
ト
マ
ス
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る

「
説
教
官
宮
島

g位
。
」
の
意
味
に
つ
い
て

序

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
は
ド
ミ
ニ
コ
会
の
修
道
士
で
あ
っ
た
。
ド
ミ
ニ

コ
会
は
正
式
名
称
を
「
説
教
者
兄
弟
会
」

(
o
a
o
H
u
a
g
B
F
H
骨
5
2昌
)

と
言
う
。
そ
の
名
称
が
示
す
通
り
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
設
立
理
念
に
お
い
て

「
説
教
」
は
特
別
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
創
立
聞
も
な
い
頃
の
ド
ミ
ニ
コ

金
士
の
一
人
で
あ
る
ト
マ
ス
に
と
っ
て
も
、
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
論

は
、
ト
マ
ー
の
倫
理
思
想
仁
お
い
て
「
説
教

-
u
E
n
e
E
E」
と
い
う
官
み

が
宥
し
て
い
た
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
「
説
教
」
の
意
味
と
歴
史
を
概
観
し
た
上
で
、
「
説

教
者
兄
弟
会
」
が
「
説
教
」
史
の
中
で
、
ま
た
ト
マ
ス
に
と
っ
て
有
し
て

い
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
は
k
の
予
備
的
な
解
明
を
踏
ま
え
た
上
で
、

ト
マ
ス
に
と
っ
て
の
「
説
教
」
そ
の
も
の
の
倫
理
学
的
な
意
味
を
解
明
す

ヲ
匂
。

桑

直

己

原

2 

「
脱
教
」
の
意
味
と
歴
史

(
ニ
「
説
教
」
と
典
礼

今
日
の
ロ

l
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
と
っ
て
斗
説
教
」
と
は
、
「
ミ
サ
」
刊

の
中
で
、
福
背
番
の
朗
読
に
続
い
て
司
祭
が
会
衆
に
向
け
て
行
う
講
話
を

意
味
し
て
い
る
。
ミ
サ
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
う
し
た
「
説
教
」
は
、
特
に

吉
呈
苦
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ミ
サ
の
本
質
は
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
「
最

後
の
晩
楚
」
の
記
念
と
再
現
で
あ
る
。
「
最
後
の
晩
餐
」
の
際
、
イ
エ
ス
は
、

当
時
的
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
的
な
食
事
の
し
き
た
り
仁
従
い
、
食
卓
の
座
長

と
し
て
、
パ
ン
を
割
い
て
回
し
、
ぶ
ど
う
酒
の
杯
を
回
す
儀
式
を
行
っ
た
。

そ
の
際
イ
エ
ス
は
、
「
こ
の
パ
ン
は
私
の
体
」
「
こ
の
杯
は
私
の
血
」
「
こ
の

こ
と
を
私
の
記
念
と
し
て
行
え
」
と
い
う
一
一
面
禁
を
残
し
た
。
こ
れ
を
今
日

ま
で
忠
実
に
行
い
続
け
て
い
る
の
が
ミ
サ
で
あ
る
。
今
日
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
ミ
サ
は
、
大
き
く
分
け
て
「
こ
と
ば
の
典
礼
」
と
「
感
謝
の
典
礼
」

の
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
「
感
謝
の
典
礼
」
の
本
質
は
、
司
祭
に
よ
っ
て

再
現
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
町
体
」
「
キ
リ
ス
ト
の
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血
」
(
「
聖
体
」
)
と
な
っ
た
パ
ン
と
ぶ
ど
う
澗
を
司
祭
と
信
徒
が
「
持
領
」

す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
型
体
の
秘
鎖

s日

品
る
。
「
こ
と
ば
の
典
礼
」
は
型
書
朗
読
と
説
教
か
ら
な
る
。
特
に
、
い
か

な
る
ミ
サ
で
も
必
ず
最
後
に
朗
読
さ
れ
る
福
音
書
の
朗
読
に
続
い
て
、
説

教
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
会
堂
で
の
礼
拝
の
伝
統

を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
的
な
食
事
の
際
、

座
長
が
そ
の
由
来
と
な
る
事
跡
を
語
り
聞
か
せ
た
、
と
い
う
伝
統
を
引
き

継
く
も
の
で
も
あ
る
。
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
そ
れ
は
イ
エ
ス

キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
ケ
リ
ユ
グ
マ
的
一
な
物
語
が
語
り
継
が
れ
る
場
で

あ
っ
た
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
舎
の
「
礼
拝
」
で
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ

ク
の
ミ
サ
に
お
け
る
「
こ
と
ば
の
典
礼
」
円
部
分
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る
、

と
雷
っ
て
よ
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
T

の
礼
拝
集
会
は
、
基
本
的
に
「
聖
書

朗
読
」
と
牧
師
の
「
説
教
」
の
み
か
ら
成
品
。
否
、
聖
書
は
基
本
的
に
信

徒
た
ち
自
身
が
読
ん
で
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
の
で
、
説
教
こ
そ
が
全

て
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
「
感
謝
の
典
札
」
に
相
当
す
る

儀
式
(
「
型
餐
式
」
)
を
行
う
こ
と
も
あ
る
が
、
カ
ト
リ
y
ク
教
会
の
よ
う

に
「
裕
樹
」
と
い
う
考
え
方
は
な
く
、
単
一
な
る
象
償
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
。こ

の
事
実
は
、
ご
く
大
ま
か
に
一
一
古
田
え
ば
、
宗
教
改
革
に
至
る
ま
で
の

口

l
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
、
型
一
書
と
説
教
に
弱
い
体
質
が
あ
っ

た
、
と
い
う
肢
史
的
事
情
の
現
れ
で
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
ロ

l
マ
カ
ト
リ
y
ク
教
会
に
お
い
て
は
、
今
日
の
ミ

サ
に
お
け
る
「
感
謝
の
典
礼
」
の
部
分
、
す
一
な
わ
ち
「
秘
時
間
」
の
み
を
偏

重
し
、
「
こ
と
ば
の
典
礼
」
の
要
素
が
と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
に
雷
え
ば
、
そ
れ
は
聖
職
者
が
秘

蹟
執
行
機
の
上
に
安
住
し
が
ち
な
体
質
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
教

会
の
位
階
制
と
秘
蹟
と
一
を
捨
て
、
聖
書
と
説
教
と
に
信
仰
生
活
の
全
て
を

託
そ
う
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
町
礼
拝
町
在
り
方
は
、
こ
う
し
た

当
時
の
ロ

l
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
体
質
に
対
す
る
反
動
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
以
降
、
数
百
年
に
わ
た
り
ロ

1
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
は
頑
な
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
村
抗
す
る
形
で
の
自
己
ア
イ
ア
/
テ
ィ

テ
ィ
を
閤
守
し
て
き
た
。
し
か
し
、
第
二
ヴ
ァ
テ
イ
カ
ン
公
会
議
に
至
っ

て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
劇
的
一
な
「
現
代
化
」
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
今

日
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
典
礼
の
姿
も
、
上
述
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
に
よ
る
批
判
の
正
当
な
要
素
を
受
け
入
れ
、
「
こ
と
ば
の
典
礼
」
と
「
感

謝
の
典
礼
」
と
を
ミ
サ
の
不
可
大
な
二
つ
の
柱
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
古

代
教
会
の
伝
統
に
立
ち
戻
り
、
「
説
教
」
と
「
秘
蹟
」
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
在
り
方
を
示
す
に
至
っ
た
、
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
Q

O

「
説
教
」
お
よ
び
「
典
礼
」
そ
の
も
の
の
岡
山
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
包
括

的
な
叙
述
は
、
も
と
よ
り
こ
の
小
論
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
か
つ
て
の
ロ
!
?
カ
ト
リ

y
ク
教
会
が
示
し
て
い
た
、
「
説
教
」
に

つ
い
て
の
弱
さ
、
と
い
う
基
本
傾
向
は
、
中
世
初
頭
に
ま
で
遡
る
も
の
で

あ
り
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
成
立
、
そ
し
て
ト
マ
ス
が
活
服
し
て
い
た
時
代
に

も
そ
の
背
景
の
底
流
を
な
す
問
題
性
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
念
頭
に

置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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士
一
)
中
世
初
期
に
お
け
る
「
説
教
」
。

中
世
初
期
(
六
0
0
1
一一

0
0
年
頃
)
に
お
い
て
、
説
教
が
極
め
て

低
調
な
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
惰
閣

が
崩
壊
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
が
形
成
さ
れ
る
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
聖

戦
者
は
、
最
低
限
度
の
準
備
教
育
を
受
け
る
だ
け
で
叙
附
さ
れ
た
。
書
物

は
稀
少
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
説
教
、
す
な
わ
ち
言
葉
に
関
わ
る

聖
職
の
役
務
は
司
教
の
み
に
鴎
す
る
特
怖
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
凹
界
内
部
は
ほ
ぼ
完
全
に
キ
リ
ス
ト
教
化
し
、
宣
教
的
な

動
機
が
低
下
し
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
中

世
に
お
い
て
襲
職
者
と
信
徒
と
の
位
附
秩
序
も
確
定
す
る
。
本
来
「
食
卓
」

で
あ
勺
た
祭
壇
が
、
型
堂
町
一
番
奥
に
、
会
衆
か
ら
離
れ
た
高
い
場
所
に

「
祭
り
上
げ
ら
れ
て
」
ゆ
く
、
と
い
う
典
礼
に
お
け
る
空
間
的
な
変
化
は
、

ミ
サ
の
内
実
が
一
般
信
徒
か
ら
遣
い
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
事
情
を
量
償
的

に
一
市
し
て
い
た
、
と
雷
ら
え
る
。
ミ
サ
典
礼
の
言
語
は
ラ
テ
J

簡
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
も
一
般
民
衆
に
は
理
解
さ
れ
な
い
も
の
と
巴
な
っ
て
い
た
。
さ
ら

に
は
、
修
道
院
の
内
部
で
、
司
祭
と
な
っ
た
修
道
士
が
、
自
分
だ
け
の
た

め
に
個
人
的
に
ミ
サ
を
捧
げ
る
、
と
い
う
習
慣
も
起
こ
っ
て
い
た
。
自
分

だ
け
の
ミ
サ
に
説
教
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
、
上
践
の
事
情
の
も
と
、
教

会
で
の
ミ
サ
に
お
い
て
も
、
説
教
は
滅
多
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
ら

し
い
。
そ
し
て
十
二
世
紀
末
に
あ
っ
て
も
、
一
般
向
け
の
説
教
は
低
調
で

あ
っ
た
。
小
教
区
(
主
任
司
祭
の
も
と
、
一
般
信
徒
が
臨
接
所
属
す
る
教

会
)
の
聖
職
者
町
中
に
は
士
官
の
者
も
い
た
、
と
い
う
。

説
教
の
空
白
は
、
一
般
信
徒
を
キ
リ
ス
ト
教
の
内
突
か
ら
遠
ざ
け
る
こ

と
に
な
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
一
般
民
衆
が
自
ら
の
宗
教
的
要

求
を
充
足
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
卜
二
、
三
世
紀
の
宗

教
運
動
」
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
向
け
の
説
教
が
低
調
だ
っ

た
、
と
い
っ
た
事
情
の
も
と
、
無
資
怖
の
説
教
師
や
平
信
徒
が
進
出
す
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
「
フ
ミ
リ
ア
テ
イ
(
同
日
目
E
C
H
「
謙
遜
な
者
」

の
意
)
派
」
や
後
に
「
ワ
ル
ド
派
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
人
々
に
よ

る
迎
動
で
あ
る
附
。

し
か
し
、
彼
ら
は
そ
の
無
学
の
ゆ
え
に
、
教
義
の
枠
を
踏
み
外
す
こ
と

が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
は
、
彼

ら
仁
説
教
を
禁
止
L
、
ル
シ
ウ
ス
三
世
は
、
禁
令
に
従
わ
な
か
っ
た
か
ど

で
、
遂
に
彼
ら
を
破
門
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
て
、
特
に
「
ワ
ル
ド
派
」
は

「
異
端
」
と
し
て
後
世
に
そ
の
名
を
残
す
こ
と
と
な
る
。

(
三
)
「
説
教
者
兄
弟
会
」
の
成
立
と
そ
の
背
景
。

そ
う
し
た
社
会
状
況
の
中
で
、
南
フ
ラ
ン
旦
に
極
端
巴
な
禁
欲
生
活
を
特

徴
と
す
る
「
カ
タ
リ
派
」
の
異
端
が
発
生
す
る
。
若
き
司
祭
ド
ミ
ニ
コ
は
、

師
で
あ
る
司
教
デ
ィ
エ
ゴ
と
シ
ト
I
会
士
た
ち
と
と
も
に
こ
れ
と
対
決
す

る
こ
と
に
な
る
。
「
対
決
」
と
一
百
つ
で
も
、
後
に
勃
発
す
る
「
ア
ル
ピ
ジ
ヨ

ア
十
字
軍
」
の
よ
う
な
武
力
鎮
圧
や
、
ま
し
て
や
中
世
末
期
の
異
端
審
問

な
ど
の
よ
う
な
暴
力
と
は
全
〈
無
縁
な
形
で
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

対
話
に
よ
る
説
得
に
よ
っ
て
、
正
統
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
適
帰
を
促
す
の
で

あ
る
。
詳
細
な
経
緯
は
ド
ミ
ニ
コ
に
つ
い
て
の
伝
記
的
な
書
物
"
に
競
る

と
し
て
、
結
局
、
ド
、

2
一
コ
は
カ
タ
リ
派
と
の
対
決
に
お
い
て
自
ら
一
定

の
成
呆
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
ン
ト

1
会
的
仲
間
た
ち
の
無
力
を
体
験
し
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た
、
と
言
え
る
。
ン
ト
l
金
と
は
‘
ヌ
ル
シ
ア
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
に

よ
る
『
戒
律
』
の
厳
守
を
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
い
た
修
道

会
で
あ
る
が
、
結
局
は
カ
タ
リ
派
と
の
対
決
か
ら
は
撤
退
し
、
後
に
ア
ル

ピ
ジ
ヨ
ア
十
字
軍
に
よ
る
武
力
鎮
圧
に
荷
担
す
る
こ
と
と
な
る
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
『
成
律
』
は
、
「
一
所
定
住
」
「
謙
遜
の
重
視
」
「
車

方
修
道
制
的
な
禁
欲
競
争
を
排
除
し
た
中
庸
」
「
肉
体
労
働
」
「
霊
的
読
書
」

と
い
っ
た
特
色
で
知
ら
れ
て
い
る
。
『
戒
律
」
は
修
道
士
に
、
厳
し
い
が
無

理
の
な
い
日
謀
、
費
沢
で
は
な
い
が
充
分
な
隠
眠
、
衣
服
、
食
物
、
す
な

わ
ち
ほ
ぽ
「
当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
貧
し
い
農
民
の
生
活
水
準
」
を
官
証
し

て
お
り
、
自
給
自
足
の
農
業
労
働
社
会
に
適
応
し
た
修
道
制
の
一
つ
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
的
な
意
義
は
大
い
に

評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
告
ら
な
い

σ
。

し
か
し
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
忠
実
に
実
践
し
た
ン
ト
l
全
土
た
ち
は
、

結
局
即
時
端
に
流
れ
た
民
衆
の
心
を
摘
む
際
に
は
無
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
が
、
ド
ミ
ニ
コ
を
し
て
新
た
な
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
採
ら
せ
る
に
至
っ

た
要
悶
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ド
ミ
ニ
コ
会
、
そ
し
て
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
、

共
に
「
托
鉢
修
造
会
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ン
ス
コ
会
の
創
始
者

で
あ
る
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
聖
職
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
述

の
「
フ
ミ
リ
ア
テ
イ
」
に
近
い
人
物
で
あ
り
な
が
ら
正
統
教
会
に
組
み
込

ま
れ
た
、
と
見
る
見
方
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
述
の
民
衆
に
よ
る

宗
教
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
の
中
に
分
け
入
り
、
あ
る
い
は
自
ら
そ

う
し
た
子
不
ル
ギ
l
の
体
現
者
と
し
て
、
そ
の
干
ネ
ル
ギ
ー
を
正
統
キ
リ

ス
ト
教
会
町
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
集
団
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
系
の
修
道
生
活
か
ら
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム

変
換
」
を
果
た
し
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ド
ミ
ニ
コ
金
士
と
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
合
士
は
、
ペ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
系
の
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
特
徹

づ
け
る
「
一
所
定
住
」
と
固
定
的
な
日
課
を
捨
て
、
遡
肢
の
説
教
師
と
し

て
活
動
し
た
。
ま
た
同
時
に
、
当
時
確
立
し
、
知
的
な
拠
点
と
し
て
隆
盛

を
示
し
始
め
て
き
た
大
学
へ
と
進
出
し
、
ト
マ
ス
や
ポ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ

の
よ
う
な
学
者
を
輩
出
す
る
こ
と
と
一
な
る
。
彼
ら
は
、
自
給
自
足
的
な
牒

業
社
会
に
適
応
し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
系
の
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
し

て
、
「
托
鉢
」
と
い
う
形
で
自
ら
の
生
き
方
を
当
時
町
民
衆
の
宗
教
週
動
が

目
指
し
て
い
た
理
想
像
へ
と
接
近
さ
せ
る
こ
と
も
そ
し
て
民
衆
的
宗
教
運

動
が
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
危
険
を
避
け
る
た
め
に
も
学
問
研
究
の
世
界
に

進
出
す
る
、
と
い
う
オ
l
タ
ナ
テ
イ
プ
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
彼
ら
の
活
動
の
中
核
を
巴
な
す
も
の
は
「
説
教
」
で
あ
り
、

彼
ら
に
と
っ
て
学
問
研
究
の
意
義
も
、
結
周
は
説
教
へ
と
収
散
す
る
も
の

で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
公
会
議
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
に
、

自
由
に
説
教
す
る
使
徒
的
権
威
を
与
え
、
高
位
聖
職
者
と
小
教
区
の
聖
職

者
に
托
鉢
修
道
士
一
を
府
意
的
に
受
け
入
れ
て
協
力
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

説
教
は
、
必
ず
し
も
教
会
で
ミ
サ
中
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
は
な
か
っ
た
ロ
一
一
二
一
一
一
年
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
公
会
議
は
ド
ミ
ニ
コ
会
士

と
フ
ラ
ン
ン
ス
コ
会
士
に
「
街
頭

(
5
1
a
g
g呂
田

E
号
車
)
説
教
」
を

許
可
し
、
い
か
な
る
高
位
襲
職
者
や
小
教
区
司
祭
も
、
こ
れ
を
非
難
の
目

で
見
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
新
し

い
こ
と
で
は
な
く
、
先
行
す
る
事
実
に
公
式
一
な
正
当
性
を
与
え
る
も
の
で
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占
め
つ
れ
」
。

3 

ト
マ
ス
に
と
っ
て
の
「
説
教
者
兄
弟
会
」

ト
マ
ス
ア
ク
イ
ナ
ス
は
、
白
一
身
、
創
設
問
も
な
い
ド
ミ
ニ
コ
会
の
有

力
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
以

F
に
、
ト
マ
ス
が
語
る
と
こ
ろ
の
「
ド
ミ
ニ

コ
会
(
説
教
者
兄
弟
会
)
」
の
意
義
に
つ
い
て
慨
制
す
る
。

(
一
)
「
説
教
者
兄
弟
会
」

(
a
)

教
会
聖
職
者
集
団
と
し
て
の
修
道
会

ド
ミ
ニ
コ
会
は
、
そ
の
正
式
名
称
「
説
教
者
兄
弟
会
」
が
示
す
と
お
り
、

ま
さ
に
「
説
教
」
を
目
的
と
し
た
修
道
会
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
当
時

「
説
教
」
は
原
則
的
に
は
司
教
の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
が
、
無
論
、
そ
の
権

限
は
委
怪
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た

G

「
説
教
」
の
締
阪
の
委
任
や
受
け
る
た

め
に
も
、
ド
ミ
ニ
コ
告
は
、
「
司
祭
叙
階
に
よ
っ
て
司
教
団
の
協
力
者
に
な

り
、
預
言

(
H
説
教
)
職
を
悶
有
の
職
務
と
し
て
持
つ
」
山
こ
と
を
そ
の

使
命
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ド
ミ
ニ
コ
会
は
本
質
的
に
教
会
聖
職
者
集

団
と
し
て
出
発
し
た
修
道
会
で
あ
り
、
そ
の
市
、
上
述
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

会
と
は
対
冊
H

的
で
あ
る
。

川町!吋バ回。口手陣∞∞
μih
柿
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
、
教
会
型
職
者
集
団
と
し

て
、
す
な
わ
ち
「
説
教
」
や
、
聖
職
者
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
職
務
で
あ

る
「
臨
界
」
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
修
道
会
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
修
道
者
の
身
分
は
神
世
自
民
自
の
完
全
性
の
た
め

に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
愛
は
神
と
隣
人
へ
の
費
に
向
か
う
刷
。
神
愛

に
は
、
「
神
へ
の
愛
」
と
「
隣
人
愛
」
と
の
両
面
が
あ
る
。
神
へ
の
愛
に
は

観
想
生
稲
が
直
接
に
属
L
、
そ
の
生
活
は
神
の
み
に
専
念
す
る
こ
と
を
切

望
す
る
。
隣
人
震
に
は
活
動
生
活
が
属

L
、
そ
の
生
活
は
隣
人
的
困
窮
に

熱
心
に
奉
制
す
る
。
そ
し
て
隣
人
は
神
愛
に
よ
っ
て
神
ゆ
え
に
霊
さ
れ
る

よ
う
に
、
隣
人
へ
の
奉
仕
も
神
の
も
と
へ
溢
れ
出
る
。
こ
の
よ
う
に
、
隣

人
へ
の
奉
仕
は
、
神
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
限
り
、
一
種
の
犠
牲
と
も
呼
ば

れ
る
。か

く
し
て
、
活
動
生
活
の
諸
活
動
が
「
隣
人
の
利
益
」
、
「
神
的
奉
相
、
神

の
礼
搾
の
保
持
」
を
志
向
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
諸
活
動
の
た
め
に
修
道

会
を
設
立
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る
酬
。

こ
れ
ら
、
活
動
的
一
な
修
道
会
の
成
立
条
件
の
う
ち
、
第
一
の
「
隣
人
の

利
益
」
と
い
う
自
に
関
し
て
は
、
ト
マ
λ
は
、
「
物
質
的
必
要
を
援
助
す
る

行
為
よ
り
も
、
魂
の
霊
的
救
済
に
属
す
る
行
為
の
方
が
、
そ
こ
か
ら
得
る

利
益
は
さ
ら
に
大
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
「
魂
の
霊
的
舶
が
消
に
腐
す
る
行

為
」
と
は
、
ま
さ
に
「
説
教
や
聴
罪
」
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
ト

マ
ス
は
「
説
教
や
聴
罪
」
を
「
施
与
号

g
E百
戸
」
と
し
て
、
そ
れ
も
物

質
的
な
施
与
に
優
る
「
霊
的
な
施
与
」
仰
と
し
て
、
位
置
づ
け
た
上
で
、
そ

の
修
道
会
設
立
目
的
と
し
て
の
窓
義
を
強
制
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
の
条
刊
で
あ
る
「
神
の
奉
世
」
に
関
し
て
も
、
ト
マ
ス
は

「
魂
の
紋
済
行
為
」
と
し
て
の
「
説
教
や
聴
罪
」
に
特
に
重
要
な
意
義
を
認

め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
マ
ス
は
こ
う
し
た
諸
行
為
を
、
「
異
端
者
の
訟

謬
や
悪
魔
の
誘
惑
ド
霊
的
武
具
R
E
E司
E
E
色
お
を
も
っ
て
信
者
を
擁
護
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す
る
こ
と
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
「
魂
の
救
済
に
崩
す
る
説
教
や
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
諸
行

為
の
た
め
に
、
修
道

A

告
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
極
的
て
適
切
で
品
る
」
と

結
論
づ
け
て
い
る
。

(
b
)

修
現
金
と
学
問
研
究

上
述
町
通
り
、
ド
ミ
ニ
コ
会
は

7
5ヲ
ン
・
ン
ス
コ
金
と
共
に
大
半
に
進
出

L
、
学
問
研
究
に
力
を
入
れ
る
、
と
い
う
、
当
時
の
社
会
の
中
で
の
特
般

的
な
動
き
を
と
っ
た
。
ト
マ
ス
は
、
初
円
回
1

口

C
M

∞∞
p
u
に
お
い
て
、
修

道
会
に
と
っ
て
の
学
問
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

修
道
会
は
活
動
生
活
の
た
め
に
も
観
想
生
活
の
た
め
に
も
設
け
得
る
。

そ
し
て
、
上
述
の
通
り
、
活
動
生
活
の
諸
活
動
の
な
か
で
最
も
主
要
な
行

為
は
、
説
教
や
こ
れ
に
類
し
た
諸
行
為
の
よ
う
に
「
魂
町
救
済
に
直
接
に

関
係
す
る
行
為
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
ト
マ
ス
に
と
っ
て
の
基
本
前

徒
で
あ
る
。

こ
の
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ト
マ
ス
は
、
学
問
研
究
が
修
道
生
活
に

対
し
て
有
す
る
意
義
一
を
一
一
一
つ
の
角
度
か
ら
指
摘
す
る
。

ま
ず
第
一
に
、
観
想
生
括
的
国
有
聞
に
閲
し
て
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
は

「
学
問
研
究
の
観
想
生
活
へ
の
神
話
」
に
、
さ
ら
に
二
つ
の
角
度
を
区
別
す

吻ゐ。
(
1
)
そ
の
第
一
は
、
「
観
惣
を
直
接
に
助
成
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
学
問
研
究
が
知
性
を
照
明
す
る
こ
と
に
よ
る
。
観
想
生
活
は
主
と
し

て
神
的
事
物
を
考
察
す
る
こ
と
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
生
活
に

お
い
て
人
は
神
的
事
物
を
多
J
E討
す
べ
く
導
か
れ
る
。

(
Z
)
そ
の
第
二
は
、
学
問
研
究
が
「
観
想
の
危
険
を
排
除
」
す
る
こ
と

に
よ
り
「
観
惣
生
活
を
間
接
的
に
助
成
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
「
観
相
応
の
危

険
」
と
は
、
聖
書
に
無
知
一
な
者
が
神
的
事
物
の
観
想
に
お
い
て
陥
り
が
ち

な
誤
謬
の
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
そ
の
単
純
寵
朴
さ
か
ら
、
神
人
同

形
説

1
神
は
人
間
の
形
姿
を
持
っ
と
考
え
る
誤
謬

i
に
陥
っ
た
セ
ラ
ピ
才

ン
大
修
道
院
長
に
つ
い
て
の
『
抑
党
議
話
集
』
の
話
を
例
に
と
っ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
「
あ
る
人
々
は
、
観
旭
に
お
い
て
自
分
の
把
出
惜
し
得
る
以
上
の

こ
と
を
追
究
し
て
、
邪
悪
な
教
義
の
結
束
に
至
る
。
謙
遜
に
真
理
の
弟
子

と
な
る
こ
と
を
患
っ
て
、
誤
謬
の
教
師
と
-
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
の
言
葉
川
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
「
観
想
の
危
険
」
に
対
す
る
指
摘
は
、
観
想
に
関
す
る
指
摘
で
は

あ
る
が
、
ト
マ
ス
の
念
頭
に
は
、
無
知
が
「
ひ
と
り
よ
が
り
」
を
産
み
、
「
ひ

と
句
ょ
が
旬
」
か
ら
つ
い
に
は
「
異
端
謬
説
」
へ
と
陥
っ
て
い
っ
た
、
民

生
市
教
運
動
に
お
け
る
素
人
説
教
師
た
ち
の
こ

k
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

第
二
に
、
学
問
研
究
は
、
「
説
教
や
こ
れ
に
類
す
る
諸
持
ド
A
の
遂
行
の
た

め
仁
設
立
さ
れ
た
修
道
会
」
、
す
な
わ
ち
ド
ミ
ニ
コ
会
の
よ
う
な
修
道
会
に

と
っ
て
、
特
に
悶
有
な
宜
味
で
の
必
要
性
が
あ
る
。
ト
マ
ス
は
?
ア
ト
ス

書
簡
』

2
1
S
で
の
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
「
教
え
に
適
う
信
実
な
言
葉
を
聞

く
守
旬
、
健
全
一
な
教
え
に
従
っ
て
勧
め
、
反
対
を
唱
え
る
者
を
論
破
す
る
」

と
い
う
言
葉
を
、
説
教
者
で
あ
る
と
こ
る
の
司
教
の
職
務
に
腐
す
る
諸
行

為
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
説
教
者
と
し
て
の
こ
う
し
た

苛
行
為
を
可
能
と
す
る
た
め
に
こ
そ
、
特
に
学
問
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
、

と
一
言
一
う
わ
け
で
あ
る
。
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第
一
二
に
、
ト
マ
ス
は
、
す
べ
て
の
修
道
会
の
共
通
而
に
閉
し
て
、
修
道

会
に
適
合
す
る
と
こ
ろ
の
学
問
研
究
の
意
義
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

学
問
研
究
は
、
肉
の
放
縦
の
忌
避
に
役
立
つ
。
そ
し
て
学
問
研
究
は
、
富

の
欲
望
の
除
去
に
役
立
つ
。
さ
ら
に
は
学
問
研
究
は
、
従
順
町
教
訓
と
し

て
役
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ト
マ
ス
は
修
道
者
に
と
っ
て
の
学
問
研
究
の
多
而

的
在
意
義
を
市
峻
し
て
い
る
。

(

C

)

観
想
の
充
溢
か
ら
発
す
る
活
動

上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
も
、
「
聞
隅
銅
山
」
と
「
活
動
」
と
い
う
修
道
生
活
に
お

け
る
こ
つ
の
側
面
が
言
及
さ
れ
て
い
た
。

「
観
想
生
活
」
と
「
活
動
生
活
」
と
い
う
対
比
に
関
し
て
は
、
古
典
的
伝

統
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
い
て
も
、
「
観
想
生
活
の
優

位
」
と
い
う
こ
と
は
一
般
的
な
通
念
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
古

典
的
伝
統
に
閲
し
て
は
、

E
E
E
E
E再
自
の

E
o
a
胃
県
民
宮
間
に
対
す
る

優
位
を
説
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
思
い
起
こ
せ
ば
足
り
る
。
キ
リ
ス
ト

教
的
伝
統
に
関
し
て
一
百
え
ば
、
『
ル
カ
福
音
書
』
(
戸
9
国

lb)
の
「
マ
リ
ア

と
マ
ル
タ
」
の
逸
話
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
イ
エ
ス
が
マ
リ
ア
の
方
を
賞

め
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
観
想
生
活
の
優
位
を
示
し
た
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
説
教
」
は
、
明
ら
か
に
話
動
44
話
に
鴨
す
る
行
為
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
観
想
生
活
」
と
「
活
動
生
活
」
に
つ
い
て
の
こ
う
し

た
通
念
に
照
ら
し
て
、
ト
マ
ス
は
自
ら
が
属
す
る
「
説
教
者
兄
弟
会
」
を

ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

』
同
汁
回
。
同

a
E
∞
p
a
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
そ
、
つ
し
た
諸
修
道
会
の
聞

に
お
け
る
優
位
性
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ユ
は
、
活
動
生
活
の
市
動
に
つ
い
て
、
「
観
想
の
光
地

主

S
E
E
S皇
自
己
主
総

E
Eか
ら
発
す
る
活
動
」
と
「
全
而
的
に
外
的
業

務
に
存
す
る
活
動
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。

「
観
想
の
充
泣
か
ら
発
す
る
活
動
」
と
し
て
、
ト
マ
ス
は
「
説
教
」
や
「
教

授
号
。

E
E」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

ト
マ
ス
は
「
照
ら
す
こ
と
が
光
る
だ
け
よ
り
も
優
れ
て
い
る
よ
う
に
、
問

じ
く
、
観
惣
の
実
り
を
他
に
伝
え
る
こ
と
は
観
怨
す
る
だ
け
よ
り
も
優
れ

て
い
る
」
と
し
て
、
単
な
る
観
想
の
行
為
以
上
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。

「
全
而
的
に
外
的
業
務
に
存
す
る
活
動
」
と
は
、
例
え
ば
、
施
与
や
接
待

や
他
の
こ
れ
に
類
す
る
活
動
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
つ

い
て
は
、
叫
般
通
念
に
従
い
、
「
緊
急
の
必
要
性
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
観

想
の
行
為
よ
り
も
劣
る
」
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
修
道
会
的
使
越
性
仁
関
す
る
ト
マ
ス
の
結
論
は
、
教
授
や
説

教
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
修
道
会
は
諸
修
道
会
の
中
で
最
上
位
を
占
的
、

第
二
の
位
置
争
占
め
る
の
は
観
想
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
修
道
舎
で
あ
り
、

第
三
は
、
外
的
活
動
に
従
事
す
る
修
道
会
が
位
置
づ
く
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。つ

ま
り
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
「
説
教
」
「
教
授
」
と
い
う
、
「
説
教
者
兄

弟
会
」
岡
有
の
修
道
目
的
は
、
「
観
想
の
充
溢
か
ら
発
す
る
活
動
」
で
あ
っ

て
、
単
な
る
外
的
な
活
動
に
憎
ま
る
も
の
で
は
な
〈
、
そ
れ
自
体
の
内
に
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観
想
生
活
を
も
内
含
し
て
い
る
活
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
が
「
観
想
の
充
溢
か
ら
尭
す
る
活
動
」
を
特
徴
づ
け
る

た
め
に
与
え
た
「
観
想
す
る
こ
と
g
D
R
自

1
自
」
を
内
に
踏
ま
え
つ
つ
「
観

想
の
実
り
を
他
に
伝
え
る
こ
と

8
5
E
M
U
-
s
a
r
E骨
目
」
と
い
う
表
現

は
、
「
神
と
共
に
n
E
6
0
0
と
あ
り
、
「
神
に
つ
い
て
(
あ
る
い
は
神
か
ら
)

骨

U
E」
語
る
川
、
と
い
う
ド
ミ
ニ
コ
自
身
に
帰
さ
れ
る
音
葉
と
と
も
に
、

ド
ミ
ニ
コ
会
の
基
本
的
な
性
絡
を
特
徴
づ
け
る
定
式
と
さ
れ
て
い
る
。

士
号
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
換

上
述
町
通
り
、
ド
ミ
ニ
コ
会
は
本
質
的
に
教
会
型
職
者
柴
田
と
し
て
出

発
し
た
修
道
会
で
あ
る
の
で
、
教
会
人
の
立
場
に
あ
っ
て
可
能
な
限
り
で

の
修
道
生
活
を
志
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
修
遺
戒
律
を
採
用
し

て
い
る
。
こ
の
戒
律
は
、
司
教
を
支
え
る
聖
職
者
集
団
で
あ
っ
た
聖
堂
参

事
会
が
、
修
道
的
な
共
同
生
活
を
志
し
た
場
合
|
こ
れ
を
「
律
修
参
事
会
」

と
い
う
|
よ
く
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
比
較
的
自
由
度
の
高
い
戒
律

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
前
節
で
概
観
し
た
そ
の
固
有
の
使
命
を
達
成
す
る

た
め
に
、
ド
ミ
ニ
コ
金
は
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
点
で
、
そ
れ
ま
で
支

配
的
で
あ
っ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
系
の
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
し
て

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
」
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

伊
丹
国
間
三
百
の
全
体
は
、
こ
の
ド
ミ
ニ
コ
会
に
よ
る
「
修
道
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
変
換
」
に
関
連
す
る
テ
l
マ
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
修
道
者
に
よ
る
教
授
、
説
教
等
の
遂
行
の
正
当
性

(E)、
世
俗
業
務

へ
の
介
入
の
可
否
(
じ
)
、
肉
体
労
働
の
義
務
(
己
)
、
施
物
に
よ
る
生
活

の
可
否
戸
土
、
托
鉢
の
可
否

(E)
一
な
ど
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
一
言
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸

項
は
、
現
実
に
展
開
し
て
い
た
雌
烈
な
論
争
を
背
景
と
し
て
い
た
、
と
い

う
事
主
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
項
に
お
け
る
「
異
論
」
は
、
ト
マ
ス
が
教

育
的
一
な
視
点
か
ら
構
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
反
対
者
た
ち
の
見

解
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
札
は
、
パ
リ
大
学
に
教
授
と
し
て
進

出
し
て
い
っ
た
托
鉢
修
道
会
町
会
員
に
対
す
る
、
教
区
聖
職
者
数
員
た
ち

の
反
援
に
よ
る
も
の
で
あ
る
州
。
論
争
は
、
最
初
は
大
学
に
お
け
る
講
座

の
争
奪
の
阿
部
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
遂
に
は
托
鉢
修
道
会
そ
の
も
の
の
存

否
ま
で
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
発
展
し
た
。
ま
さ
に
、
「
修
道
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
変
換
」
の
当
否
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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h
w
H
口
白
色
君
主
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
説
教
者
兄
弟
会
」
の
存
立

そ
の
も
の
の
前
提
、
す
な
わ
ち
「
修
道
者
に
、
教
授
、
説
教
、
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
役
務
の
遂
行
が
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
項
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
主
主
の
、
純
粋
に
論
理
的
な
展
聞
の
み
を

取
り
出
す
な
ら
ば
、
単
純
に
し
て
当
然
至
極
な
も
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は

「
あ
る
こ
と
が
あ
る
者
に
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
理
由
に
、

欠
捕
事
的
と
権
能
の
欠
如
と
を
区
別
し
た
上
で
、
説
教
や
教
授
や
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
役
務
の
遂
行
に
つ
い
て
は
、
修
道
者
の
身
分
自
体
が
そ
れ

を
遂
行
す
る
権
能
を
修
道
者
に
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
欠
格
事
由
を

も
た
ら
す
も
の
で
も
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
叙
階
や
委
任
に
よ
り
権
能
が

与
え
ら
れ
れ
ば
、
当
然
そ
れ
ら
の
役
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。



し
か
し
、
ト
マ
ス
の
主
文
そ
の
も
の
は
結
構
分
量
が
あ
る
。
先
述
の
ご

と
く
、
「
異
論
」
は
現
実
的
論
敵
の
主
張
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
第
一
異
論
な
と
は
「
修
道
者
が
有
す
る
の
は
、
教
師
の
職
務
で
は
な

く
、
悲
嘆
者
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
い
っ
た
教
父
町
一
首
聾
な
ど
を
引
き
合
い

に
出
し
た
、
い
わ
ば
「
い
ち
ゃ
も
ん
」
と
で
も
言
う
べ
き
性
格
の
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ト
マ
ス
も
対
立
す
る
様
戚
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
議

論
に
厚
み
を
与
え
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
型
悼
の
進
世
が

霊
的
職
務
の
遂
行
の
適
椅
性
を
減
少
さ
せ
る
な
と
と
説
く
の
は
、
愚
劣

ZH吉
田
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
修
道
者
の
身
分
自
体
が
そ
の
遂
行
の
障

害
を
な
す
と
す
る
者
の
説
も
、
愚
劣
で
あ
る
。
」
と
い
、
っ
、
通
常
冷
静
な
ト

マ
ス
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
よ
う
岳
、
痛
烈
企
表
現
を
附
い
て
い
る
。

「
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
換
」
に
特
に
関
係
す
る
の
は
、
第
三
異
論
を
め

ぐ
る
や
り
と
り
で
あ
る
。

異
論
は
、
「
い
か
な
る
者
も
、
教
会
の
事
担
に
従
事
し
な
が
ら
、
修
道
戒

律
に
適
正
に
切
ま
り
得
な
い
」
と
い
う
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
言
葉
を
も
と
に
、

修
道
者
は
、
「
教
会
の
事
μ
U
L
に
属
し
て
い
る
説
教
や
教
授
等
の
役
務
を
遂

行
し
得
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
川
o

こ
れ
に
対
し
て
、
ま
ず
ト
マ
ス
は
、
「
隠
世
修
道
院
で
修
道
成
律
を
遵
守

す
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
系
の
修
迫
パ
ラ
ダ

イ
ム
町
田
盟
守
と
、
教
会
型
職
の
通
常
の
司
牧
職
務
を
担
当
す
る
こ
と
と
は
、

互
い
に
相
容
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か

ら
、
闘
世
修
道
者
及
び
他
の
修
道
者
が
、
通
常
司
牧
権
を
有
す
る
司
教
に

よ
る
委
任
を
受
け
て
、
教
会
聖
職
に
従
事
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
、

と
す
る
。
つ
ま
り
、
ベ
、
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
系
の
修
道
者
、
例
え
ば
シ
ト
l

会
十
一
で
あ
っ
て
も
、
司
教
の
委
任
が
あ
れ
ば
説
教
者
た
り
う
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
教
会
襲
職
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
修
道
会
、
つ

ま
り
「
説
教
者
兄
弟
会
一
」
の
よ
う
な
修
道
会
の
修
道
者
の
場
合
に
は
、
特

に
該
当
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
刷
。

ド
ミ
ニ
コ
会
士
に
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
『
戒
律
』
が
修
道
士
に

命
じ
て
い
る
肉
体
労
働
の
代
わ
り
に
、
学
問
研
究
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
ロ

』
円
同
回
全
国
立
凶
は
、
「
修
道
者
は
肉
体
労
働
の
義
務
を
負
う
か
」
と

題
し
て
い
る
。
無
論
、
ベ
、
不
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
系
の
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
も

と
づ
い
て
、
す
べ
て
の
修
道
者
は
肉
体
労
働
に
従
事
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
す
る
攻
撃
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
そ
も
そ
も
修
道
者
が
肉
体
労
働
仁
従
事
す
る
、
と

い
う
こ
と
の
目
的
に
ま
で
遡
っ
て
問
い
直
し
を
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
肉

体
労
働
に
、

(
l
)
本
来
、
生
活
の
資
の
獲
得
の
た
め
、

(
2
)
無
為
の
排

除
の
た
崎
、

(
3
)
情
欲
の
抑
制
の
た
め
、

(
4
)
施
与
を
行
う
た
め
、
の

四
つ
の
目
的
を
挙
げ
る
。

そ
の
上
で
、

(
l
)
に
閲
し
て
は
、
生
活
の
資
を
他
か
ら
独
得

L
得
辛
い

場
合
、
誰
も
肉
体
労
働
を
行
う
義
務
が
あ
る
が
、
肉
体
労
働
以
外
の
仕
方

で
生
活
の
資
を
合
法
的
に
調
達
し
得
る
場
合
、
そ
の
義
務
は
無
い
、
と
し

て
い
る
。
さ
ら
に
ト
マ
ス
は
、
「
肉
体
労
働
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
人
々

が
生
活
の
資
を
合
法
的
に
調
達
す
る
一
切
の
人
間
業
務
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
手
足
や
口
舌
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
問
わ
な
い
、
と
理
解
す
る
可
能
性
も

示
峻
し
て
い
る
。

(
2
)
の
「
無
為
の
排
除
」
、

(
3
)
の
「
情
欲
の
抑
制
」
の
た
め
の
目
的
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か
ら
は
、
肉
体
労
働
は
、
能
の
必
要
性
に
は
腐
し
な
い
、
と
し
て
い
る
Q

こ

れ
ら
の
目
的
は
‘
肉
体
労
働
以
外
の
多
く
の
仕
方
で
行
わ
れ
得
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
修
道
者
が
所
属
修
道
会
の
会
則
で
肉
体
労
働
の
義
務
が

課
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
別
で
あ
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ベ
、
不
デ
イ
ク
ト
ゥ

ス
系
の
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
自
ら
選
ん
だ
者
は
、
こ
れ
に
従
う
義
務
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、

(
4
)
の
「
施
与
を
行
う
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
通
常

は
肉
体
労
働
は
錠
の
必
要
性
に
属
し
辛
い
、
と
さ
れ
る
。

九
円
円
同
国

a
E
7
E
で
は
、
修
道
者
が
「
施
物
で
生
活
す
る
」
と
い
う

こ
と
の
可
否
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
生
活
基

盤
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
は
、
各
々
、
自
分
の
所
有
物
や
自
分
に
正
当
に

帰
せ
ら
れ
る
事
物
で
生
活
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
君
主
や
信
者

ら
の
寛
大
な
贈
与
に
よ
っ
て
、
生
前
を
維
持
す
る
財
物
の
喜
拾
を
受
領
す

る
修
道
院
や
教
会
の
所
属
修
道
者
や
聖
職
者
は
、
肉
体
労
働
を
行
う
こ
と

な
く
、
そ
れ
ら
の
財
物
で
合
法
的
に
生
活
し
得
る
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
条
件
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
道
者
が
こ
う
し
た
恩
恵
の
喜
捨

を
受
け
る
の
は
、
ひ
と
え
に
自
己
の
諸
修
道
行
為
に
一
段
と
障
碍
な
く
精

進
し
得
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
贈
与
者
の
意
向
に
誠
実
に
応
え
る
た

め
で
あ
る
。

何
か
の
事
物
が
あ
る
者
に
正
当
に
帰
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
二
つ

の
行
方
に
よ
る
。

第
一
は
、
緊
急
の
必
要
性
の
あ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
修
道
者

は
縞
物
で
生
活
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
得
る
。
「
緊
急
の
必
要
性
」
と
し
て
ト

マ
ス
は
、
(
l
)
身
体
が
病
弱
で
あ
っ
て
、
肉
体
労
働
で
生
活
の
資
を
調
達

し
得
な
い
場
合
、

(
2
)
肉
体
労
働
の
所
得
が
生
活
の
資
に
足
り
な
い
場

合、

(
3
)
肉
体
労
働
の
習
慣
が
な
か
っ
た
者
の
従
前
町
生
活
様
式
、
を
挙

げ
て
い
る
。

第
二
は
、
そ
の
者
が
霊
的
ま
た
は
物
的
事
物
を
提
供
し
て
い
る
場
合
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
修
道
者
が
、
そ
れ
を
自
己
に
正
当
に
帰
せ
ら
れ
る

も
の
と
し
て
施
物
に
よ
っ
て
生
活
し
う
る
、
と
さ
れ
る
場
合
を
ト
マ
ス
は

四
つ
挙
げ
て
い
る
。

(
1
)
修
道
者
が
司
教
の
認
可
を
得
て
説
教
を
行
う
場

合、

(
2
)
修
道
者
が
祭
壇
の
役
務
者
で
あ
る
叫
窓
口
、

(3)
修
道
者
が
教

会
全
体
の
共
通
の
利
益
の
た
め
に
型
書
の
勉
学
に
帯
金
す
る
場
合
、
そ
し

て，

(
4
)
修
道
者
が
所
有
し
た
財
産
を
修
道
院
に
寄
贈
し
た
場
合
、
そ
れ

ぞ
れ
修
道
者
は
、
修
道
院
に
喜
捨
さ
れ
た
施
物
で
生
活
し
得
る
、
と
さ
れ

る。無
論
、
修
道
者
が
、
必
要
性
や
貢
献
す
る
有
益
性
も
な
し
に
保
為
に
過

ご
し
、
賞
者
に
喜
捨
さ
れ
る
施
物
で
生
活
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。

4，j 

H
F
汁
悶
l

同

A
E
J
r
r
u
で
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
や
フ
ラ
ン
ン
ス
コ
会
を
特
徴

づ
け
て
い
る
「
托
鉢
」
そ
の
も
の
の
可
一
台
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ト
マ
ス
は
、
托
鉢
に
つ
い
て
、
「
托
鉢
自
体
の
行
為
の
而
」
と
「
托
鉢
で

所
得
す
る
も
の
の
面
」
と
い
う
一
一
つ
の
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
。

第
二
町
、
托
鉢
自
体
の
行
為
の
商
か
ら
は
、
「
托
鉢
L

は
「
一
磁
の
卑
賎

き
」
を
付
随
さ
せ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
「
倣
慢
の
最
も
効
果

的
な
治
療
薬
」
と
し
て
「
謙
遜
の
た
め
に
」
托
鉢
す
る
こ
と
は
称
賛
に
価



す
る
、
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
謙
逝
は
、
他
の
諸
徳
の
場
合
と
同
様
、

賢
慮
を
欠
く
べ
き
で
な
い
」
と
し
て
、
行
き
過
ぎ
の
危
険
に
注
意
を
促
し

て
い
る
。

第
二
の
、
托
鉢
で
所
得
す
る
も
の
の
而
か
ら
の
考
察
は
、
動
機
に
よ
り

一
一
つ
の
場
合
を
区
別
す
る
。

(
l
)
官
や
炉
品
の
ま
ま
生
活
の
資
を
得
ょ
う
と
す
る
欲
望
か
ら
な
さ
れ

る
托
鉢
は
許
さ
れ
な
い
。

(
2
)
緊
急
の
必
要
性
と
有
益
甘
か
ら
の
托
鉢
は
、
世
俗
者
に
も
、
修
道

者
に
も
同
様
に
許
さ
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
「
緊
急
の
必
要
性
」
と
は
、
托
鉢

以
外
に
生
活
の
穏
を
得
る
す
べ
手
持
ち
得
、
な
い
場
合
で
あ
り
、
「
有
益
性
」

と
は
、
信
者
の
喜
捨
な
し
に
は
遂
行
し
得
な
い
有
益
な
事
業
の
達
成
一
を
意

図
L
、
そ
の
た
め
の
喜
拾
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ト
マ
ス
は
「
修
道
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
換
」
に
伴
う
、

様
々
な
抵
抗
に
対
し
て
、
説
得
的
に
答
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、

M
H
固
1

間

S
E吋
に
お
け
る
一
連
の
論
考
の
最
後
に
、
「
修
道
者
は
他
の

人
々
よ
り
も
粗
衣
を
着
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
」
と
題
す
る
一
項

(
第
六
項
)
が
存
在
す
る
、
と
い
う
事
実
に
の
み
触
れ
て
お
こ
、
っ
。
攻
撃
者

た
ち
は
、
托
鉢
修
道
会
員
た
ち
の
服
接
ま
で
も
、
論
難
の
材
料
と
し
て
い

た
事
情
が
何
わ
れ
る
。

4 

ト
マ
ス
に
お
け
る
「
説
教
」

(
一
)
説
教
者
自
身
に
と
っ
て
の
「
説
教
」

我
々
は
、
い
よ
い
よ
最
後
に
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
「
説
教
」
そ
の
も
の

の
倫
理
学
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
段
階
を
迎
え
た
。
ま
ず
、
ト
マ
ス
の

倫
理
学
全
体
に
お
い
て
、
説
教
者
自
身
に
と
っ
て
「
説
教
」
が
有
す
る
意

味
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
ロ

}
マ
ス
の
倫
理
学
に
お
け
る
中
心
概
念
で
あ
る
神
愛

n
E
Eは
、
本
来

「
神
へ
の
霊
」
で
あ
る
。
こ
の
神
愛
が
、
対
他
的
な
倫
理
と
し
て
「
隣
人
君
」

へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
理
拠
は
、
「
神
に
向
か
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に
協
働

す
る
」

m
と
い
う
形
で
、
「
至
福
の
分
有
に
お
け
る
仲
間
と
し
て
愛
す
る
」
州

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
神
愛
関
有
の
意
味
内
容
に
お
い
て
「
隣
人

を
費
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
「
そ
の
人
が
神
の
う
ち
に
在

る
よ
う
に
」
と
計
ら
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
川
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
も
す
で
に
雷
及
さ
れ
た
通
り
、
説
教

は
、
隣
人
で
あ
る
他
者
の
「
魂
の
救
済
に
直
接
に
関
係
す
る
行
為
」
で
あ

り
、
「
霊
的
な
施
与

a
z
E
S苫
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
に
あ
っ

て
「
施
与
」
と
は
、
神
世
が
、
他
者
に
お
け
る
悲
惨
さ
、
欠
陥
を
原
因
と

す
る
「
憐
れ
み

S
Z
2
2
&
ω
」
の
徳
を
媒
介
と
し
て
外
的
行
為
へ
と
展
開

し
た
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
山
。

以
上
町
見
取
り
図
の
中
で
、
説
教
が
ト
マ
ス
の
倫
担
体
玄
公
主
体
の
中
に

お
い
て
占
め
る
位
置
づ
け
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
つ
ま

り
、
「
説
教
」
と
は
、
一
な
ん
ら
か
の
意
味
で
「
神
の
う
ち
に
」
な
い
、
と
い

45 



、
つ
欠
陥
状
態
に
あ
る
隣
人
が
、
「
神
の
う
ち
に
荘
る
よ
う
に
」
と
計
ら
、
っ
、

と
い
う
意
味
で
、
「
魂
の
救
消
に
直
接
に
関
係
す
る
行
為
」
で
あ
り
、
最
も

端
的
な
意
味
に
お
け
る
「
霊
的
施
与
」
、
あ
る
い
は
神
世
の
外
的
行
為
へ
の

股
開
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
は
神
霊
の
外
的
行
為
を
基
本
的
に
憐
れ
み
か
ら
発

す
る
も
の
、
と
し
て
い
た
が
、
憐
れ
み
よ
り
も
、
自
分
自
身
を
内
的
に
神

と
結
び
つ
け
る
神
愛
の
方
が
優
先
す
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
伽
。
そ
れ
は
、

自
分
自
身
の
神
と
の
結
び
つ
き
が
前
提
と
な
っ
て
こ
そ
、
他
者
に
対
す
る

霊
的
巴
な
施
号
も
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

先
に
見
た
と
お
り
、
ト
マ
ス
は
説
教
と
い
う
活
動
巴
を
「
観
想
の
充
溢
か

ら
発
す
る
活
動
」
と
し
て
特
徹
づ
け
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
「
神
愛
」
と
、

隣
人
が
「
神
の
う
ち
に
有
る
よ
う
に
」
と
計
ら
う
、
と
い
う
意
味
で
の
「
憐

れ
み
」
と
の
関
係
を
反
映
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
先
述
町
通
り
、
説
教

活
動
は
、
説
教
者
自
身
の
観
忽
、
あ
る
い
は
「
神
と
共
に

E
E
ロ
E
あ
る
」

こ
と
を
前
提
と

L
、
そ
の
「
館
組
の
実
り
を
他
者
へ
と
伝
え
る
」
、
と
い
う

形
で
成
立
す
る
「
神
に
つ
い
て
(
あ
る
い
は
神
か
ら
)
骨
ロ

g」
語
る
常

み
な
の
で
あ
っ
た
。

「
説
教
」
#
受
け
る
者
に
と
っ
て
の
「
説
教
」

i
信
仰
と
回
心
へ

の
呼
び
か
け

繰
り
返
す
が
、
説
教
は
、
隣
人
で
あ
る
他
者
の
「
魂
の
救
済
に
関
係
す

る戸

F
A」
で
あ
り
、
「
量
的
な
施
与
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
説
教
」

を
受
け
る
「
隣
人
」
の
側
か
ら
見
た
「
説
教
」
の
意
味
に
つ
い
て
概
観
し

た
い
。

) 

当
の
「
隣
人
」
自
身
に
と
っ
て
、
説
教
は
、
信
仰
へ
と
向
か
、
つ
回
心
の

契
機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
信
仰
は
一
人
の
人

聞
が
霊
的
な
生
活
、
す
な
わ
ち
神
と
の
関
係
性
町
中
で
の
生
へ
と
入
品
最

初
の
端
緒
で
あ
る
。
従
っ
て
、
説
教
は
、
一
人
の
人
間
が
霊
的
生
前
全
体

の
端
緒
と
な
り
う
る
契
機
企
の
で
あ
る
ロ
そ
こ
で
、
人
が
信
仰
へ
と
入
品

最
初
の
場
而
に
お
い
て
説
教
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
記
述

に
つ
い
て
、
や
や
細
か
く
見
て
み
よ
う
。

46 

知
叶
同
l

悶

a
'
a
p
H
が
そ
の
場
面
を
記
述
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ト
マ
ス
は
「
信
仰
」
の
成
立
要
件
と
し
て
二
つ
の
こ
と
が
ら

を
挙
げ
る
。
そ
の
一
つ
は
人
間
に
対
し
て
「
信
ず
べ
き
こ
と
が
ら

5
S
E」
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
墾

-Tcれ
た
こ

と
が
ら
に
対
し
て
信
じ
る
者
が
与
え
る
承
認
で
あ
る
ロ

第
一
の
「
信
ず
べ
き
こ
と
が
ら
の
提
示
」
に
関
し
て
は
、
信
仰
は
神
に

由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
形
で
の
啓
示
に
よ
る
。
と
こ
ろ
で
、
信

仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら
は
、
使
徒
た
ち
ヤ
預
言
者
た
ち
に
対
し
て
啓
示
さ

れ
た
よ
う
に
直
按
に
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
他
の
多

く
の
人
々
に
対
し
て
は
、
信
仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら
は
、
「
神
が
信
仰
の
説

教
者
た
ち
司
E
a
E
O品
切
出
品
自
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
提
示
さ
れ

噌ゐ。
第
二
の
「
信
仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら
仁
対
し
て
人
聞
が
与
え
る
承
認
」

に
関
し
て
は
、
ト
マ
ス
は
さ
ら
に
二
重
の
原
因
を
考
え
る
。

そ
の
一
つ
は
、
外
部
か
ら
誘
導
す
る
原
悶
、
た
と
え
ば
目
撃
さ
れ
た
奇

跡
、
あ
る
い
は
信
仰
へ
と
誘
導
す
る
た
め
に
人
間
が
行
う
説
得
百
円
一
E
E
E



で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
充
分
な
阪

国

E
E
E
Z日
e
g切
で
は
な
い
。
同
一
の
奇
跡
を
目
撃
し
、
同
じ
説
教
を

聴
い
た
人
々
の
う
ち
、
或
る
者
は
信
じ
る
の
に
、
成
る
者
は
信
じ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
聞
を
内
的
に
動
か
し
て
、
信
仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら

に
対
し
て
永
認
を
与
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
別
の
内
的
な
原
悶
を
措
定
し
な

け
れ
ば
な
ら

B

な
い
。
こ
こ
で
、
ト
マ
ス
は
、
か
か
る
原
凶
と
し
て
人
間
の

自
由
意
思
吾
0
2
自
問
宮
ヨ
ロ
ヨ
の
み
を
措
定
し
た
ベ
ラ
ギ
ウ
ス
派
の
見
解

を
斥
け
、
「
信
仰
の
主
賓
的
行
為
で
あ
る
本
認
目
詔
ロ
一
号
に
閲
し
て
い
え
ば
、

信
仰
は
思
想
に
よ
っ
て
約
的
に
動
か
す
神
ロ

E
m
E
E
E
E
0
5
2
官円

宮
口
自
か
ら
く
る
」
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
「
人
間
は
信
仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら
に
承
認
を
号
え
る
に
さ
い

し
て
、
自
ら
の
自
然
本
性
を
超
え
て
高
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
」
、
承
認

を
号
、
え
る
行
為
は
内
的
に
人
間
を
動
か
す
と
こ
ろ
の
超
自
然
的
な
根
源
、

す
な
わ
ち
神
に
よ
っ
て
も
た
ル
り
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
説
教
者
は
、
ま
ず
当
町
人
に
信
仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら
を
提

示
す
る
者
と
し
て
萱
場
す
る
。
そ
し
て
、
信
仰
へ
と
誘
導
す
る
た
め
に
説

得
を
す
る
者
と
し
て
外
部
か
ら
誘
導
す
る
原
因
と
し
て
働
い
て
い
る
。
し

か
し
、
当
町
人
を
信
仰
の
主
要
的
行
為
で
あ
る
草
認
へ
と
動
か
す
の
は
神

(
盟
唾
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
而
で
神
(
塑
霊
)

と
説
教
者
と
は
協
働
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
一
一
)
カ
リ
ス
マ
の
一
一
育
集

以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
通
り
、
「
説
教
」
と
は
、
説
教
者
自
身
か
ら

見
れ
ば
他
者
で
あ
る
隣
人
の
棒
、
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
人
が
神
の
う
ち
に
在

る
よ
う
に
」
と
計
ら
い
、
信
仰
へ
と
、
す
な
わ
ち
「
魂
の
救
済
」
へ
と
導

く
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
人
を
信
仰
へ
と
導
く
働
き
に
お
い

て
主
要
的
に
働
く
の
は
神
(
聖
霊
)
で
あ
り
、
説
教
者
は
こ
れ
に
協
働
す

る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
か
ら
、
「
説
教
」
と
は
カ
リ
ス
マ
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
場
で
あ
る

こ
と
が
帰
結
す
る
。
「
カ
リ
ス
マ
(
加
温
言
明
巴
ω
骨
E
H
無
償
の
恩
恵
)
」
と

は
「
他
者
が
義
と
さ
れ
る
こ
と
』
E
ロ
P
E。
に
む
け
て
協
力
す
る
よ
う
に

と
与
え
ら
れ
る
」
聖
霊
的
恩
恵
の
賜
物
を
意
味
し
て
い
る
山
o

「
説
教
」
と
は
「
ニ
葉
百

go」
に
お
い
て
な
き
れ
る
行
為
で
あ
る
。
そ

う
し
た
場
面
で
機
能
す
る
カ
リ
ス
マ
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
は
、
知
河
口
同

A
-
1
E
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

カ
リ
ス
マ
は
他
者
の
利
益
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
あ
る

人
が
神
か
ら
受
け
取
っ
た
認
識
は
、
「
語
る
こ
と

E
E
E」
を
媒
介
と
す
る

の
で
な
け
れ
ば
、
他
者
の
利
益
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ

で
ト
マ
ス
は
、
「
型
鍵
は
、
教
会
の
利
益
に
関
わ
る
い
か
な
る
こ
と
に
お
い

て
も
矢
け
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
確
信
に
も
と
づ
い
て
、
「
詰
る
こ
と
」

仁
関
わ
る
配
慮
が
教
会
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
仁
提
供
さ
れ
る
、
と
す
る
。
そ

し
て
そ
の
「
語
る
こ
と
」
が
「
有
効
に
o問。

E
R己
機
能
す
る
た
め
に
与

え
ら
れ
る
の
が
「
言
葉
自

5
0」
の
カ
リ
ス
マ
で
あ
る
。
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ト
マ
ス
は
、
言
葉
の
カ
リ
ス
マ
が
機
能
す
る
三
つ
の
様
態
を
記
述
し
て

い守ゐ。ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
は
知
性
を
指
導
す
る
た
め
に
働
く
。
こ
の
こ
と
は
、

説
教
者
が
勝
京
を
「
教
え
る
」
よ
う
に
語
る
場
面
で
実
現
す
る
む

前
二
に
、
そ
れ
は
聴
京
が
進
ん
で
神
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
情

意
を
動
か
す
た
め
に
働
く
。
こ
の
こ
と
は
、
聴
衆
を
「
喜
ば
せ
る
」
よ
う

に
語
る
場
而
で
実
現
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
好
み

を
追
求
す
る
た
め
で
は
な
く
、
聴
衆
に
神
の
一
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に

促
す
目
的
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
そ
れ
は
聞
き
手
が
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
ら
を
霊
し
、
そ
の
こ
と
が
成
就
す
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
働
く
ロ
こ
の
こ
と
は
、
聴
衆
に
「
心
の
向
き
を
変
え
る

2
0
B
B」
よ

う
に
語
る
場
而
で
実
現
す
る
。

そ
し
て
ト
マ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
働
き
を
果
た
す
た
め
に
、
聖
霊
は
人
間

の
舌
を
一
種
の
用
具

5
m
E
E
E
E自
と
し
て
用
い
、
虫
霊
自
身
は
、
内
的

な
働
き
を
完
成
す
る
、
と
総
括
し
て
い
る
。

前
節
で
概
観
し
た
何
円
同
1

同

t
Eと
、
こ
の

hEH同
1

回
全
ー
と

の
箇
所
か
ら
、
人
を
信
仰
へ
の
導
く
こ
と
の
「
主
要
的
原
因

2
5防

空
E
2
2ご
と
は
狸
設
で
あ
り
問
、
説
教
者
は
「
用
具
困

2
5関

自
Z
E
S
E
E
で
あ
る
、
と
い
う
い
か
に
も
ス
コ
ラ
的
な
定
式
が
定
着
す

る。
し
か
し
、
我
々
は
そ
の
定
式
の
奥
に
、
自
ら
神
愛
に
よ
っ
て
神
と
共
に

5
5ロ
g)
あ
り
、
観
想
者
で
あ
る
こ
と
を
土
台
と
し
つ
つ
、
自
ら
を
神

の
用
具
と
し
て
明
け
渡
し
て
誇
る
説
教
者
町
生
き
様
を
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ラ
テ
ン
請
の
前
龍
詞
「
骨
」
の
両
義
性
ゆ
え
に
、
「
神
に
つ
い
て
語

る
」
と
訳
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
神
か
ら
商
品
」
と
も
訳
し
う
る
「
骨
ロ

E

E
官
。
己
と
い
う
ド
ミ
ニ
コ
会
の
基
本
精
神
を
現
わ
す
言
車
山
は
、
こ
う
し

た
説
教
者
の
姿
を
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

48 

註
『
神
戸
主
人
全
』
に
関
す
る
略
号
は
慣
加
に
従
う
。
た
と
え
ば
、

「H
F

ロ
t
t
ε
は
「
『
神
学
大
全
』
第

I
部
第
一
問
題
第
二
現
主
文
」

を
意
味
す
る
。

「h
Mコい
H

t

国
企
巴
再
こ
は
「
『
神
学
大
全
」
第

H
部
の

1
第
一
問
題

第
一
項
第
一
異
論
回
答
」
を
意
味
す
る
。

(
1
)
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
織
を
踏
ま
え
た
今
日
の
典
礼
観
に
も
と

づ
く
「
ミ
サ
」
に
つ
い
て
の
概
説
書
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。

土
展
吉
正
『
ミ
サ
ー
そ
の
意
味
と
歴
史
|
』
あ
か
し
書
房
、
一
九

七
七
年
。

(
2
)
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
誠
『
典
礼
憲
章
」
に
お
い
て
、
典
礼
が

教
会
活
動
の
全
て
一
な
の
で
は
な
く
、
「
人
々
は
典
礼
に
近
づ
く
こ
と

が
で
き
る
前
に
、
信
仰
と
回
心
を
同
町
び
か
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」

こ
と
、
つ
ま
り
広
義
の
「
説
教
」
な
い
し
は
宣
教
情
動
の
必
要
性

が
強
制
さ
れ
て
い
る
(
第
九
項
)
。
ま
た
、
ミ
サ
典
礼
中
の
説
教
の



窓
義
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
典
礼

η不
可
欠
な
部
分
E
位
置
づ

け
た
上
で
、
「
主
日
と
守
る
べ
き
祝
日
に
、
参
列
す
る
会
衆
と
共
に

祝
わ
れ
る
ミ
サ
で
は
、
重
大
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
説
教
は
省
い

て
は
な
ら
一
な
い
」
(
第
h
二
項
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
以
干
の
「
説
教
」
に
つ
い
て
の
肢
史
的
慨
観
は
、

ョ
。
宅
円
ぬ
与
旦
R
2
n」
て
門
官
、
向
島
知
山
田

u司
自
福
岡
旦

σ〕可
釦
阿

d
o
a
Eロ
乱
開

E
崎
町
民

向

E
o
n
a
u《

】

-MnC口
言
。

a
M
q
。
時
〉

E
O
ロの
P

同

umgm50
岡

田

』

』

I
Z。
E
q
a

弔
問
【
に
お
け
る
「
胃
ORE-口
問
」
の
項
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

(
4
)
巾
世
、
特
に
十
二
、
一
二
世
紀
に
お
け
る
民
衆
の
宗
教
週
動
に
つ
い

て
は
以
下
を
参
照
。

口
E
国内

H
E
P
E
Y
Z
b
h
E品
E
耳
切
2
2
M
U
E
m司
令
、
判
明
言
足

E
R
E
~町内、

巴
E
2
-
E
n
P
R
E淀川、
M
E潟
、
島
町
宮
目
立
ロ
与
え

R
E
2
N
E
aヨ
ヨ
言
、
思
詰
同
町

村

42hq』

FS凶

A
2・h
E
N
2・3
・
m崎
町
ヨ
匂

2
芯
吉
、
km認
定
、
見
弘
吋
、
司
口
唱
。
定
通

、3bhhASP刊
を
ぬ
嶋
君
"
句

h司
、

M
k
b
R刷、

L
W
9

」
向
、
吉
宮
吉
弘
内
ミ
記
事
札
見
守
ぬ
、
民
ミ

官
R
E
n
p与
n
p
s
G
E足
古
勾

2
号、
A
R
R
H
R
r
お
足
首
与
旨
吉
調
旬

、
気
内
定
処
切
符
ロ

E
M州
内
宮
、
。

EEMhnph伶
丸
山
市
、
高
た
品
川

hbhE
切
内
需
品

E
崎町

a
z

p
向

hh崎町
~b『同町、日

(
5
)
「
説
教
者
兄
弟
会
」
の
成
立
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
主
題
的
論
考

と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。

宮
本
久
雄
「
ド
ミ
ニ
コ
の
霊
性
と
説
教
者
兄
弟
会
一
言
の
新
た
な

次
元
の
開
披
|
」
(
『
宗
教
言
語
の
可
能
性
|
世
智
の
一
風
景
中

世
』
動
車
書
房
、
一
九
九
二
年
、
所
収
、
第
六
章

G

上
智
大
学

中
世
思
想
研
究
所
編
『
中
世
の
修
道
制
』
創
立
材
、
一
九
九
一
年
、

所
収
、
第
十
一
章
)
。

筆
者
も
問
論
文
か
ら
多
〈
音
教
え
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
れ
に

多
く
を
負
っ
て
い
る
。

(
6
)
ド
ミ
ニ
コ
の
伝
記
と
し
て
は
、
以
下
を
参
間
'
。

h
』宵
hRM
骨
E

R
古
川
匂
守
S
2
3
M
n
S
E
S
E
E
(邦
訳
『
星
に
輝

く
使
徒
』

J
'
G
'
パ
リ
エ
ス
編
、
中
央
出
版
社
、
一
九
七
O
年)。

(
7
)
ヌ
ル
ン
ア
の
ベ
ネ
一
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
『
戒
律
」
お
よ
び
そ
の
修
道

精
神
に
つ
い
て
は
、
最
近
我
が
岡
で
も
盛
ん
な
出
版
活
動
が
な
さ

れ
て
い
る
。
日
を
引
く
入
門
書
と
し
て
は
、

坂
口
予
d

「
聖
ベ
主
ア
ィ
ク
ト
ゥ
ス
危
機
に
立
つ
教
師
』
富
島

村
、
二

C
C
一二年。

『
戒
律
』
の
翻
訳
研
究
書
と

L
て
は
、

古
田
暁
「
山
地
ベ
ネ
テ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』
す
え
も
り
プ
γ
ク
ス
、
二

O
O
O
年。

(
S
)
亡
宮
、
円
。
g
Z
E
E
-
h
E
R
G
M可

nrb邑
S
E
h宮
、
E
m
E自
己
見
詰
な

司
u
q
a
h
E
B
E
E
-ド
ミ
ニ
コ
会
基
本
会
鑑
』
)
第
五
項
。

(
9
)
M
汁
同
・
ロ
』
白
川
w
A併

P
T
H

(
叩
)
伺
円
ロ
ロ

a
E
∞
hpMn

(
川
)
「
肱
与
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
何
汁
同
t

同
A
U
E
n
e
参
問
。

(
ロ
)
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
『
教
令
集
」
第
一
一
一
巻
第
一
三
名
義
第
一
八
章

(
同
町
川
口

b
J『

hM)

(日
)
F
F
q
円。
E
5
E
E
b
h
h自
2
口』コ岳国
E
S
E
-吋
huE可
ロ
自
己

E
h
b旬以

E
S
E
e
E
E
Qド
ミ
ニ
コ
会
基
本
合
憲
』
)
第
二
項
。

(
叫
)
托
鉢
修
道
会
に
対
す
る
代
表
的
な
攻
撃
者
と
し
て
は
、
『
現
代
の
危

機

P
P
E
S
2
0
5包
E
S
E亘
R
旦
宮
ヨ
}
を
著
し
た
グ
イ
レ
ル
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ム
ス
デ
・
サ
ン
ク
ト
・
ア
モ

l
レ
。
E
E
E
E
骨
回
目

n
E
〉
自
。
耳

町
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
自
身
、
こ
の
論
争
に
巻
き
込
ま

れ
も
?
刊
の
礼
拝
と
修
道
44
請
の
攻
撃
者
論
駁
円
。

h
Z
E

h

皇
宮
s
a
P
E
E
5
2
E官
。
垣
内
田
』
、
『
霊
的
生
活
の
完
全

性
論
円
庁
、
良
時
n
m
g
n
s
g
屯
Eh-Ea』
、
『
修
道
会
入
金
阻
止
者

論
駁
門
S
E
B
E
h
k員
E

E止命一
E
-
E司
h
w
E
E』
と
い
っ
た
一
連

の
論
争
的
著
作
を
著
し
て
い
る
。
な
お
、
グ
イ
レ
ル
ム
ス
は
、
一

二
五
七
年
、
教
皇
ア
レ
ク
サ

μ
デ
ル
四
世
に
よ
り
断
罪
さ
れ
た

Q

(
日
)
何
汁
国
間
手
間
∞
斗

P
M
R伺
同

(同
)

h
・H
同
国
内
山
由
∞

J
『

p
目

R
Z

(
打
)
何
円
回
目
回

a
e
N
M
P同

U
n
-
-
b
6
円
卵
白

nvpJ

判。ap
∞
n

(
同
}
何
汁
同
i

同

a
h
p
口町

P
ロ
2
f

(
叩
)
九
四
円
同
・
同
A
M凶

p
-
n

(
却
)

h

四
円
同
a回
心

I
U
M
P目

na

(
引
)
九
回
円
回
l

同

心

凶

O
釦
ふ
の

(辺
)

h

明。円
H

・同
A
問

問

問

問

問

n

(刀
)
M
M六
回

同

』

小

包

問

削

仏

戸

(
剖
)
』
に
守
q
円。
b
h
E
E
E。
E
h
E
虫
色
、
島

E
E。
自
民
国
、
E
q
E当

O
E
E
Z

3
H
A
E
S
E
E
-ド
ミ
-
一
コ
会
基
本
合
意
』
)
第
二
項
。
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