
性
的
」

S
E
E
r
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
問
機
の
二
識

が
あ
る
。

(
1
)
第
一
の
意
味
で
は
、
「
も
の
の
本
質
的
根
原
か
ら
の
み
生
ず
る
こ

と
」
が
「
本
性
的
」
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

(
h
)
キ
リ
ス
ト
の
有

し
て
い
る
恩
恵
は
、
合
一
の
恩
恵
、
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
思
恵
共
に
、

「
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
な
る
人
間
本
性
の
根
原
か
ら
出
来
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
は
、
本
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
(
山
)

「
し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
有
し
て
い
る
神
の
本
性
を
原
因
と
し
て
、

そ
の
人
間
本
性
の
う
ち
に
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
円

本
性
的
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

(
2
)
他
方
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
あ
る
い
ず
れ
の
恩
恵
も
、
キ
リ
ス

ト
が
そ
れ
を
、
「
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
」
有
し
て
い
た
と
い
う
意
味
に
お

い
て
は
、
「
本
性
的
」
(
生
ま
れ
つ
き
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
し
た
が
っ
て
ロ
え
母
島
田
と

い
う
諮
の
概
念
整
理
を
行
っ
て
い
る
が
、
上
述

(
1
)
と

(
2
)
の
区
別

よ
り
も
、
む
し
ろ

(
h
)
と
(
山
)
と
の
区
別
の
方
が
ト
マ
ス
に
と
っ
て

は
重
嬰
で
あ
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ト
マ
ス
は
、
「
合
一
の
恩

恵
は
人
間
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て

S
E
E
-
S
で
あ
っ
た
」
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
当
然
な

(
2
)
の
意
味
よ
り
も
(
ぬ
)
、

す
な
わ
ち
「
合
一
の
思
恵
」
は
「
キ
リ
ス
ト
の
宥
し
て
い
る
神
の
本
性
を

原
因
と
し
て
、
そ
の
人
間
本
性
の
う
ち
に
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
こ

と
を
示
し
た
か
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

12 

(
鴎
)
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵

か
つ
て
筆
者
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
を
「
愛
」
と
「
正
義
」

と
い
う
問
題
軸
に
即
し
て
概
観
し
た
的
。
そ
の
際
筆
者
は
特
に
ト
マ
ス
の

論
理
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
を
い
か
に
継
承
し
、
ま
た
こ
れ
に

変
容
を
加
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
展
開
し
た
。
ト
マ

ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
内
実
そ
の
も
の
を
な
す
「
獲
得
的
な
徳
」

〈玄

g
R門
吉
区
宮
と
、
「
性
向

E
Z
Z
ω
と
し
て
の
諮
」
と
い
う
概
念
装
置

と
を
共
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
受
け
継
い
で
い
た
。
そ
し
て
ト
マ
ス
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
回
有
な
倫
理
の
場
面
を
も
「
性
向
と
し
て
の
徳
」
概
念
を



拡
張
し
、
「
注
賦
的
な
徳
」
己
2
5
E
P
S
と
い
う
形
で
描
い
て
い
た
。
「
注

絃
的
な
徳
」
の
根
元
を
な
す
の
は
「
性
向
的
賜
物
色
。
ロ
ロ

ggzzm-o
と

し
て
の
思
恵
」
で
あ
っ
た
。

ト
マ
ス
に
と
っ
て
思
恵
そ
の
も
の
の
源
泉
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
関
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る

性
向
的
賜
物
と
し
て
の
患
恵
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
源
泉
と
な
る
ペ
ル
ソ

ナ
的
合
一
の
恩
恵
で
あ
る
。

第
凶
項
が
指
摘
す
る
よ
う
に
郎
、
通
常
の
人
間
は
「
働
き
に
よ
っ
て
」

神
と
の
合
一
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
聖
者
た
ち
が

神
を
認
識
し
、
神
を
愛
す
る
、
と
い
う
仕
方
で
神
と
の
合
一
に
ま
で
高
め

ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
患
恵

に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
通
常
の
人
間
が
「
注
賦
的
な
徳
・
性
向
」
に
も
と

づ
い
て
「
人
間
の
自
然
本
性
を
越
え
た
」
普
と
し
て
の
至
福
に
至
る
道
の

支
え
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
は
ま
ず
、
人
間
の
自
然
本
性
そ
の
も
の

が
「
ペ
ル
ソ
ナ
的
存
在
に
よ
っ
て
」
神
と
の
合
一
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
第
口
一
墳
が
示
す
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
自
身
に
よ
る
に
せ
よ
、
他
の

人
間
に
よ
る
に
せ
よ
、
一
切
の
先
行
す
る
功
繍
に
よ
ら
な
い
、
と
い
う
意

味
で
「
恩
恵
」
に
よ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
空

こ
の
意
味
で
の
恩
恵
は
、
「
キ
リ
ス
ト
の
有
し
て
い
る
神
の
本
性
を
原

因
と
し
て
、
そ
の
人
関
本
性
の
う
ち
に
生
じ
て
き
た
」
ゃ
も
の
で
あ
り
、

特
に
「
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
態
恵
」
と
呼
ば
れ
、
性
向
的
賜
物
と
し
て
の

患
恵
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
恩
恵
は
、
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
恩

恵
に
よ
っ
て
合
一
が
媒
介
さ
れ
る
、
と
い
う
形
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
逆
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
も
こ
の
「
合
一
の
恩
恵
」
に
よ
っ
て

性
向
的
賜
物
と
し
て
の
恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ
る
則
。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス

ト
に
お
け
る
「
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
」
は
人
間
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

に
お
け
る
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
恩
恵
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
恩
恵
は
個
人
と
し
て
の
キ

リ
ス
ト
、
そ
し
て
教
会
の
頭
と
し
て
の
キ
ワ
ス
ト
と
い
う
両
面
か
ら
キ
リ

ス
ト
に
帰
属
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
望
感
恵
に
よ

る
自
然
本
性
の
癒
し
、
さ
ら
に
は
人
間
的
自
然
本
性
の
自
己
超
越
は
「
キ

リ
ス
ト
の
身
体
」
と
し
て
の
教
会
と
い
う
共
間
体
的
基
盤
に
も
と
づ
く
こ

と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
共
同
体
は
歴
史
性
を
帯
び
た
こ
の
地
上
に

お
い
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
結
ば
れ
た
通
常
の
人
慌
が
秘
跡
を

通
し
て
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
恩
恵
に
与
っ
て
ゆ
く
た
め
の
根
拠
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
態
態
は
わ
れ
わ
れ
人
間
が
神
的
本
性

に
与
る
可
能
性
が
展
開
さ
れ
る
場
面
、
す
な
わ
ち
通
常
の
人
間
に
と
っ
て

の
恩
恵
の
倫
理
学
を
究
極
に
お
い
て
支
え
る
根
元
と
立
っ
て
い
る
。
そ
の

限
り
で
、
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
は
第
器
部
前
半
の
キ
リ
ス
ト
論
と
後

半
の
秘
跡
論
、
さ
ら
に
は
第

E
部
の
論
理
学
と
を
つ
な
、
ぎ
つ
つ
、
そ
の
全

体
構
造
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

{6]
結
語

本
項
は
、
吋
神
学
大
全
』
第
車
部
の
中
で
も
「
奮
の
受
肉
」
そ
の
も
の

を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
キ
リ
ス
ト
論
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
の
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核
心
部
分
と
い
え
る
第
2
問
題
の
解
明
を
試
み
た
。
議
後
に
、
本
稿
で
明

ら
か
に
な
っ
た
点
を
一
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

第
2
問
題
で
は
、
ま
ず
第
1
項
か
ら
第
3
項
ま
で
で
、
「
一
つ
の
ペ
ル

ソ
ナ
、
二
つ
の
本
性
」
と
い
う
古
代
公
会
識
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
キ
リ

ス
ト
論
に
関
す
る
教
義
の
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
に

お
い
て
神
性
と
人
間
性
と
が
避
合
せ
ず
に
合
一
し
て
い
る
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
)
向
性
誌
の
立
場
が
確
認
さ
れ
、
第
4
項
か
ら
第
6
項
ま
で
で
は
、
そ

の
合
一
の
様
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

以
上
本
問
題
の
前
半
部
ま
で
で
は
、
受
肉
に
つ
い
て
こ
れ
を
神
性
と
人

間
性
と
の
「
合
こ
と
み
る
観
点
か
ら
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
い
わ
ば
無
時
間
的
立
次
元
に
お
い
て
受
肉
・
合
一
を
論
じ
る
視
点
で
あ

る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
第
7
項
で
「
合
一
そ
の
も
の
」
を
被
造
的

な
角
度
か
ら
見
る
撰
点
が
一
不
さ
れ
、
結
問
問
そ
れ
は
奮
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
よ
る

人
間
性
の
「
受
容
」
と
い
う
方
向
で
の
解
釈
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
第
7

項
か
ら
第
9
項
ま
で
で
は
、
「
受
肉
」
「
合
一
」
「
受
容
」
と
い
っ
た
諸
概

念
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
「
合
こ
は
い
わ
ば
無
時
間
的
な
次
元
に

お
い
て
受
肉
・
合
一
を
論
じ
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
受
容
」
は

い
わ
ば
時
間
的
・
歴
史
的
世
界
を
語
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
概
念
装
置
で

あ
っ
た
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
「
合
こ
を
「
受
容
」
と
し
て
解

釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ト
マ
ス
は
「
神
学
大
全
」
第
車
部
に
お
け
る
そ
の

後
の
展
開
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性
に
つ
い
て
時
間
的
・
歴
史
的

言
語
を
用
い
て
語
る
た
め
の
基
盤
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
叩
項
か
ら
第
四
項
ま
で
で
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
の

意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
ト
マ
ス
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
に
お

け
る
合
一
そ
の
も
の
を
態
態
と
し
て
、
そ
れ
も
「
キ
リ
ス
ト
の
有
し
て
い

る
神
の
本
性
を
原
因
と
し
て
、
そ
の
人
間
本
性
の
う
ち
に
生
じ
て
き
た
」

特
殊
な
恩
恵
と
し
て
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
「
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
」

と
名
付
け
た
。
こ
の
ペ
ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
は
、
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性

に
お
け
る
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
思
恵
の
根
元
で
あ
る
。
そ
し
て
教
会
の

顕
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
恩
恵
は
「
キ
リ
ス

ト
の
身
体
」
と
し
て
の
教
会
共
同
体
に
お
い
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
キ
リ
ス

ト
と
結
ば
れ
た
憾
々
の
人
間
が
秘
跡
を
通
し
て
性
向
的
賜
物
と
し
て
の
恩

恵
に
与
っ
て
ゆ
く
た
め
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
た
。ペ

ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
は
わ
れ
わ
れ
人
間
が
神
的
本
性
に
与
る
可
能

性
が
麗
関
さ
れ
る
場
面
、
す
な
わ
ち
通
常
の
人
間
に
と
っ
て
の
恩
恵
の
倫

理
学
を
究
極
に
お
い
て
支
え
る
根
元
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
ペ

ル
ソ
ナ
的
合
一
の
恩
恵
は
第
亜
部
前
半
の
キ
リ
ス
ト
論
と
後
半
の
秘
跡

論
、
さ
ら
に
は
第
E
部
の
倫
理
学
と
を
つ
な
ぎ
つ
つ
、
そ
の
全
体
構
造
を

支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

14 

(
注
)

ω
本
稿
で
扱
う
第
2
摺
題
を
含
む
第
阻
部
冒
頭
は
都
文
社
刊
第
お
分
冊

に
あ
た
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
著
、
山
田
品
訳
「
神
学
大
八
五
い
第
お
隊
、
創

文
社
、
一
九
九
七
年
。
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