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に
よ
つ
て
、

シ
ュ
ッ
ク
イ

根
本
的
に
異
な
っ
た
新
し
い
宗
敦
的
事
態
が
出
来
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
剰
す
と

て
は
、

パ
ウ
ロ
と
イ
ェ
ス
の
避
逗
に
つ
い
て

イ
エ
ス
の
説
い
た

「
稗
の
一
輻
音
」

薔
約
の
終
末
観
と
は

た
イ
エ
ス
の
最
初
の
宣
敦
に
お
い
て
、

に
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
よ
う
。

か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
ら
う
が
、

『
マ
ル
コ
偲
』
に
牧
録
さ
れ

キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
精
紳
が
最
も
端
的

ョ
ル
ダ
ン
川
で
ヨ
ハ
ネ
に
よ
っ
て
洗
證
を

受
け
た
イ
ニ
ス
は
直
ち
に
荒
野
へ
送
ら
れ
、

四
十
日
に
亙
る
サ
ク
ン
の
誘
惑
を

天
使
の
庇
護
の
も
と
に
切
抜
け
た
の
ち
、
故
郷
の
ガ
リ
ラ
ヤ
に
蹄
つ
て
「
稗
の

謳
音
」
に
つ
い
て
、
次
の
や
う
に
述
べ
た
。

「
時
は
充
て
り
、
稗
の
國
は
近
づ
け
り
。
汝
ら
は
悔
改
め
て
、
幅
音
を
信
ぜ
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こ
の
宜
敦
の
前
段
を
な
す
「
時
は
充
て
り
、
紳
の
國
は
近
づ
け
り
」

に
お
い

奮
約
と
の
到
比
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
革
新
的
な
意
義
を
ど
こ
に
求
め
る

。
ハ
ウ
ロ
と
イ
エ
ス
の
超
垣
に
つ
い
て

七
九

(
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こ
ろ
な
く
告
知
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
で
「
時
」
を
表
示
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ

た

E
8
p
合
と
い
ふ
語
は
も
と
も
と
季
節
を
意
味
し
、
生
命
の
宇
宙
的
な
リ
ズ

ム
の
循
環
と
と
も
に
巡
る
時
を
指
す
が
、
時
充
ち
た
時
と
は
、
海
邊
に
集
ま
つ

て
き
た
大
勢
の
群
衆
に
向
つ
て
イ
エ
ス
が
瞥
噺
を
使
っ
て
説
明
し
た
や
う
に
、

(
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良
い
畑
に
蒔
か
れ
た
変
や
芥
子
種
が
豊
な
結
寅
を
迎
へ
た
「
牧
獲
の
時
」

(
（
6
 

E
8
 
p
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O
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,
a
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!l
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、

天
國
の
畑
に
は
良
い
種
だ
け
が
蒔
か
れ
た
の
に
、
「
悪
魔
」
ぎ
ヘ
ミ
P
o
i
o
g
が
来
て

毒
変
も
蒔
い
た
の
で
、
畑
に
は
毒
変
も
混
つ
て
育
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
未

成
熟
な
段
階
で
は
双
方
の
謳
別
が
紛
ら
は
し
い
の
で
、
牧
獲
の
時
が
来
る
ま
で

は
育
つ
に
ま
か
せ
、
い
ざ
牧
獲
と
い
ふ
時
に
な
っ
て
「
ま
づ
蒋
変
を
抜
集
め
て

燒
彿
ふ
」
こ
と
が
定
め
と
な
る
。
か
く
し
て
イ
エ
ス
は
「
牧
獲
の
時
」
が
審
判

と
を
明
白
に
す
る
。

の
場
と
な
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
が
終
末
観
的
見
地
か
ら
語
ら
れ
て
ゐ
た
こ

(
5
)
 

「
牧
獲
は
世
の
終
り
で
、
刈
る
人
は
天
使
で
あ
」
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り
、
更
に
こ
の
天
使
た
ち
を
遣
る
者
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
人
の
子
」

(
c
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足
d
g
T
o
c
t
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に
と
ど
ま
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
反
論
が
根
強
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、

て
ゐ
る
こ
と
を
楯
に
執
つ
て
、

イ
ニ
ス
の
場
合
に
も
依
然
と
し
て
終
末
は
未
来

自
身
の
立
つ
生
け
る
現
在
と
し
て
賓
現
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
神
の
図
は
近
づ
け
り
」

な
の
で
あ
る
。

「
誹
の
國
」
と
は
誹
の
支
配
騰
制
が
確
立
さ
れ
た
或
る
特
定
の
領
域
を
意
味
し

て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
誹
へ
の
正
し
い
信
仰
に
貫
か
れ
た
民
衆
の
現
賓
の
生
の

な
か
に
神
の
強
い
力
の
活
動
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
、

そ
れ
が
一
定
の
擦
り
を
も

つ
や
う
に
意
識
さ
れ
た
情
態
を
指
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
し
か
し
イ
ニ

ス
の
宣
数
に
お
い
て
は
「
紳
の
國
」
に
開
し
て
は
「
近
づ
け
り
」
と
表
現
さ
れ

「
近
づ
け
り
」

「
時
は
充
て
り
」

な
の
で
あ
り
、

J

の
こ
と
の
自
覺
が

が
ら
、

「
汝
の
言
ふ
と
ほ
り
だ
。
汝
に
向
つ
て
私
は
い
は
う
、
汝
ら
は
人
の
子

が
全
能
な
る
者
の
右
に
坐
り
、
天
の
雲
に
乗
っ
て
来
臨
す
る
の
を
見
る
こ
と
で

(
9
)
 

あ
ら
う
」
と
閲
髪
を
入
れ
ず
に
答
辮
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

ダ
ニ
エ
ル
が
開
近
に
迫
り
来
る
未
末
に
想
定
し
た
終
末
の
日
は
既
に
イ
ニ
ス

ス
ト
か
」
と
問
ひ
か
け
ら
れ
た
際
に

「
ダ
ニ
エ
ル
書
」
の
幻
像
を
反
復
し
な

夜
の
幻
の
な
か
で
見
た
と
い
ふ
「
天
の
雲
と
と
も
に
」
現
れ
る
「
人
の
子
の
や

(
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)
 

う
な
も
の
」
に
自
ら
を
重
ね
合
は
せ
て
ゐ
た
の
は
疑
う
餘
地
が
な
く
、
自
ら
に

も
誹
の
國
の
全
櫂
が
父
な
る
紳
か
ら
委
託
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
確
信
し
て
ゐ
た

に
違
い
な
い
。
こ
の
や
う
に
見
る
な
ら
ば
、

イ
ニ
ス
の
地
上
に
お
け
る
日
日
の

(
8
)
 

活
動
は
「
す
べ
て
預
言
者
の
書
を
賓
現
す
る
た
め
に
行
は
れ
た
」
と
解
繹
さ
れ

る
の
は
嘗
然
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
ゑ
に
、

や
が
て
ユ
ダ
の
奸
計
に
陥
つ
て
嘆
れ
の

身
と
な
っ
た
イ
エ
ス
が
大
司
祭
カ
イ
ヤ
ペ
ー
か
ら
「
お
前
は
神
の
子
た
る
キ
リ

d
忌
p
含
g
)
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
が

こ
の
時
の
イ
エ
ス
は
ダ
ニ
ニ
ル
が

つ
い
で
神
の
「
一
廊
音
を
」
た
だ
「
信
仰
す
る
」
と
い
ふ
こ
と

る
。
そ
の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
の
は
自
ら
の
罪
を
直
裁
に
「
悔
改
め
る
」
と
い

別
の
場
面
で
イ
ェ
ス
に
よ

(10) 

つ
て
「
…
…
既
に
紳
の
國
は
汝
ら
の
許
に
到
り
着
い
て
ゐ
る
」
（
安
p
a
g交

o
g
g

翌

吝

均

i
p
g忌
ぶ
T
O
5
0
e
合
）
と
述
べ
ら
れ
た
や
う
に
、

る
と
い
ふ
仕
方
で
の
近
さ
を
物
語
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。
か
く
し
て
歴
史
的
時

開
の
中
で
イ
ニ
ス
が
立
つ
て
ゐ
る
現
在
は
、
天
よ
り
公
現
し
た
メ
シ
ア
に
よ
っ

て
最
後
の
審
判
が
行
は
れ
、
萬
人
の
信
仰
の
正
邪
が
裁
断
さ
れ
て
、
員
理
が
隅

な
く
明
る
み
に
出
て
し
ま
っ
た
時
で
あ
り
、
終
末
の
賓
現
は
ま
た
永
遠
な
る
ロ

(11) 

ゴ
ス
が
紳
と
と
も
に
在
つ
た
と
語
ら
れ
る
「
始
め
」
の
反
復
で
あ
る
こ
と
が
柄

最
初
の
宜
教
の
前
段
に
お
い
て
、

イ
ェ
ス
は
ダ
ニ
エ
ル
書
の
預
言
が
完
全
に

賓
現
さ
れ
た
こ
と
を
告
知
し
た
が
、
後
段
に
移
る
と
一
轄
し
て
、

か
か
る
新
し

い
事
態
に
郎
應
し
て
、
人
閲
が
い
か
な
る
仕
方
で
劉
慮
す
べ
き
か
を
明
示
し
、

厳
し
く
決
断
を
迫
つ
て
ゐ
る
。
イ
ェ
ス
が
求
め
た
事
柄
は
極
め
て
鼠
純
で
あ
っ

て
、
す
べ
て
の
人
に
と
つ
て
行
ふ
に
こ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
は
無
い
筈
で
あ

ふ
こ
と
で
あ
り
、

で
あ
る
。
救
ひ
に
至
る
べ
き
條
件
は
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
世

俗
的
な
願
望
に
逆
ら
つ
て
日
日
善
行
を
積
む
た
め
に
苦
し
い
克
己
心
を
貫
く
こ

と
も
命
じ
ら
れ
ず
、
非
人
閲
的
な
ま
で
に
苛
酷
な
苦
行
を
織
績
し
た
り
、
煩
瑣

な
學
識
を
振
り
か
ざ
し
て
岐
路
に
難
澁
す
る
な
ど
し
て
、
親
鶯
の
い
ふ
「
難
行

.,＂（
12) 

の
陸
路
」
を
顕
示
す
る
こ
と
に
は
い
か
な
る
債
値
も
置
か
れ
て
を
ら
ず
、
努
力

乎
と
し
て
明
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

念
a
誹
の
闊
が
汝
ら
の
周
り
を
取
園
ん
で
を
り
、
汝
ら
は
既
に
そ
の
中
に
ゐ

「
既
に
」

f
r
r
[
k
e
u

と
完
了
形
で
事
態
が
示
さ
れ
た
表
現
は

八
〇



パ
ウ
ロ
と
イ
ニ
ス
の
避
返
に
つ
い
て

終
に
無
限
大
に
到
逹
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
や
う
に
、
律
法
の
行
為
を
と
ほ

の
緊
張
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
も
、
特
殊
な
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
も
課
せ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
こ
そ
律
法
的
倫
理
の
無
力
化
を
宣
言
す
る
も

(13) 

「
律
法
の
終
」

の
で
あ
り
、
後
に
。
ハ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
た
ご
と
く
、

も。
s
u
d
P
o
u
が
完
成
し
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

メ
シ
ア
の
降
臨
が
未
来
の
約
束
に
と
ど
ま
り
、
現
在
に
お
け
る
現
寅
の
出
来

事
と
は
な
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
薔
約
の
世
界
に
お
い
て
は
、
現
在
か
ら
未
来
を
遮

断
し
て
ゐ
る
非
連
績
性
を
律
法
の
寅
賤
を
と
ほ
し
て
連
績
化
す
る
こ
と
が
試
み

ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
律
法
の
賓
賤
は
、
有
限
で
不
完
全
な

人
閲
が
自
ら
の
善
意
志
を
稜
動
し
て
獲
得
し
た
成
果
を
限
り
な
く
積
重
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
紳
の
義
認
を
得
よ
う
と
す
る
絶
え
閲
な
き
努
力
へ
の
信
頼
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
有
限
量
を
い
か
に
涯
し
な
く
加
算
し
て
い
つ
て
も
、

し
て
紳
に
よ
る
義
認
を
勘
請
し
よ
う
と
願
ふ
こ
と
は
、
後
に
。
ハ
ウ
ロ
に
よ
っ
て

苛
借
な
き
批
判
を
浴
び
た
や
う
に
、
人
閲
の
自
己
偽
賄
が
産
み
出
し
た
幻
想
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
終
末
に
来
臨
す
べ
き
紳
の
子
が
人
閲
の
姿
を

纏
っ
た
イ
エ
ス
と
し
て
目
前
に
現
れ
、
現
在
と
終
末
と
の
閲
に
隔
り
が
ま
っ
た

く
失
は
れ
た
場
が
開
か
れ
、
全
存
在
が
眩
ゆ
い
員
理
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た

時
に
臨
ん
で
、
も
は
や
紳
の
面
前
で
自
己
の
不
十
分
さ
を
取
繕
ほ
う
と
す
る
人

開
的
な
慮
り
は
一
切
何
の
用
を
も
果
し
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

求
め
て
下
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

イ
ニ
ス
の
登
し
た
「
悔
改
め
よ
」
と
い
ふ
命
令
は
決
し
て
個
々
の
人
閲
が
犯

し
た
具
證
的
な
悪
業
を
取
上
げ
て
、
人
閲
と
し
て
の
良
心
に
目
覺
め
る
こ
と
を

ア
ダ
ム
よ
り
織
承
し
て
来
た
原
罪
へ
の
無
知

る
こ
と
を
知
る
謙
虚
さ
を
保
つ
て
さ
へ
を
れ
ば
、

に
よ
っ
て
顛
倒
さ
れ
た
自
己
意
識
を
悉
く
棄
去
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
が
律
法

に
立
脚
し
た
善
人
で
あ
る
こ
と
を
疑
ほ
う
と
し
な
い
自
惚
の
根
元
を
断
て
と
い

ふ
要
求
で
あ
っ
た
。
イ
ニ
ス
の
い
ふ
澄
T
a
u
o
笛
と
は
人
閲
が
自
分
自
身
に
到

し
て
抱
攘
し
て
ゐ
る
す
べ
て
の
見
解
と
想
念
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
産
み
出
し
て

ゐ
る
「
自
ら
の
精
稗

(
u
o
o
g
)

を
愛
革
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
自
ら
を
是

認
す
る
が
如
き
心
の
在
り
様
を
更
改
す
る
こ
と
は
過
去
っ
た
す
べ
て
の
思
ひ
な

し
、
善
意
と
自
負
の
悉
く
に
邪
念
が
混
入
し
て
ゐ
た
こ
と
を
「
後
悔
す
る
こ

と
」
で
あ
り
、

/¥ 

且
つ
ま
た
未
来
へ
の
自
戎
を
含
め
つ
つ
、
自
己
意
識
の
根
源
に

潜
む
原
罪
の
ゆ
ゑ
に
自
ら
の
善
意
志
そ
の
も
の
の
無
力
な
る
こ
と
へ
の
怖
れ
に

も
聯
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
も
し
「
悔
改
め
よ
」
と
い
ふ
言
ひ
つ
け
に
背

い
た
な
ら
ば
、
「
良
い
果
賓
を
結
ば
な
い
木
は
（
斧
で
）
悉
く
切
ら
れ
て
、
火
中

(
U
)
 

に
投
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
イ
ニ
ス
に
告
げ
ら
れ
た
や
う
に
、

R
・
オ
ッ
ト

ー
の
い
ふ
「
戦
慄
す
べ
き
紳
秘
」

mysterium
t
r
e
m
e
n
d
u
m
の
威
力
が
如
何

ほ
ど
の
も
の
か
と
い
ふ
こ
と
に
直
面
し
た
時
に
は
、
も
は
や
後
悔
し
て
も
時
閲

の
不
可
逆
性
を
思
ひ
知
ら
さ
れ
る
だ
け
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
「
行
為
の

(15) 
法」

v
o
μ
o
s
l
p
r
 e
u
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
形
で
「
悔

改
め
」
が
主
張
さ
れ
た
時
、
そ
の
や
う
な
「
信
仰
の
法
」

p
d
P
o
s
r
{
o
a
e
S

に

入
る
た
め
に
は
、
超
人
的
な
霊
性
に
恵
ま
れ
る
こ
と
も
必
要
な
け
れ
ば
、
類
稀

な
ほ
ど
に
強
固
な
意
志
を
錬
磨
す
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
求
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

イ
ニ
ス
の
宜
敦
は
終
末
の
寅
現
で
あ
る
「
稗
の
國
」
が
む
し
ろ
喜
ぴ
を
も
た
ら

す
こ
と
を
告
知
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
た
だ
自
ら
が
決
し
て
善
人
に
非
ら
ざ

「
紳
の
國
」
に
入
る
道
で
あ



く
、
律
法
の
世
界
で
は
未
来
に
想
定
さ
れ
て
ゐ
た
「
紳
の
國
」
が
既
に
到
来
し

て
を
り
、
罪
人
の
立
つ
て
ゐ
る
歴
史
的
現
在
が
永
遠
に
充
ち
溢
れ
て
ゐ
る
と
い

ふ
悦
ば
し
き
昔
信
で
あ
る
。
そ
の
「
汝
ら
は
一
瞬
昔
を
信
ぜ
ょ
」

(
r
(
O
T
e
笛
-re

iv 

ふi

euarre).[<p.)
と
い
は
れ
る

と
し
て
ゐ
る
誹
の
審
判
を
前
に
し
て
、
律
法
の
行
為
の
た
め
に
必
要
と
な
る
時

閲
が
麿
絶
さ
れ
た
と
い
ふ
現
朕
を
知
つ
て
、
一
切
の
人
閲
的
思
議
を
放
棄
す
る

こ
と
で
あ
り
、
只
管
に
稗
の
恩
寵
に
鎚
つ
て
、
そ
れ
を
受
容
れ
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
信
仰
と
は
人
閲
の
意
志
の
産
物
な
の
で
は
な
く
、
人
閲
の
所
行
と

は
無
闘
係
に
、
飽
く
ま
で
も
稗
の
無
償
の
愛
に
よ
る
賜
物
で
あ
り
、
人
閲
の
意

志
に
よ
っ
て
左
右
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
聖
句
に
お

rへt1'l'euecv
の
封
象
と
な
る

e
o
a
r
r
O
.
w
v
が
到
格
で
示
さ
れ
て
ゐ
な

け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

そ
の
前
に
「
中
に
」
を
表
示
す
る
如
u

と
い
ふ
前
置
詞
が
つ

そ
れ
は
お
そ
ら
く

rミ
T
尽
e
さ
か
ら
他
動
詞
的
性
格
を
消

す
た
め
で
あ
ら
う
。
動
詞
の
到
象
が
到
格
で
示
さ
れ
る
と
、
働
き
の
主
髄
と
封

象
と
が
主
客
に
二
分
さ
れ
て
、
そ
の
閲
に
差
別
と
空
隙
が
残
る
の
を
避
け
よ
う

と
す
る
意
圏
が
働
き
、
「
信
仰
す
る
」
と
い
ふ
働
き
が
信
ず
る
者
と
信
ぜ
ら
れ

る
も
の
と
の
深
い
内
面
的
な
一
致
の
上
に
は
じ
め
て
成
立
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
い
ふ
理
解
を
踏
ま
へ
て
語
ら
れ
た
も
の
と
思
ほ
れ
る
。

い
だ
け
で
な
く
、

い
て
は
、

「
信
仰
」

ま、,"` 
と

る
「
悔
改
め
」
と
「
信
仰
」
が
郎
座
に
、
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
、
萬
人
に
榮
々

キ
ギ
ャ
ウ
ッ
キ
ダ
ウ

(16)

と
開
か
れ
て
ゐ
る
「
易
行
の
水
道
」
と
な
る
筈
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
「
汝
ら
は
悔
改
め
よ
」
と
い
ふ
一
句
に
つ
づ
け
て
、
更
に
イ
ニ
ス

は
「
一
幅
音
を
信
ぜ
よ
」
と
附
加
へ
て
ゐ
る
。

今
ま
さ
に
開
始
さ
れ
よ
う

「
輻
音
」
と
は
い
ふ
ま
で
も
な

イ
ニ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
遭
遇
し
た
時
の
出
来
事
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
。
ハ
ウ

涯
の
消
息
を
尋
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

前
節
に
お
い
て
素
略
な
仕
方
で
描
上
げ
た
や
う
に
、
最
初
に
行
は
れ
た
宣
敦

の
分
析
を
通
し
て
、
イ
ニ
ス
の
宗
数
の
骨
子
は
一
往
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
ほ
れ
る
が
、
こ
の
一
扁
昔
の
革
新
的
な
意
義
を
正
し
く
把
握
し
て
、
そ
れ
を

後
代
に
搬
承
さ
せ
る
基
を
造
っ
た
の
ほ
イ
ニ
ス
に
直
接
随
伴
し
た
十
二
使
徒
た

ち
で
は
な
く
、
イ
ニ
ス
の
同
時
代
人
で
あ
り
な
が
ら
生
前
に
一
度
も
イ
ニ
ス
に

ま
み
え
よ
う
と
欲
し
な
か
っ
た
。
ハ
ウ
ロ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
原
始
敦
會
に
お
い

て
キ
リ
ス
ト
信
仰
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
禰
昔
と
律
法
と
の
闘

係
を
い
か
に
把
へ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
巡
つ
て
は
信
徒
の
閲
に
さ
ま
ざ
ま
な
動

揺
が
あ
っ
た
。
更
に
奮
約
聖
書
の
み
な
ら
ず
、
禰
昔
書
の
記
逃
に
到
し
て
も
批

判
の
手
を
ゆ
る
め
な
い
グ
ノ
ー
シ
ス
派
の
攻
勢
を
排
除
し
な
が
ら
。
＾
ウ
ロ
主
義

の
採
揮
が
決
定
的
と
な
る
ま
で
に
は
、
イ
ニ
ス
か
ら
み
て
第
三
世
代
乃
至
第
四

世
代
に
賜
す
る
使
徒
後
敦
父
を
鰹
て
、
反
グ
ノ
ー
シ
ス
派
の
代
表
的
護
敦
家
で

あ
っ
た
ニ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
に
い
た
る
一
世
紀
を
越
え
る
論
争
を
必
要
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
閲
の
継
緯
を
歴
史
的
に
辿
る
と
本
論
文
の
眼
目
と
す
る
と
こ
ろ

か
ら
は
．
つ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
、
こ
こ
で
は
パ
ウ
ロ
に
突
稜
し
た
イ
ニ
ス
と
の
避

ロ
自
身
は
現
存
す
る
十
敷
通
の
書
簡
の
な
か
で
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
ゐ
な
い

し
、
ま
た
そ
の
際
の
髄
験
内
容
に
つ
い
て
も
具
儘
的
に
振
返
へ
る
こ
と
は
な
る

べ
く
避
け
て
ゐ
て
、
僅
に
『
n
リ
ン
ト
後
書
』
に
お
い
て
「
自
分
は
キ
リ
ス
ト

八



て
ゐ
る
が
、

。
ハ
ウ
ロ
と
イ
ェ
ス
の
避
逗
に
つ
い
て

の
内
に
在
る
一
人
の
人
閲
（
d
忌
panr:ov
lv X
p
e
<
1
ょ
魚
）
を
知
っ
て
ゐ
る
。
こ
の

人
は
十
四
年
前
に
第
三
の
天
に
ま
で
引
去
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
|
|
・
し
か
し
そ

れ
が
肉
證
の
中
に
在
つ
た
ま
ま
な
の
か
、
そ
れ
と
も
肉
證
を
離
れ
て
な
の
か
に

つ
い
て
ほ
私
は
知
ら
な
い
が
、
紳
は
そ
れ
を
知
つ
て
ゐ
る
。
…
…
こ
の
人
は
天

國

r
a
p
d
a
eへ0
0
S

に
ま
で
引
去
ら
れ
、
そ
こ
で
言
表
す
術
も
な
い
や
う
な
言
葉

d
p
p
7
3
p
i
P
a
3

が
語
ら
れ
る
の
を
聞
い
た
が
、
こ
の
や
う
な
言
葉
は
人
閲

(
1
7
)
 

に
向
つ
て
語
る
こ
と
が
赦
さ
れ
て
ゐ
な
い
」
と
い
ふ
風
に
、
第
三
者
的
表
現
と

し
て
、
距
離
を
置
い
た
仕
方
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

「
。
ハ
ウ
ロ
の
随
伴
者
」
と
い
は
れ
る
ル
カ
の
手
に
な
っ
た
と
い
ふ
偉
承
が
二
世

紀
に
ま
で
遡
る
『
使
徒
行
偲
』
に
お
い
て
は
、
パ
ウ
ロ
に
到
し
て
起
っ
た
キ
リ

ス
ト
公
現
の
出
来
事
が
一
―
一
度
に
亙
つ
て
繰
返
さ
れ
、
所
謂
パ
ウ
ロ
の
回
心
物
語

と
い
ふ
形
を
取
っ
て
、
パ
ウ
ロ
の
髄
験
内
容
と
そ
の
後
日
諏
に
ま
で
踏
込
ん
で
、

可
成
り
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
固
よ
り
ル
カ
に
よ
る
描
寓
が
ど
の
程
度
ま

で
史
寅
と
し
て
の
信
憑
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
解
決
困
難
な
問
題
が
残
さ
れ

し
か
し
『
使
徒
行
偲
』
の
記
述
が
『
コ
リ
ン
ト
後
書
』
に
あ
る
。
＾

ウ
ロ
の
言
葉
と
著
し
く
麒
甑
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
細
部
に
猜
疑
心
を
募

ら
せ
る
こ
と
は
や
め
て
、
三
つ
の
記
事
に
共
通
す
る
基
本
的
要
素
を
抽
出
す
る

こ
と
に
す
る
。

ル
カ
に
よ
る
。
ハ
ウ
ロ
の
回
心
物
語
は
『
使
徒
行
偲
』
の
九
章
の
一
節
か
ら
十

九
節
、
廿
二
章
の
三
節
か
ら
廿
一
節
、
廿
六
章
九
節
か
ら
十
八
節
に
掲
載
さ
れ

て
ゐ
る
。
こ
の
う
ち
九
章
と
廿
二
章
と
は
二
部
構
成
を
な
し
て
ゐ
て
、
そ
の
前

半
に
お
い
て
は
。
ハ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
證
験
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
後
半
で
は
ア

け

八

ナ
ニ
ア
と
い
ふ
主
の
弟
子
に
よ
る
。
ハ
ウ
ロ
ヘ
の
異
教
徒
博
道
の
使
命
の
告
知
と
、

そ
れ
に
よ
る
。
ハ
ウ
ロ
の
病
氣
恢
復
の
物
語
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
封
し

て
廿
六
章
で
は
。
ハ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
證
験
の
み
で
物
語
が
打
切
ら
れ
る
形
を
と

り
、
後
日
諏
に
営
る
と
こ
ろ
も
キ
リ
ス
ト
が
直
接
．
ハ
ウ
ロ
に
語
っ
た
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
。

E
・
ト
ロ
ク
メ
著
『
「
使
徒
行
俺
」
と
歴
史
』
に
よ
る
と
、
ル
カ
が

記
録
し
た
。
ハ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
證
験
の
消
息
は
、
た
と
ヘ
ル
カ
の
手
が
加
は
つ

て
ゐ
る
こ
と
が
閲
違
ひ
な
い
と
し
て
も
、
パ
ウ
ロ
直
偲
の
原
資
料
を
忠
貢
に
博

へ
て
を
り
、
特
に
廿
六
章
の
記
事
は
「
。
ハ
ウ
ロ
自
身
が
書
い
た
か
、
或
い
は
。
ハ

(18) 

ウ
ロ
に
指
圏
さ
れ
て
書
か
れ
た
」
も
の
と
見
倣
し
う
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
九

(19) 

章
と
廿
二
章
の
後
半
部
は
ル
カ
に
よ
る
改
作
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
と
判
定

さ
れ
て
ゐ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
。
ハ
ウ
ロ
の
病
氣
恢
復
物
語
の
方
は
本
論
文
の
課

題
と
は
直
接
の
か
か
は
り
を
持
た
な
い
の
で
、
そ
こ
は
考
察
の
範
園
に
含
め
な

い
こ
と
に
す
る
。
さ
う
す
る
と
三
度
繰
返
へ
さ
れ
た
。
ハ
ウ
ロ
の
回
心
物
語
を
構

成
す
る
基
本
要
素
は
以
下
の
や
う
に
六
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
づ
キ
リ
ス
ト
の
公
現
が
突
猥
し
て
、
パ
ウ
ロ
の
回
心
の
場
面
が
急
展

開
を
見
せ
る
の
に
先
立
ち
、
出
来
事
の
前
燭
れ
を
整
へ
る
序
曲
と
し
て
、
使

徒
と
な
る
以
前
の
呼
名
で
あ
っ
た
サ
ウ
ロ
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
苛
酷

な
迫
害
の
情
景
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
サ
ウ
ロ
は
ユ
ダ
ヤ
敦
随
一
の
律
法
學
者

と
し
て
の
使
命
感
に
燃
立
つ
て
、
各
地
の
聖
堂
を
荒
し
廻
り
、
イ
ニ
ル
サ
レ

ム
か
ら
逃
れ
た
キ
リ
ス
ト
数
徒
を
追
つ
て
、
男
女
を
問
は
ず
引
捕
へ
て
は
牢

獄
に
入
れ
た
り
、
殺
す
な
ど
し
て
、
「
ナ
ザ
レ
の
人
た
る
イ
ニ
ス
の
名
に
逆

つ
て

(
r
p
牙
T
d
d
y
o
百
a
i
I
7
0
0
i
)

さ
ま
ざ
ま
な
事
を
す
る
の
を
善
い
こ
と



れ
落
ち
」

箇

ほ
と
ん
ど
意
識
を
失
っ
て
、
夢
見
心
地
の
情
態
で
、

サ
ウ
ロ
は
次
の
や

（
二
六
、

一
四
）

e
~
g
T
d
g
a
§
p
o
s
(
2
2
,
7
)
、
も
し
く
は

四

電
光
に
打
た
れ
た
「
サ
ウ
ロ
は
地
面
に
倒
れ
」

梵
ふ
v
rijv 
(
9
,
 4
)
:
 

「
わ
れ
わ
れ
一
行
全
員
は
地
面
に
倒

う」

(
9
,
3
)
 ＂
岱
~
2
oiJ 
0
5
p
a
u
o
o
P
6
S
i
g
ゞ
を

(
2
2
,
6
)

も
し
く
は

勝
つ
て
輝
く
光
が
天
か
ら
射
し
て
」

照
し
た
」
月
P
ふ
0
-rpa</Jev 
a
l
k
を

(
9
,
3
)
:
 
1
C
e
p
,
a
q
-
r
p
&
¢
a
,
 …
…
11:epl 
i
μ
e
 

(
2
2
,
6
)
、
も
し
く
は
「
私
（
サ
ウ
ロ
）
と
私
の
随
伴
者
た
ち
を
取
園
ん
で

眩
ゆ
い
ば
か
り
に
照
し
た
」

r
o
p
e
u
o
pぎ

u
o
o
s
(
2
6
,
1
3
)
。

「
太
陽
に
も

0
苓
a
v
o
O
e
v
o
n
:
e
p

ふ
u
i
a
p
r
p
d
T
7
g

「
サ
ウ
ロ
を
取
園
む
や
う
に
ぴ
か
つ
と

乱
p
へ2
令
吝
I
I
μ
e
:
·
…

•
E
a
~
T
O
0
s
q

ぎ

5苫
0
~

ら
を
終
末
観
的
現
在
に
立
つ
て
ゐ
る
主
と
し
て
顕
示
す
る
氣
持
を
は
つ
き
り

と
打
出
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。

「
天
よ
り
の
光
」
の
な
か
か
ら
地
上
に
倒
れ
た
サ
ウ
ロ
に
向
つ
て
自
ら
が
何

者
で
あ
る
か
を
證
し
た
こ
の
言
葉
に
つ
づ
く
文
言
は
最
初
の
二
つ
の
記
事
で

は
大
同
小
異
で
あ
っ
て
、
九
章
で
は
「
い
ざ
起
き
よ
、
そ
れ
か
ら
町
に
入
れ
、

さ
う
す
る
と
汝
が
な
す
べ
き
事
柄
が
汝
に
向
か
つ
て
告
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

（
九
、
六
）
と
誌
さ
れ
、
廿
二
章
で
は
、
イ
ニ
ス
の
答
を
承
け
て
、
パ

ウ
ロ
が
「
主
よ
、
私
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
せ
う
か
」
と
尋
ね

た
の
に
到
し
て
、
主
は
「
起
き
て
ダ
マ
ス
コ
ヘ
往
け
。
彼
の
地
に
て
、
汝
の

な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
定
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
事
に
つ
い
て
、
汝
に
語
ら
れ

忍
1

苓
U

…

…

哀
i
g
(
2
6
,
1
3
)
、

つ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、

『
ヨ
ハ
ネ
偲
』
で
も
何
度
か
見
ら
れ
る
や
う
に
、
自

(
9
,
3
;
2
2
 `
 

6
)
 

「
天
よ
り
（
強
力
な
）
光
が
出
て
」

食
5
S

貸

w

u

ofJp g
o
5
 

.‘
 スカ

「
私
は
…
…
で
あ
る
」

(
2
2
,
 6
)
:
 
~µepar;: 

μbn;r;: 
(
2
6
、1
3
)

な
っ
て
、

「
突
如
と
し
て
」

a
6
8、P
u
7
S

国
ダ
マ
ス
コ
に
近
づ
い
た
時
、

~ 

（ニニ、

1
1
:
e
p
l
μ
e
a
7
J
μ
p
p
t
a
v
 

だ
と
自
分
で
考
へ
て
ゐ
た
」
（
二
六
、
九
）
。
さ
う
し
て
自
分
が
こ
の
や
う

な
こ
と
を
行
っ
て
ゐ
た
の
を
「
大
祭
司
も
、
す
べ
て
の
長
老
も
證
言
す
る
に

違
ひ
な
い
」
五
）
と
告
白
し
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
に
荒
狂
つ
て
ゐ
た
時
、

⇔

ィ

エ

ル

サ

レ

ム

の

北

東

約

二

百

キ

ロ

に
位
置
す
る
ダ
マ
ス
コ
に
ゐ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
捕
縛
し
て
、
男
女
に
か
か

は
ら
ず
イ
ニ
ル
サ
レ
ム
に
曳
連
れ
て
き
て
、
慮
罰
を
加
へ
る
た
め
に
（
九
、

二
）
「
大
祭
司
連
ら
の
全
櫂
と
委
任
を
受
け
て
」
（
二
六
、

コ
に
赴
い
た
。

「
正
午
の
頃
に
」

I
 

0
)
ダ
マ
ス

(20) 

う
に
語
り
か
け
る
「
槃
」

何
故
に
汝
は
私
を
迫
害
す
る
の
か
」

く
は
「
サ
ウ
ロ
よ
、

「
サ
ウ
ロ
よ
、

サ
ウ
ロ
よ
、

サ
ウ
ロ
よ
、
何
故
に
汝
は
私
を
迫
害
す
る
の
か
。
刺
針

の
つ
い
た
突
棒
を
蹴
ら
う
と
し
て
も
（
ミ
p
d
s
謀
U
T
P
a
i
a
K
r
{C
e
e
v
)

、
お
前

に
は
無
理
だ
ぞ
」

(
2
6
,
1
4
)
。

こ
の
墜
を
聞
い
た
サ
ウ
ロ
は
、
竪
の
持
主
が
お
そ
ら
く
イ
ニ
ス
で
あ
る

こ
と
を
半
ば
了
解
し
な
が
ら
、
「
主
よ
、
あ
な
た
は
如
何
な
る
方
で
す
か
」

(
T
i
g
e
l」

K
念

g
)
と
問
う
た
の
に
向
つ
て
、
主
は
「
私
は
汝
が
迫
害
す

る
イ
ニ
ス
な
の
だ
」

(
'
E
r
w
e
t
μ
,
'
l
r
;
a
o
u
s
 
B
v
 a
u
 o
e
c
6
,
m
s
.
)

と
答
へ
た
が
、

こ
こ
ま
で
は
三
つ
の
記
事
は
ほ
ぼ
同
じ
文
面
に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
こ
で
イ
ニ

(
'
E
r
w
 e
l
μ
,
 
…
…
）
と
い
ふ
文
形
で
強
く
語

-
r
t
μ
e
 ou.6,m~; 

(
9
 ｀4
ぶ～
2
,
7
)

も
し

溶
ぷ
を
聞
い
た
。

八
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パ
ウ
ロ
と
イ
ニ
ス
の
避
逗
に
つ
い
て

格
が
あ
ら
う
か
と
尻
込
み
す
る
。
ハ
ウ
ロ
を
奪
ひ
立
た
せ
て
、

「
往
け
、
私
が

ら
、
や
は
り
石
撃
ち
に
賛
同
し
た
（
廿
二
、
二
0
)
や
う
な
自
分
に
そ
の
資

る
で
あ
ら
う
」

基
、
つ
く
の
か
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、

わ
ざ
わ
ざ
。
ハ
ウ
ロ
を
揮
ん
で
自
ら
を
現
は
し
た
イ
ニ
ス
が
如
何
な
る
意
圏
に

「
い
ざ
起
き
よ
、
そ
し
て
汝
の
足
に

て
立
て
」
と
言
っ
た
の
に
引
績
い
て
逢
に
長
い
文
を
示
し
て
ゐ
る
。

「
私
が
汝
に
現
れ
た
の
は
、
汝
が
私
を
ど
う
い
ふ
風
に
見
た
か
と
い
ふ
こ

と
と
、
こ
れ
か
ら
私
が
汝
に
現
れ
て
示
す
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
に
つ
い
て
證
人
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
汝
を
私
の
召
使
と
す
る
こ
と

を
意
闘
し
た
た
め
で
あ
る
。
私
が
汝
を
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
）
民
衆
や
異
邦
人

の
許
に
派
遣
す
る
の
は
、
彼
ら
の
眼
を
見
開
か
せ
、
暗
闇
か
ら
光
へ
、
サ
タ

ン
の
櫂
力
か
ら
紳
へ
と
立
蹄
ら
せ
、
更
に
私
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
彼
ら
が
罪

の
赦
し
や
浄
め
ら
れ
た
人
人
へ
の
仲
開
入
り
が
授
け
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
が
、

て
あ
る
の
だ
」

二
章
を
見
渡
す
と
、
パ
ウ
ロ
が
異
邦
人
へ
の
使
徒
と
な
る
使
命
は
、

光
の
輝
き
に
遭
つ
て
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
情
態
で
」
（
廿
二
‘
―
-
）
ダ

マ
ス
コ
ヘ
連
れ
て
ゆ
か
れ
、
三
日
閲
飲
食
を
断
っ
た
後
に
、
ア
ナ
ニ
ア
に
よ

つ
て
告
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
を
り
、
更
に
廿
二
章
で
は
、
そ
れ
か
ら
後

に
イ
ニ
ル
サ
レ
ム
に
蹄
っ
た
。
ハ
ウ
ロ
が
紳
殿
に
入
っ
て
祈
つ
て
ゐ
る
時
に

「
忘
我
の
情
態
に
」

證
人
で
あ
る
ス
テ
。
ハ
ノ
の
血
が
流
さ
れ
た
時
、

そ
の
傍
に
立
つ
て
を
り
な
が

笞

岱

0
T念

o
g
陥
つ
て
ゐ
る
と
主
が
現
れ
「
嘗
て
主
の

「
か
の

（
廿
六

一
六
ー
一
八
）
、
と
。
こ
こ
で
醗
つ
て
九
章
と
廿

汝
が
彼
ら
の
手
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
必
ず
救
ひ
出
さ
れ
る
や
う
に
手
筈
を
整
ヘ

（
廿
二
‘
1
0
)
と
告
げ
て
ゐ
る
。

し
か
る
に
廿
六
章
で
は

八
五 「

自
分
た
ち
の
衣
服
を
サ

記
憶
が
足
枷
と
な
っ
た
の
は
、
「
そ
の
顔
容
が
天
使
の
顔
容
と
そ
つ
く
り
に
な

っ
た
」
ス
テ
。
ハ
ノ
に
つ
い
て
で
あ
り
、

い
か
に
唆
か
さ
れ
た
か
ら
と
は
い
ヘ

(23) 

「
彼
が
モ
ー
七
や
誹
を
演
す
言
葉
を
吐
い
た
」
と
偽
證
し
た
連
中
が
町
か
ら
追

放
さ
れ
た
ス
テ
。
ハ
ノ
に
石
を
投
げ
て
殺
す
直
前
に
、

(24) 

ウ
ロ
と
呼
ば
れ
た
若
者
の
足
許
に
置
い
た
」
の
を
受
取
り
、
そ
の
番
を
し
た
揚

(25) 

句
に
「
ス
テ
パ
ノ
の
殺
害
に
賛
同
し
た
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ス
テ
。
ハ
ノ

な
信
念
の
震
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
就
中
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
パ
ウ
ロ
の

汝
を
遠
く
に
ゐ
る
異
邦
人
の
許
に
遣
は
す
の
だ
か
ら
」

主
が
直
接
。
ハ
ウ
ロ
に
命
じ
た
形
に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
考
察
し
て
く

る
と
、
サ
ウ
ロ
に
到
す
る
イ
ニ
ス
公
現
の
理
由
説
明
に
闘
し
て
は
、
三
つ
の

（
廿
二
、
ニ
―
)
と
、

『
使
徒
行
偲
』
に
お
け
る
三
ヶ
所
の
記
述
を
分
析
し
、
比
較
す
る
こ
と
を
と

ほ
し
て
、
パ
ウ
ロ
に
封
す
る
イ
ニ
ス
公
現
の
情
景
が
六
段
階
に
整
理
さ
れ
、
そ

の
詳
細
が
明
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
問
題
貼
を
い
く
つ
か
採
上
げ

て
、
若
干
の
検
討
を
加
へ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、

ユ
ダ
ヤ
敦
に
お
け
る
最
も
櫂
威
あ
る
律
法
學
者
と
し
て
知
ら

れ
て
ゐ
た
。
ハ
ウ
ロ
が
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
入
る
直
前
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
敦
徒
に
到

し
て
非
理
非
道
に
趨
り
、
暴
虐
の
限
り
を
つ
く
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
こ
の
こ
と
の
ゆ
ゑ
を
以
て
。
ハ
ウ
ロ
が
無
頼
の
輩
で
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
は

な
く
、
聖
な
る
律
法
を
護
持
し
よ
う
と
す
る
熱
意
の
あ
ま
り
に
、
過
度
に
崇
高

記
録
は
ほ
ぽ
一
致
し
て
ゐ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
。



パ
，
、
の
い
っ
た
や
う
に
、

に
よ
っ
て
難
詰
さ
れ
た
や
う
に
、

「
常
に
聖
霊
に
逆
つ
て
」
ゐ
る
た
め
に
「
項

が
硬
直
し
て
を
り
、
心
に
も
耳
に
も
割
證
を
受
け
て
ゐ
な
い
人
人
」
の
所
行
で

あ
り
、
か
く
し
て
サ
ウ
ロ
も
彼
ら
と
同
じ
く
「
義
人
を
賣
飛
ば
し
、
殺
害
す
る

者
」
た
ち
の
先
陣
を
切
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
行
吠
は
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
側
か
ら
見
れ
ば
そ
こ
に
善
意
志
の
か
け
ら
も
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
り
、

紳
の
恩
寵
に
浴
す
る
資
格
ほ
皆
無
の
情
態
と
い
へ
る
。
し
た
が
つ
て
彼
は
ス
テ

「
汝
ら
は
天
使
た
ち
の
命
令
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た

律
法
を
受
取
っ
て
を
り
な
が
ら
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
を
遵
守
し
な
か
っ
た
の
だ
」

と
断
罪
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
イ
ニ
ス
は
彼
の

悪
業
の
す
べ
て
を
見
通
し
て
を
り
な
が
ら
、
自
ら
が
復
活
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
公

現
す
べ
き
相
手
に
サ
ウ
ロ
を
揮
ん
だ
の
で
あ
る
。

次
に
、
廿
二
章
と
廿
六
章
で
、
キ
リ
ス
ト
公
現
の
時
刻
が
「
正
午
の
頃
」
と

さ
れ
て
ゐ
る
の
に
注
意
を
排
ふ
必
要
が
あ
ら
う
。

「
正
午
」
と
い
ふ
時
刻
に
大
き
な
哲
學
的
意
義
を
見
出
し
た
思
想
家
と
し
て

ほ
誰
し
も
ニ
イ
チ
ェ
の
顔
を
想
浮
べ
る
で
あ
ら
う
。
彼
に
と
つ
て
正
午

(
d
e
r

M
i
t
t
a
g
)
と
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
命
の
象
徽
で
あ
る
太
陽
が
南
中
し
て
ツ

ア
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
頭
上
に
逹
し
、
影
の
最
も
短
い
、
光
に
溢
れ
た
瞬
閲
で
あ

る
が
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
と
つ
て
降
注
ぐ
陽
光
は
一
切
の
時
を
飛
散
さ
せ
、

怖
る
ぺ
き
永
劫
回
蹄
の
相
の
下
で
世
界
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
完
成
態
と
し
て
照
ら

し
出
す
働
き
を
す
る
。

「
永
遠
の
湧
出
る
泉
」

と
化
し
た
正
午
は
そ
の
ま
ま
「
晴
朗
の
氣
に
溢
れ
つ
つ
身
の
毛
の
よ
だ
っ
ゃ
ぅ

(28) 

な
正
午
の
深
淵
」

(heiterer schauerlicher M
i
t
t
a
g
s
 ,
 
A
b
g
r
u
n
d
)
 12. 編
念
翫

(
B
r
u
n
n
e
n
 d
e
r
 
E
w
i
g
k
e
i
t
)
 

にこ
は

す
る
。
し
か
し
一
切
が
倦
み
疲
れ
て
睡
り
こ
け
る
や
う
な
静
け
さ
の
な
か
で
、

「
灼
熱
す
る
宵
銅
、
稲
妻
を
学
ん
だ
雲
、
膨
れ
上
る
乳
房
と
同
じ
ゃ
う
に
…
…
、

自
分
の
星
を
求
め
て
、
稜
情
期
に
狂
ふ
矢
と
な
っ
て
…
…
（
運
命
に
到
す
る
）

勝
利
を
迎
へ
る
ぺ
＜
熾
減
に
向
け
て
用
意
萬
端
整
へ
了
っ
た
俵
借
な
き
太
陽

の
意
志
]
(
g
l
e
i
c
h
gli.ihendem 
E
r
z
e
 `

 
b
l
i
t
z
s
c
h
w
a
n
g
r
e
r
 
W
o
l
k
e
 u
n
d
 

s
c
h
w
e
l
l
e
n
d
e
m
 M
i
l
c
h
 ,
 
E
u
t
e
r
:
-
…
…
e
i
n
 Pfeil brilnstig 
n
a
c
h
 s
e
i
n
e
m
 

S
t
e
r
n
e
 "
|
…
…
e
i
n
 
unerbittlicher 
S
o
n
n
e
n
 ,
 
Wille, z
u
m
 V
e
r
n
i
c
h
t
e
n
 

bereit 
i
m
 Siegen!)
が
最
高
度
に
溢
れ
て
ゐ
る
の
が
「
大
い
な
る
正
午
」
で

(gese ,
 

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
静
け
さ
を
破
る
「
祝
輻
さ
れ
た
電
光
の
時
刻
」

g
n
e
t
e
 
S
t
u
n
d
e
 d
e
s
 
Blitzes) 
...¥J
し
て
白
口
ち
二
の
秘
索
1

を
暉
守
け
出
iナ
ノ
。
そ
の
臨
f

s
c
h
w
e
r
t
と
な
っ
て
、

「
あ
っ
と
い
ふ
閲
に
燃
攘
が
る
火
焔
」

(
L
a
u
f
e
n
d
e
F
e
u
e
r
)
と
な

(30) 

つ
て
「
炎
の
舌
で
告
知
す
る
者
た
ち
」
（
＜
臼
kiinder
n:iit 
F
l
a
m
m
e
n
 ,
 

Z
u
n
g
e
n
)
が
現
れ
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
歴
歴
と
顕
は
に
な
ら
ず
に
は
措
か

(
3
1
)
 

な
い
」

(
d
a
soll 
vieles 
offenbar 
w
e
r
d
e
n
!
)

「
首
斬
り
刀
」

d
a
s
R
i
c
h
t
、

「
大
い
な
る
正
午
」
は
人
類
に
近
づ
い
て
く
る
。

『
か
く
の
如
く
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
っ
た
』
の
中
で
繰
返
し
現
れ
る

「
大
い
な
る
正
午
」
の
員
相
を
嘗
座
の
闘
心
に
引
寄
せ
て
以
上
の
や
う
に
素
描

し
て
み
た
が
、
そ
れ
を
パ
ウ
ロ
ヘ
の
キ
リ
ス
ト
公
現
の
場
面
に
封
比
さ
せ
る
な

ら
ば
、
高
貴
な
る
イ
ニ
ス
の
キ
リ
ス
ト
数
を
ユ
ダ
ヤ
人
特
有
の
劣
弱
者
の
ル
サ

ン
チ
マ
ン
の
宗
敦
に
愛
造
し
、
生
と
大
地
に
到
す
る
憎
悪
の
念
で
塗
り
潰
し
た

元
凶
と
極
め
つ
け
て
、
仇
敵
の
ご
と
く
罵
倒
さ
れ
た
。
ハ
ウ
ロ
と
、
自
ら
を
「
紳

を
無
み
す
る
者
」

d
e
r
Gottlose
と
高
ら
か
に
宜
言
し
た
ニ
イ
チ
ェ
と
の
閲
に
、

八
六



パ
ウ
ロ
と
イ
ニ
ス
の
避
逗
に
つ
い
て

質
に
驚
く
べ
き
照
應
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
氣
が
つ
く
で
あ
ら
う
。
太
陽
が
パ

ウ
ロ
の
頭
上
に
高
く
輝
き
、
苛
酷
な
光
線
の
矢
に
充
ち
溢
れ
た
碧
空
の
も
と
、

灼
熱
の
大
地
に
突
如
と
し
て
電
光
が
燦
く
。
本
営
の
と
こ
ろ
ダ
マ
ス
コ
ヘ
と
急

い
で
ゐ
た
サ
ウ
ロ
の
行
路
が
睛
天
に
恵
ま
れ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
冬
期
以
外
に
は
雨
は
降
ら
ぬ
筈
の
シ
リ
ア
と
い
ふ
土
地
の
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
天
候
が
急
愛
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
以
上
、
天
空
に
は
「
睛
朗
の
氣

に
溢
れ
」
て
ゐ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
但
し
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
の
舞
踏
者

で
あ
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
と
つ
て
ほ
「
大
い
な
る
正
午
」
の
季
節
と
い
ヘ

ぽ
員
夏
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
封
し
て
、
ダ
マ
ス
コ
に
近
づ
い
た
サ

ウ
ロ
の
季
節
が
特
定
で
き
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
へ
、

の
弟
子
た
ち
に
到
し
て
、
依
然
と
し
て
恐
喝
と
殺
害
の
氣
持
が
吹
荒
れ
て
ゐ

(32) 
た
」
サ
ウ
ロ
に
は
、
燒
け
つ
く
や
う
な
夏
の
日
の
熱
氣
が
ふ
さ
は
し
い
。
ま
た

「
炎
の
舌
」
の
替
喩
は
直
接
．
ハ
ウ
ロ
に
ほ
結
び
つ
か
な
い
が
、
『
使
徒
行
博
』

の
書
出
し
の
と
こ
ろ
で
、
イ
ニ
ス
が
昇
天
し
た
後
、
ペ
テ
ロ
を
中
心
と
し
て
多

く
の
信
徒
が
集
つ
て
ゐ
た
が
、
五
旬
節

(
P
e
n
t
e
k
o
s
t
e
)

ー
ド
イ
ツ
語
で
は

聖
霊
降
臨
祭

(
P
f
i
n
g
s
t
e
n
)
ー
_
の
日
に
、
つ
ま
り
そ
れ
は
も
う
夏
と
い
つ
て

よ
か
ら
う
が
、
「
突
然
天
か
ら
（
念
念
e

5

E

T

O

0

0

苓
g
o
o
)
烈
風
で
も
吹
い

て
き
た
や
う
な
騒
め
き
が
し
て
、
彼
ら
が
坐
し
て
ゐ
る
家
屋
全
憫
に
響
渡
り
、

そ
れ
か
ら
火
の
や
う
な
も
の
が
敷
々
の
舌
に
分
れ
て

（
ぎ
（
ミ

p
e
p
らな
p
e
u
a
[

r
i
思
o
g
街
re

～せ
P
舎
）
、
一
人
一
人
の
上
に
止
つ
た
の
が
見
え
た
。
彼
ら
は
皆

聖
霊
に
浦
た
さ
れ
て
、
御
霊
に
宜
べ
ら
れ
る
ま
ま
に
、
各
人
が
異
な
る
外
國
語

(33) 

で
話
し
始
め
た
」
と
い
ふ
記
事
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
尖
端
が
細
か
く 「主

八
七

の
思
想
の
知
ら
れ
ざ
る
秘
密
を
探
索
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
ゐ
る
。
彼
は
「
自

て
の
使
命
を
託
さ
れ
た
。
ハ
ウ
ロ
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

舌
状
に
分
れ
た
火
の
形
象
が
営
時
オ
リ
エ
ソ
ト
か
ら
北
ア
フ
リ
カ
に
及
ぶ
各
地

の
諸
言
語
で
行
ほ
れ
た
宣
敦
活
動
を
表
示
し
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、

聖
霊
か
ら
出
た
「
炎
の
舌
」
が
本
格
化
す
る
の
は
む
し
ろ
異
邦
人
の
使
徒
と
し

呼
び
か
け
た
後
、
息
絶
え
た
。

シ
ュ
レ
ヒ
ク
に
よ
る
と
、

ニ
イ
チ
ェ

と
こ
ろ
で
ニ
イ
チ
ェ
文
獣
學
の
進
展
に
劃
期
的
な
貢
獣
を
果
し
た
シ
ュ
レ
ヒ

タ
に
は
『
ニ
イ
チ
ェ
の
大
い
な
る
正
午
』
と
い
ふ
優
れ
た
小
冊
子
が
あ
る
が
、

(34) 

彼
は
「
精
霊
の
出
没
す
る
時
閲
」

G
e
i
s
t
e
r
s
t
u
n
d
e
と
し
て
の
「
正
午
」
の
系

譜
を
古
代
か
ら
ニ
イ
チ
ェ
に
か
け
て
調
べ
上
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

然
に
敬
虔
の
念
を
懐
い
て
ゐ
た
ギ
リ
シ
ア
人
や
ロ
ー
マ
人
た
ち
に
と
つ
て
は
：
・

…
夏
の
日
の
森
や
山
地
で
過
す
正
午
の
時
聞
は
紳
々
が
顕
現
す
る
た
め
の
時
聞

で
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
で
も
な
ほ
何
と
な
く
無
氣
味
な
氣
配
を
漂
は
せ
て
ゐ

る
」
と
述
べ
て
、
「
正
午
に
な
る
と
ヘ
カ
テ
ー
が
出
現
し
、
ニ
ン
フ
た
ち
が
踊

り
、
サ
チ
ュ
ロ
ス
た
ち
は
峡
谷
の
木
陰
か
ら
姿
を
見
せ
、
精
霊
た
ち
が
走
廻

(35) 
る
」
と
い
っ
た
事
例
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
詩
句
を
典
攘
に
し
な
が
ら
列
學
し
て
ゐ

る
が
、
更
に
正
午
の
時
刻
が
ゴ
ル
ゴ
ク
の
丘
で
イ
ニ
ス
の
森
刑
が
行
ほ
れ
た
場

面
で
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
こ
と
に
燭
れ
て
ゐ
る
。
イ
ニ
ス
慮
刑
の
時

(36) 

閲
割
に
閥
し
て
は
共
観
輻
昔
書
の
記
述
は
一
致
し
て
を
り
、
「
朝
の
九
時
頃
」

(37) 

に
イ
エ
ス
を
十
字
架
に
つ
け
、
正
午
か
ら
「
太
陽
が
光
を
失
っ
て
」
地
上
が
一

面
に
賠
く
な
っ
て
午
後
三
時
ま
で
績
い
た
。
―
―
一
時
に
な
る
と
「
聖
所
の
幕
が
上

(38) 

か
ら
下
ま
で
裂
け
て
二
つ
に
な
り
」
、
イ
ニ
ス
は
大
盤
で
叫
ん
で
父
な
る
誹
に

丁
度
正
午
に
「
長
時



閲
に
亙
る
日
蝕
が
組
込
ま
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
死
去
に
い
た
る
ま
で
持
績
す
る
」

(39) 

と
い
ふ
こ
と
は
「
営
日
の
正
午
が
夜
に
愛
貌
し
て
ゐ
る
」
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
紳
が
自
ら
の
紳
性
を
顕
示
す
る
時
刻
に
墓
が
開
か

(40) 

れ
て
死
者
が
復
活
す
る
こ
と
に
通
じ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
員
萱
が
直

ち
に
員
夜
中
に
接
績
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
も
『
か
く
の
如
く
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス

ト
ラ
は
語
っ
た
』
の
な
か
で
何
度
も
繰
返
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
の
や

う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、

サ
ウ
ロ
に
封
す
る
イ
ニ
ス
公
現
の
時
刻
が
「
正
午
の

頃
」
で
あ
っ
た
の
も
ま
こ
と
に
宜
な
る
乎
と
思
ほ
れ
る
。

「
正
午
」
と
並
ん
で
、
こ
れ
に
劣
ら
ず
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
「
天
よ
り
の

大
い
な
る
光
」
の
出
現
が
「
突
如
と
し
て
」

路
a
i
p
u
7
S
起
っ
た
と
い
ふ
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
時
閲
の
流
れ
を
断
切
る
突
稜
的
な
事
態
を(41) 

表
す
こ
の
言
葉
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
敷
ケ
所
に
そ
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
が
、

い
づ
れ
も
肉
盟
と
の
混
合
情
態
か
ら
浄
化
さ
れ
て
、
純
粋
に
知
性
的
と
な
っ
た

霊
魂
が
認
識
の
方
向
を
現
象
界
よ
り
全
面
的
に
轄
回
さ
せ
、
イ
デ
ア
を
そ
れ
自

髄
と
し
て
直
観
す
る
場
面
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
。
ハ
ウ
ロ
よ
り
も
約
二
百

年
時
代
が
下
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
も
、
叡
知
界
の
更
に
彼
岸
に
休
ら
っ

て
ゐ
る
一
者
を
、
純
粋
に
叡
知
的
と
な
っ
た
霊
魂
が
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
垣
閲
見

(42) 

る
幸
運
に
恵
ま
れ
る
と
い
ふ
場
面
で
語
ら
れ
た
用
例
が
若
干
見
出
さ
れ
る
。
か

く
し
て

a
f
a
へ、p
g
s
と
い
ふ
語
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
學
に
お
い
て
は
最
高
度
に
叡

知
的
且
つ
稗
的
な
、
存
在
全
髄
の
第
一
原
理
と
な
る
も
の
に
到
す
る
紳
秘
的
直

観
が
成
立
つ
極
め
て
稀
な
場
面
で
登
場
す
る
光
輝
あ
る
用
語
な
の
で
あ
り
、
紳

格
化
さ
れ
た
趣
を
呈
し
て
ゐ
る
。
ル
カ
が
「
天
よ
り
の
大
い
な
る
光
」
の
出
現

の
様
子
を

a
e
a
{
p
u
7
S

と
表
現
し
た
時
、
こ
の
語
の
哲
學
的
含
蓄
に
ど
れ
ほ
ど

通
じ
て
ゐ
た
の
か
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
現
前
せ
る
員
賓
在
の
直
知
と
い
ふ
貼

し
か
し
「
突
如
と
し
て
」
員
理
の
光
に
包
ま
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、

イ
ニ
ス

の
出
現
が
パ
ウ
ロ
に
と
つ
て
も
ま
っ
た
く
の
不
意
打
ち
で
あ
り
、
そ
れ
に
到
す

る
い
か
な
る
準
備
も
整
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
律
法
の
立
場

で
は
最
大
限
に
善
行
を
盛
し
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
敦
的
観
貼
に
立

て
ば
サ
ウ
ロ
は
極
端
な
罪
人
で
あ
り
、
輻
昔
に
封
す
る
完
全
な
無
知
の
暗
闇
に

沈
論
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
ダ
マ
ス
コ
に
向
つ
て
ゐ
た
彼
の
頭
上
に
披
が
る
正

午
前
の
光
は
寅
は
個
り
の
自
己
認
識
か
ら
差
し
て
ゐ
た
虚
妄
の
闇
で
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
彼
を
打
ち
倒
し
た
電
光
は
。
ハ
ウ
ロ
紳
學
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
と
い

は
れ
る
『
ヨ
ハ
ネ
博
』
が
語
る
こ
と
に
な
る
や
う
に
、
ま
こ
と
に
「
光
は
暗
き

(43) 

に
照
る
」

光
が
彼
を
照
ら
し
た
時
、
罪
人
サ
ウ
ロ
が
立
つ
て
ゐ
た
、
死
に
到
る
べ
く
規

定
さ
れ
て
ゐ
た
歴
史
的
現
在
が
永
遠
な
る
稗
の
現
前
の
場
と
な
っ
た
。
゜
ハ
ウ
ロ

P

を
と
表
現
し
、
そ
の

自
身
は
こ
の
瞬
閲
を
自
ら
の
書
簡
の
な
か
で
「
今
」

GF) 

「
今
」
は
「
律
法
か
ら
離
れ
」
た
と
こ
ろ
に
開
か
れ
た
と
語
っ
て
ゐ
る
。
こ
の

や
う
な
。
ハ
ウ
ロ
の
「
今
」
こ
そ
イ
ニ
ス
の
宜
敦
で
掲
げ
ら
れ
た
「
時
充
ち
た
時
」

を
反
復
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
天
上
か
ら
の
強
力
な
光
に
取
園
ま
れ
、

瞬
閲
の
現
成
の
衝
撃
に
遭
つ
て
、
パ
ウ
ロ
は
地
上
に
打
ち
倒
さ
れ
た
。
こ
の
こ

(

“

)

(

4

6

)

 

と
は
バ
ウ
ロ
の
「
外
な
る
人
」
が
壊
さ
れ
、
「
わ
が
内
に
宿
る
罪
」
に
よ
つ
て

(47) 

肉
の
奴
隷
と
な
り
、
「
死
の
鶴
」
と
な
っ
て
ゐ
た
「
わ
れ
ら
の
薔
き
人
が
キ
リ

(
T
d

喜
S
5
U
T
i
0
k
o
g

ぶ
苫
{
u
e
S
)

の
で
あ
っ
た
。

に
お
い
て
、
見
事
な
照
應
を
見
せ
て
ゐ
る
の
に
は
驚
き
を
禁
じ
え
な
い
。

1
、1
、

I
I
 



パ
ウ
ロ
と
イ
エ
ス
の
避
逗
に
つ
い
て

(48) 

ス
ト
と
と
も
に
十
字
架
に
付
け
ら
れ
た
」
と
い
ふ
こ
と
を
指
し
て
ゐ
る
。
か
く

(49) 

し
て
「
律
法
の
行
為
」

l
p
r
a
v
6
μ
o
u

の
櫂
化
で
あ
っ
た
サ
ウ
ロ
が

(50) 

依
り
な
が
ら
律
法
に
死
ん
だ
」

ら
く
見
居
け
た
と
こ
ろ
で
、

イ
ニ
ス
は
サ
ウ
ロ
に
向
つ
て
語
り
か
け
、
自
ら
が

誹
の
子
で
あ
る
こ
と
を
證
し
た
の
で
あ
ら
う
。

イ
ニ
ス
が
サ
ウ
ロ
に
神
の
子
と
し
て
語
っ
た
時
、
イ
ニ
ス
は
も
は
や
地
上
に

お
い
て
人
性
を
纏
っ
た
、
愛
肉
せ
る
ロ
ゴ
ス
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ニ
ス

が
受
取
っ
た
人
性
は
既
に
十
字
架
の
上
で
死
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ

に
人
閲
の
姿
を
現
し
て
、
地
上
で
宣
敦
活
動
を
し
て
ゐ
た
ナ
ザ
レ
の
人
イ
ニ
ス

の
同
時
代
人
と
な
る
機
會
を
。
ハ
ウ
ロ
が
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
パ
ウ
ロ
が
思

的
な
死
を
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
よ
り
復
活
し
た
憲
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
サ
ウ
ロ
は
肉
の
相
を
纏
っ
た
イ
ニ
ス
と
一
度
も
會
は
な

か
っ
た
が
、
主
の
槃
を
聞
い
た
時
は
そ
の
盤
の
持
主
が
主
で
あ
る
こ
と
が
直
に

分
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
イ
ニ
ス
の
同
時
代
人
と
し
て
、
地
上
に
現

れ
た
主
と
絶
え
ず
接
鯛
し
て
ゐ
た
十
二
使
徒
た
ち
は
主
の
人
性
に
惑
は
さ
れ
て
、

イ
ニ
ス
が
誹
の
子
で
あ
る
と
い
ふ
確
信
が
し
ば
し
ば
動
揺
し
、
イ
ニ
ス
の
方
で

も
自
ら
が
紳
の
子
で
あ
る
こ
と
を
露
は
に
示
さ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

以
上
の
ご
と
き
パ
ウ
ロ
の
イ
ニ
ス
と
の
避
返
を
め
ぐ
つ
て
、
近
代
と
い
ふ
不

信
仰
の
時
代
の
唯
中
に
あ
っ
て
、
員
正
な
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
成
立
さ
せ

る
條
件
を
見
出
さ
う
と
し
て
苦
難
の
道
を
辿
っ
た
の
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ

る
。
彼
は
罪
人
の
道
を
極
限
ま
で
歩
ん
だ
。
ハ
ウ
ロ
に
現
成
し
た
永
遠
の
現
在

ひ
も
か
け
な
か
っ
た
仕
方
で
避
逗
を
果
し
た
の
は
、
十
字
架
上
で
一
切
の
人
閲

（
ぎ
ご
志
葵
こ
志
念
令
応
0
8o
v
)
 
の
を
お
そ

「
律
法
に

化
と
い
ふ
出
来
事
を
「
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
性
」

C
h
r
i
s
t
o
)

と
表
現
し
、
こ
の
パ
ウ
ロ
の
場
合
が
近
代
人
に
も
キ
リ
ス
ト
信
仰

を
可
能
に
す
る
範
例
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

八
九

し
た
が
つ
て
「
キ
リ
ス
ト
と
の
同

(51) 

時
性
」
こ
そ
近
代
人
で
あ
る
自
分
に
と
つ
て
「
私
の
生
涯
を
賭
け
た
思
想
」

d
e
r
 
G
e
d
a
n
k
e
 m
e
i
n
e
s
 
L
e
b
e
n
s

と
表
明
し
て
ゐ
る
。
本
論
文
の
出
稜
貼
は

賀
は
。
ハ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
紐
瞼
の
本
質
的
意
義
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を

捩
貼
と
し
て
考
察
を
試
み
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
機

會
は
ま
た
い
つ
の
日
か
突
如
と
し
て
訪
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

註(
1
)
同
じ
箇
所
は
、
V
u
l
g
a
t
a

諄
で
は
•
•Q
u
o
n
i
a
m
 i
m
p
l
e
t
u
m
 est 
t
e
m
p
u
s
,
 

et 
a
p
p
r
o
p
i
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q
u
a
v
i
t
 
r
e
g
n
u
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D
e
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E
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a
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e
i
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h
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B
u
B
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u
n
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 glaubet 
a
n
 
<las 
E
v
a
n
 ,
 

g
e
l
i
u
m
.
"
と
な
っ
て
ゐ
る
。
マ
ル
コ
博
の
ほ
か
に
イ
ニ
ス
が
宣
数
し
た
「
神
の

禰
昔
」
を
記
録
し
て
ゐ
る
の
は
マ
ク
イ
傭
（
四
、
一
七
）
の
み
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
「
汝
ら
は
悔
改
め
よ
、
な
ぜ
な
ら
ば
天
國
が
近
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
」

(
M
e
3
u
o
c
[悶
.
f
r
rへk
e
r
念
i
B
a
0
和
ぶ
尽
D
o
苓

g
思
．
）
と
簡
略
化
さ
れ

た
形
に
な
っ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
時
は
充
て
り
」
の
句
が
削
ら
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
薔
約
の
ダ
ニ
ェ
ル
書
に
現
れ
た
終
末
観
と
の
封
比
が
分
明
で
な
く
な

り
、
ま
た
悔
改
め
と
一
嘩
昔
信
仰
と
の
結
び
つ
き
が
伏
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

律
法
と
恩
寵
と
の
閲
に
介
在
す
る
深
い
裂
目
に
蔽
ひ
が
か
け
ら
れ
て
し
ま
ひ
、
微

温
的
な
表
現
に
と
ど
め
る
意
國
が
働
い
た
か
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
が
誹
の
子
た
る
メ
シ
ア
の
資
格
で
活
動
し
た
こ
と
を
張
調
す
る
マ

ル
コ
博
の
記
述
は
イ
ニ
ス
に
お
い
て
髄
現
さ
れ
た
終
末
の
現
在
化
に
含
蓄
さ
れ
て

ゐ
た
革
新
的
な
意
義
を
十
分
に
偲
へ
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。

(
G
l
e
i
c
h
z
e
i
t
i
g
k
e
i
t
 
m
i
t
 



(

2

)

マ
タ
イ
傭
一
三
、
三
〇
゜

(

3

)

同
一
三
、
三
九
゜

(

4

)

同
ニ
―
-
‘
-
―

10。

(

5

)

同
一
―
―
-
、
三
九
゜

(

6

)

同

―

1

1

1

、
四
一
。

(

7

)

ダ
ニ
ニ
ル
書
七
、
一
三
ー
一
四
。

(

8

)

マ
ク
イ
博
二
六
、
五
六
゜

(

9

)

同
二
六
、
六
三
。

(
1
0
)

同
―
二
、
二
八
゜

(
1
1
)

ヨ
ハ
ネ
博
一
、
一
。

(
1
2
)

『
数
行
信
證
』
行
巻
、
岩
波
文
庫
版
―
―
八
頁
。

(
1
3
)

ロ
マ
書
一

0
、
四
゜

(
1
4
)

ル
カ
博
一
―
-
、
九
゜

(
1
5
)

ロ
マ
書
一
―
-
、
二
七
゜

(
1
6
)

註
(
1
2
)

に
同
じ
。

(
1
7
)

コ
リ
ソ
ト
後
書
一
1

1

、
ニ
ー
四
゜

(
1
8
)
E
・
ト
ロ
ク
メ
著
（
田
川
建
三
謁
）
『
「
使
徒
行
偲
」
と
歴
史
』
（
新
数
出
版
社

昭
和
四
四
年
刊
）
二
七

0
頁。

(
1
9
)

同
二
六
九
頁
。

(
2
0
)
 

L
e
s
 actes 
d
e
s
 
apOtres "
 Te
x
t
e
 
traduit 
et 
a
n
n
o
t
e
 
p
a
r
 
E
d
o
u
a
r
d
 

D
e
l
e
b
e
c
q
u
e
の
脚
註
に
お
い
て
、
こ
の
箇
所
で

u
n
e
v
o
i
x
と
だ
け
述
べ
て
、

こ
れ
に
つ
づ
く
「
一
時
的
な
失
明
情
態
」
に
ま
っ
た
＜
鯛
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
バ

ウ
ロ
が
あ
ま
り
に
も
常
軌
を
逸
脱
し
た
事
柄
へ
の
信
仰
を
自
分
の
隧
伴
者
に
強
要

す
る
こ
と
を
避
け
た
か
ら
に
違
ひ
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。(
v
o
i
r
•

p
.
1
2
6
)
 

(
2
1
)ギ
リ
ツ
ア
人
の
聞
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
た
格
言
(
D
e
l
e
b
e
q
u
e
•

op. 
cit. 
お

よ
び

L
e
s
actes 
d
e
s
 apOtres• 

Introd. 
d
e
 
M
.
 L
.
 
C
e
r
f
a
u
x
 et 
T
r
a
d
.
 

et 
n
o
t
e
 d
e
 J• 

Dupont• 

p
.
2
6
5
)
で
あ
っ
て
、
抵
抗
の
無
盆
な
る
こ
と
を
示

す

(
J
•
Dupont• 

op. 
cit. 
お
よ
び

L
aBible• 

N
o
u
v
e
a
u
 
T
e
s
t
a
m
e
n
t
,
 

Jntrod. 
p. J
.
 

G
r
o
s
j
e
a
n
,
 
T
e
x
t
e
s
 
trad•• 

presentes et 
a
n
n
o
t
e
s
 
p. J
.
 

G
r
o
s
j
e
a
n
 et M·Leturmy• 

p, 4
3
8
)
。
突
棒
と
は
努
役
用
の
牛
に
封
す
る
鞭

と
し
て
使
は
れ
る
が
、
牛
が
こ
れ
に
刃
向
ふ
こ
と
は
自
ら
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な

る
だ
け
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
こ
の
格
言
を
「
イ
エ
ス
の
名
前
に
反
抗
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
が
陥
つ
て
ゐ
た
不
法
行
為
の
情
況
」

(
D
u
p
o
n
t
,
op. 
cit.)
を

特
徽
づ
け
る
た
め
に
轄
用
し
た
。

(
2
2
)

使
徒
行
博
六
、
一
五
゜

(
2
3
)

同
六
、
一
―
°

(
2
4
)

同
七
、
五
八
゜

(
2
5
)

同

八

、

一

。

(
2
6
)

同
七
、
五
二
。

(
2
7
)

同
七
、
五
一
―
―
。

(
2
8
)
 

Friedrich 
Nietzsche, 
A
l
s
o
 
s
p
r
a
c
h
 Zarathustra• 

I
V
 :
 Mi
t
t
a
g
s
 ;
 

Bd.lI, S. 
5
1
5
 (
ニ
イ
チ
ェ
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て

Friedrich
N
i
e
t
z
 ,
 

sche, 
W
e
r
k
e
 i
n
 
drei Banden• 

H
r
s
g
.
 v• 

K
a
r
l
 Schlechta, C• 

H
a
n
s
e
r
 

に
依
る
）
。

(
2
9
)
 a.a.0••III" 

V
o
n
 alten 
u
n
d
 n
e
u
e
n
 Tafeln• 

3
0
 ;
 Bd
.
 II, 
S. 4
6
0
 |
 

461. 

(
3
0
)
 

(
3
1
)
 

(
3
2
)
 

(
3
3
)
 

(
3
4
)
 

(
3
5
)
 

(
3
6
)
 

(
3
7
)
 

(
3
8
)
 

(
3
9
)
 a.a.O••III" 

V
o
n
 d
e
r
 v
e
r
k
l
e
i
n
e
r
n
d
e
n
 
T
u
g
e
n
d
;
 B
d
.
 
II, 
S. 422. 

a.a.0••III" 

V
o
n
 d
e
n
 drei 
B
o
s
e
n
,
 2; 
B
d
.
 
II, 
S. 439. 

使
徒
行
偉
九
、
一
。

同
二
、
ニ
ー
四
。

K
a
r
l
 S
c
h
l
e
c
h
t
a
;
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
s
 gro13er 
Mittag, 
S. 9. 

a. 
a. 
0., S
.
 35. 

マ
ル
コ
偲
一
五
、
二
五
゜

ル
カ
偲
二
三
、
四
四
゜

マ
ク
イ
博
二
七
、
五
一
。

k
月
I
S
c
h
l
e
c
h
t
a
;
 
a. a. 0., 
8
.
1
7
.
 

九
〇



パ
ウ
ロ
と
イ
ニ
ス
の
避
返
に
つ
い
て

(
4
0
)

マ
ク
イ
博
二
七
、
五
二
参
照
。

(
4
1
)
 

P
l
a
t
o
n
 ;
 Go
r
g
i
a
s
 5
2
3
E
,
 S
y
m
p
o
s
i
o
n
 2
1
0
E
,
 Politeia 
5
1
5
C
 et 
al. 

(
4
2
)
 

P
l
o
t
i
n
o
s
;
 
E
n
n
e
a
d
e
s
 
V
,
 3, 5, 15; 
VI, 7
,
 36, 18. 

(
4
3
)

ョ
↑
歪
雙
、
五
゜

(
4
4
)

ロ
マ
書
三
、
三
。

(
4
5
)

コ
リ
ソ
ト
後
書
四
、
一
六
゜

(
4
6
)

ロ
マ
書
七
、
二

0
。

(
4
7
)

同
七
、
二
四
。

(
4
8
)

同
六
、
六
゜

(
4
9
)

同
三
、
二
八
。

(
5
0
)

ガ
ラ
テ
ア
書
二
、
一
九
゜

(
5
1
)
 

S
0
r
e
n
 
K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
;
 
D
e
r
 
A
u
g
e
n
b
l
i
c
k
,
 iibers. v• 

H
a
y
o
 G
e
r
d
e
s
,
 

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 W
e
r
k
e
,
 34. 
A
b
t
e
i
l
u
n
g
,
 
S. 2
8
3
,
 E• 

D
i
e
d
e
r
i
c
h
s
.
 

九


