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自然と心の問題1

　
「
生
死
事
大
．
無
常
迅
速
」
と
は
、
中
国
禅
の
五
祖
弘
忍
や
六
実
慧
能
（
六

三
八
一
七
二
二
）
や
道
元
（
一
二
〇
〇
1
＝
一
五
三
）
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い

る
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
　
「
生
死
事
大
・
無
常
迅
速
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

前
半
は
、
生
死
の
問
題
は
大
変
重
要
で
あ
り
、
輪
廻
転
生
を
ど
の
よ
う
に
超
越

す
る
か
が
人
生
に
お
け
る
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
を
、
後
半
は
、
人
命
の

瞬
時
も
立
ち
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
　
「
空
の
空
、
空
の
空
、
一
切
は
空
で
あ
る
。
日
の
下
で
人
が
労
す
る

す
べ
て
の
労
苦
は
、
そ
の
身
に
な
ん
の
益
が
あ
る
か
。
世
は
去
り
、
世
は
き
た

る
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
旧
約
聖
書
の
伝
道
の
書
第
一
章
の
冒
頭
に
書
か
れ
て

い
る
。

　
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
生
き
る
時
に
は
、
た
だ
握
促
と
「
生
死
事
大
・
無

常
迅
速
」
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
た
だ
吐
く
コ
切
は
空
で
あ
る
」
と
ぼ
や
き

な
が
ら
生
き
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
克
服

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
の
私
た
ち
の
一
人
一
人
に
訪
れ
て
く
る
生
死
は
生

死
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
生
死
が
超
え
ら
れ
、
ま
た
、
一

切
は
空
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
嘆
き
空
は
、
満
ち
満
ち

た
生
へ
と
、
つ
ま
り
私
た
ち
一
人
一
人
の
命
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
本
年
一
月
一
七
日
の
兵
庫
県
南
部
地
震
に
お
い
て
は
、
そ
の
近
辺
に
住
む
私

た
ち
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
「
自
然
」
と
い
う
も
の
の
恐
ろ
し
さ
を
骨
の
髄

ま
で
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
破
壊
的
な
自
然
の

力
を
前
に
し
て
、
私
た
ち
人
間
の
心
は
、
機
械
文
明
に
毒
さ
れ
た
氷
の
よ
う
に

冷
た
い
心
に
で
は
な
く
、
人
間
に
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
る
他
の
人
々
を
も
互

い
に
思
い
や
り
、
気
遣
い
、
共
に
生
き
る
と
い
う
人
間
ら
し
い
心
に
生
き
返
る

機
会
を
得
、
人
生
に
お
い
て
何
が
一
番
大
切
で
あ
る
の
か
を
考
え
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
家
屋
や
交
通
機
関
を
頑
強
な
も
の
と
し
よ
う
と
も
、
こ
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れ
を
も
破
壊
す
る
よ
う
な
天
変
地
異
が
生
じ
な
い
と
は
誰
も
保
証
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
事
実
、
地
球
や
宇
宙
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
氷
河
期
の
突
然
の

到
来
や
彗
星
の
地
球
へ
の
衝
突
に
よ
る
地
球
上
の
生
物
の
絶
滅
が
幾
度
も
起
こ
っ

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
旧
約
聖
書
の
バ
ベ
ル
の
塔
（
創
世
記
十
一
・
四
－
九
）

の
物
語
は
、
万
物
の
心
の
自
然
さ
や
人
間
の
心
を
無
視
し
た
、
行
き
過
ぎ
の
現

代
の
科
学
技
術
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
、
常
に
私
た
ち
の
心
の
な
か
で
鳴
り
響

い
て
い
る
。

　
以
上
の
意
味
に
お
い
て
小
論
に
お
い
て
は
、
次
の
三
項
目
に
従
っ
て
論
究
を

進
め
て
ゆ
き
た
い
。
一
、
無
常
と
自
然
　
二
、
心
　
三
、
自
然
と
心
。
し
か
し
、

本
論
に
入
る
前
に
こ
こ
で
小
論
の
テ
ー
マ
「
自
然
と
心
の
問
題
」
を
考
察
す
る

に
至
っ
た
問
題
意
識
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
噛

　
現
代
の
文
化
や
文
明
は
、
十
七
世
紀
以
降
の
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
の
発
展
に

よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
対
象
論
理
や
形
式
論
理
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
分
析
的
思
考
や
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
て
、
そ

の
分
析
的
な
思
考
や
方
法
が
根
源
的
一
に
よ
っ
て
常
に
同
時
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
な
い
た
め
に
、
現
代
の
文
化
や
文
明
は
、
事
柄
の
全
体
の
半
面
に
し
か
及
ん

で
い
な
い
。
そ
こ
で
、
文
化
も
文
明
も
、
そ
の
半
面
性
の
故
に
、
文
化
に
お
い

て
は
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
、
あ
る
い
は
文
明
に
お
い
て
は
、
人
間
的
な
暖
か
な

心
の
な
い
、
冷
た
い
機
械
文
明
に
よ
っ
て
、
更
に
形
而
上
学
の
伝
統
的
な
本
質

重
視
の
結
果
と
相
異
っ
て
、
不
安
や
絶
望
や
、
延
い
て
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
結
果

し
て
き
て
い
る
。

　
現
代
の
哲
学
や
科
学
は
、
世
界
や
人
間
や
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
全
体
を
理
解
し

得
ず
し
て
、
た
だ
現
象
面
と
し
て
露
わ
と
な
っ
て
い
る
世
界
の
み
を
把
握
し
よ

う
と
し
て
、
そ
の
反
面
で
あ
る
「
形
な
き
形
」
と
か
「
声
な
き
声
」
と
か
、
目

に
は
見
え
な
い
心
の
半
面
を
全
く
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
現

代
に
お
い
て
緊
急
に
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
困
難
な
多
く
の
問
題
が
生
じ
て
来

て
い
る
。
例
え
ば
、
偏
差
値
の
み
に
こ
だ
わ
っ
て
人
間
の
全
人
的
な
心
を
無
視

す
る
教
育
か
ら
は
、
児
童
の
登
校
拒
否
や
自
閉
児
や
神
経
症
や
心
身
症
が
生
じ

て
き
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
主
客
分
離
の
対
象
論
理
に
基
づ
く
科
学
技
術

の
進
歩
の
み
を
狙
う
余
り
、
環
境
汚
染
や
自
然
の
破
壊
等
々
の
地
球
や
宇
宙
の

汚
染
を
惹
起
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
他
、
資
源
の
枯
渇
や
人
口
問
題
や
安
楽
死

や
堕
胎
の
問
題
、
あ
る
い
は
食
料
不
足
の
問
題
、
異
常
気
象
の
問
題
等
々
が
あ

り
、
地
上
の
人
間
を
も
含
め
た
動
植
物
の
今
後
百
年
の
存
続
す
ら
が
危
ぶ
ま
れ

て
い
る
。

　
無
論
、
地
上
や
宇
宙
の
自
然
現
象
は
、
人
間
の
ど
の
よ
う
な
振
舞
い
や
思
考

に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
な
い
部
分
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
宇
宙
や

地
上
に
生
き
る
も
の
は
、
無
常
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
宇
宙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
な

も
地
球
上
の
出
来
事
も
自
ず
か
ら
然
か
成
る
仕
方
で
動
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
、
人
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
持
つ
「
自
然
」
を
ど
こ
ま
で
も

明
ら
か
に
し
て
行
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
地
上
に
生
き
続
け
て
行
く
こ
と
は
で
き
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な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
　
「
自
然
」
の
み
な
ら
ず
、
万
物
の
心
の
、
現
象
面

に
露
わ
に
な
る
側
面
な
ら
ず
、
そ
の
裏
面
を
も
究
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
人
間

は
宇
宙
や
地
球
の
み
な
ら
ず
人
間
そ
の
も
の
を
す
ら
全
体
的
に
は
理
解
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
・

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
人
間
が
自
然
と
心
と
の
一
体
性
と
対
立
性

と
の
両
面
を
自
覚
的
に
理
解
し
な
い
限
り
、
地
球
や
宇
宙
の
一
切
は
、
物
質
的

に
の
み
に
か
、
あ
る
い
は
精
神
的
に
の
み
か
に
偏
っ
て
生
き
る
結
果
、
全
体
と

し
て
の
万
物
の
心
の
半
面
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
類
や
地
球
や
宇
宙
を

滅
亡
へ
と
追
い
遣
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
自
然
と
心
の
対
立
面
と
根
源
的

な
一
体
性
、
同
一
性
と
そ
の
構
造
と
を
何
と
し
て
も
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

一
、
無
常
と
自
然

a
．
無
常
性
と
永
遠
の
命

　
自
然
と
心
と
い
う
二
つ
の
事
柄
の
う
ち
、
先
ず
自
然
と
い
う
言
葉
の
意
味
か

ら
入
っ
て
ゆ
く
と
、
現
象
界
と
い
う
意
味
で
の
自
然
は
、
地
震
、
洪
水
、
台
風

あ
る
い
は
火
山
の
噴
火
、
驚
愕
、
冷
夏
、
暖
冬
あ
る
い
は
彗
星
の
地
球
へ
の
衝

突
等
々
数
限
り
な
い
現
象
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
現
象
の
中
で
も
、

今
年
の
｝
月
十
七
日
の
兵
庫
県
南
部
地
震
で
は
、
近
畿
地
方
に
住
む
私
た
ち
は
、

「
現
象
界
」
と
し
て
の
自
然
の
恐
ろ
し
さ
を
骨
の
髄
ま
で
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　
仏
教
で
は
、
こ
の
地
震
で
も
っ
て
世
の
無
常
を
説
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

世
の
一
般
の
人
々
は
、
仏
教
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
問
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
　
「
仏
教
は
、
　
”
生
死
即
製
樂
”
と
、
つ
ま
り
、
生
死
の
こ
の
世
界
が
そ
の

ま
ま
浬
繋
の
世
界
（
悟
り
の
世
界
）
で
あ
る
と
い
う
が
、
今
回
の
地
震
に
よ
る

地
獄
の
よ
う
な
被
災
の
生
活
が
ど
う
し
て
そ
の
ま
ま
浬
葉
の
世
界
で
あ
る
な
ど

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
。

　
他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
此
の
度
の
地
震
は
、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
十
一
・

四
一
九
の
バ
ベ
ル
の
塔
の
物
語
と
同
様
に
、
機
械
文
明
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
人

類
の
傲
慢
さ
に
対
す
る
神
か
ら
の
警
鐘
で
あ
る
と
も
説
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

世
の
一
般
の
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
問
う
で
あ
ろ
う
。

「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
世
に
生
じ
る
一
切
の
出
来
事
を
、
神
の
経
輪
と
も
言

い
得
る
救
済
史
上
の
出
来
事
と
し
て
信
仰
し
て
い
る
が
、
此
の
度
の
地
震
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ

る
地
獄
の
よ
う
な
被
災
の
生
活
が
、
何
故
神
の
な
せ
る
業
な
の
か
」
と
。

　
そ
こ
で
、
仏
教
の
こ
の
世
に
対
す
る
無
常
観
と
、
　
「
生
死
即
浬
葉
」
と
、
こ

の
世
の
現
象
界
と
し
て
の
自
然
に
よ
っ
て
生
じ
る
災
難
や
不
幸
と
の
関
係
に
つ

い
て
先
ず
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
仏
教
に
お
い
て
は
、
天
変
地
異
は
、
こ
の
世
の
無
常
性
を
示
す
と
同
時
に
、

こ
の
世
の
あ
り
の
ま
ま
に
し
て
真
実
の
姿
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
地
球
土
で
の
天
変
地
異
に
よ
っ
て
生
ず
る
生
死
の
苦
し
み
か

ら
人
間
は
自
由
に
な
り
、
解
脱
し
て
生
き
れ
ば
こ
の
世
は
浬
繋
で
あ
る
と
い
う



4

の
が
、
仏
教
が
人
間
に
示
す
道
で
あ
る
。
六
種
類
の
住
む
所
を
衆
生
が
そ
れ
ぞ

　
　
わ
ざ

れ
の
業
に
従
っ
て
め
ぐ
り
歩
き
続
け
る
と
い
う
六
道
輪
廻
（
地
獄
道
、
餓
飢
道
、

畜
生
道
、
修
羅
道
、
人
間
道
、
天
道
）
か
ら
、
人
間
は
解
脱
し
、
真
の
自
己

ぶ
っ
し
ょ
う
　
　
　
　
　
む
し
ょ
う
　
　
じ
し
ょ
う

（
仏
性
で
あ
る
無
性
の
自
性
）
に
「
今
、
此
処
」
で
覚
し
て
、
無
常
を
克
服
す

る
こ
と
を
仏
教
は
人
間
に
教
え
説
く
。
そ
の
場
合
に
特
微
的
な
こ
と
は
、
人
間

の
自
己
が
こ
の
世
の
無
常
性
に
徹
し
切
り
、
自
己
の
無
性
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ノ

て
、
つ
ま
り
自
己
が
空
化
（
犀
曾
α
ω
δ
）
し
、
自
己
が
絶
対
の
無
（
至
る
処
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら

絶
対
の
中
心
で
あ
る
よ
う
な
球
に
準
え
得
る
よ
う
な
仕
方
で
存
立
し
て
い
る
世

界
に
生
き
る
も
の
と
な
る
こ
と
、
従
っ
て
自
他
共
に
等
し
く
絶
対
の
中
心
で
あ

る
と
同
時
に
周
辺
で
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
）
に
な
り
切
り
、
無
常
性
そ
の
も
の

に
生
き
抜
く
時
に
、
却
っ
て
逆
に
、
無
常
が
克
服
さ
れ
、
絶
対
の
無
限
の
開
け

　
　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
な

が
彼
方
か
ら
自
ず
か
ら
然
か
成
る
仕
方
で
開
け
て
き
て
、
生
死
の
世
界
が
そ
の

ま
ま
浬
繋
の
世
界
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
天
変
地
異
の
無
常
の
世
界
が
克
服
さ
れ
る
の
は
、
自
己
が
正
に
無
常
に
徹
し

切
っ
て
、
無
常
に
な
り
切
る
こ
と
に
よ
り
、
真
の
自
己
（
絶
対
無
と
し
て
の
自

己
）
に
覚
し
、
且
つ
自
己
．
の
自
覚
が
そ
の
ま
ま
世
界
の
自
覚
で
あ
る
こ
と
が
自

己
に
明
ら
か
と
な
り
、
却
っ
て
、
生
死
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
に
生
死
の
世
界
で

あ
り
な
が
ら
超
え
ら
れ
、
こ
の
世
に
の
み
属
す
る
肉
体
の
生
死
は
、
自
己
に
よ
っ

て
超
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
浬
漿
の
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
勿
論
、
地
震
に
よ
っ
て
生
じ
た
身
体
上
の
傷
や
心
の
傷
は
、
傷
と
し
て
ど
こ

ま
で
も
痛
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
苦
痛
を
超
え
、
肉
死
の
生
死
を
超
え

た
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
そ
こ
に
は
開
け
て
い
る
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
は
、

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
や
パ
ス
カ
ル
や
西
田
幾
多
郎
等
が
使
っ
て
い
る
喩
え
を
借

り
れ
ば
、
先
に
も
触
れ
た
、
　
「
至
る
処
が
絶
対
の
中
心
で
あ
っ
て
、
周
辺
の
な

い
無
限
大
の
球
」
と
い
う
あ
り
方
で
こ
の
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
成
り
立
ち

方
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
生
死
即
浬
築
」
の
境
界
に
お
い
て
は
、
　
「
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
た

頭
を
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
涼
し
」
と
か
、
　
「
朝
に
道
を
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す

と
も
可
な
り
」
と
言
い
放
た
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
こ
の
世
に
対
す
る
無
常
観
と
神
の
経
論
と
、

こ
の
世
の
現
象
界
と
し
て
の
自
然
に
よ
っ
て
生
じ
る
災
難
や
不
幸
と
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
伝
道
の
書
一
・
二
に
も
「
空
の

空
、
空
の
空
、
】
切
は
空
で
あ
る
。
日
の
下
で
人
が
労
す
る
す
べ
て
の
労
苦
は
、

そ
の
身
に
な
ん
の
益
が
あ
る
か
。
世
は
去
り
、
世
は
き
た
る
」
と
語
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
ま
ま
で
は
、
人
間
は
「
律
法
と
罪
と
死
」
に
支

配
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
人
間
の
自
己
は
、
神
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
ア
ガ
ペ
　

思
寵
で
あ
る
神
の
愛
、
即
ち
、
神
の
子
の
受
肉
と
人
間
の
罪
の
贈
い
の
た
め
の

礫
刑
と
復
活
を
、
↓
人
一
入
の
人
間
の
自
己
が
、
今
此
処
で
そ
れ
を
信
じ
る
か

否
か
の
二
者
択
」
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
神
の
こ
の
受
肉
、
礫
刑
、

復
活
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
「
律
法
と
罪
と
死
」
に
支
配
さ
れ
て
い
た

人
間
は
、
神
か
ら
永
遠
の
命
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
世
的
な
生
と
死
に
よ
っ
て
支
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配
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
神
は
、
良
き
者
の
上
に
も
悪
し
き
者
の
上
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ガ
ペ
　

平
等
に
雨
を
降
ら
せ
、
太
陽
の
光
を
注
が
せ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
者
に
愛
を

注
ぐ
。
問
題
は
た
だ
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
か
否
か
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
然
現
象
で
あ
る
天
変
地
異
も
、
可
能
性
と
し
て
は
万
人
の
上
に
降

り
か
か
り
う
る
。
激
し
い
地
震
が
生
じ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
も
三
者
も
同
じ
よ

う
に
こ
の
世
の
生
を
絶
や
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
、
永
遠
の
命
は
、
天
変
地
異
に
よ
っ
て
こ
の
世
で
の
生
を
失
っ
た
後

も
、
永
遠
で
あ
る
。
こ
の
世
で
の
苦
や
痛
み
は
そ
の
ま
ま
苦
や
痛
み
で
あ
る
ま

ま
で
、
し
か
も
同
時
に
、
永
遠
の
命
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
生
死
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
仏
性
（
永

遠
の
命
）
に
生
き
る
浬
藥
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い

て
は
、
律
法
や
罪
や
死
に
生
き
る
人
間
が
、
そ
れ
を
受
け
取
る
実
存
的
情
熱
が

あ
り
さ
え
ず
れ
ば
、
た
だ
神
の
思
慾
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
神
の
愛
で
あ
る
ア
ガ

ペ
ー
に
よ
り
、
神
の
受
贈
と
礫
刑
と
復
活
に
対
す
る
信
仰
を
与
え
ら
れ
、
永
遠

の
命
を
生
き
る
も
の
と
な
る
。

　
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
ま
ま
の
、
自
己
や
世
界
に
つ
い
て
無
自
覚
な
ま
ま
の
人

間
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
己
事
究
明
の
道
を
歩
む
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
へ
と
開

け
、
更
に
絶
対
の
無
限
の
開
け
へ
と
開
け
て
、
空
の
場
に
生
き
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
律
法
や
罪
や
死

に
纏
わ
る
不
安
や
絶
望
を
介
し
て
実
存
の
無
限
の
情
熱
に
よ
っ
て
、
人
間
は
神

か
ら
信
仰
を
与
え
ら
れ
、
永
遠
の
命
を
与
え
ら
れ
て
、
こ
の
世
に
お
い
て
は
完

全
に
で
は
な
く
と
も
既
に
神
の
国
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
仏
教
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
人
間
が
、

自
己
や
世
界
の
自
覚
を
介
し
て
、
命
の
転
換
を
経
、
こ
の
世
の
生
死
の
み
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
る
生
き
方
か
ら
脱
却
し
て
、
た
と
え
こ
の
世
で
の
個
と
し
て
の
命

を
失
う
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
永
遠
の
命
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
問
題
と
し
て
、
万
物
に
お
け
る
命
の
転
換
が
、
ど
の
よ
う
に
し

て
可
能
で
あ
る
か
を
究
め
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
前
に
「
自
然
」
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

b
．
自
　
　
然

　
人
間
は
、
有
限
で
あ
る
と
同
時
に
無
限
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
言
葉
「
人
間
と
は
、
時
間
性
と
空
間
性
と
の
、
あ
る
い
は
有
限
性
と

無
限
性
と
の
、
ま
た
、
．
必
然
性
と
可
能
性
と
の
総
合
で
あ
る
」
に
よ
っ
て
も
明

白
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
は
そ
の
よ
う
な
両
極
的
な
も
の
の
総
合

と
し
て
成
り
立
つ
精
神
で
は
あ
っ
て
も
、
未
だ
こ
の
よ
う
な
両
極
的
な
も
の
の

関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
自
己
と
し
て
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
。

人
間
で
あ
る
精
神
が
自
己
と
な
る
に
は
、
自
己
は
自
己
の
課
題
性
を
自
覚
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
自
己
の
課
題
性
は
、
右
に
述
べ
た
両
極
的
な
も
の

の
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
、
自
己
の
自
己
関
係
を
の
み
な
ら
ず
、
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そ
の
よ
う
な
自
己
関
係
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
自
己
が
、
更
に
神
に
よ
っ
て

措
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
自
己
の
神
関
係
を
も
同
時
に
、
透
明
に
保
つ
と
い

う
二
重
の
課
題
で
も
あ
る
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
自
己
の
自
己
関
係
と
神
関
係
と
い

う
二
重
の
関
係
性
を
自
覚
し
且
つ
同
時
に
常
に
透
明
に
保
つ
と
い
う
こ
と
が
、

人
間
の
実
存
の
自
己
が
古
い
生
ま
れ
な
が
ら
の
生
死
の
世
界
に
生
き
る
命
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
な

罪
の
飛
躍
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
に
自
ず
か
ら
然
か
成
る
仕
方
で
永
遠
の
命
へ
と

生
ま
れ
変
わ
ゆ
、
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

　
と
い
う
の
も
、
入
間
の
実
存
の
自
己
と
い
う
も
の
が
、
自
ず
か
ら
然
か
成
る

仕
方
で
そ
の
よ
う
な
構
造
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
自
己
の
構
造
を
、
今
度
は
逆
に
東
洋
の
西
田
幾
多

郎
に
従
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
芸
事
究
明
に
お
い
て
自
己
が
、
次
々
に
こ
の
世
の

も
の
へ
の
執
着
を
離
脱
し
て
、
無
に
な
り
切
れ
ば
な
り
切
る
程
、
そ
の
よ
う
に

無
化
し
て
ゆ
く
自
己
は
、
本
動
的
に
は
、
自
己
が
自
己
の
意
志
に
よ
っ
て
無
化

し
て
ゆ
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対

無
に
よ
っ
て
、
無
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
至
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
の
自
覚
は
、
世
界
の
自
覚
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
境
涯
に
至
る
が
、
西
田
哲
学
の
中
期
に
お
け
る
こ
の
自
己
の
自
覚
と

世
界
の
自
覚
は
、
先
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
、
自
己
の

自
己
関
係
と
自
己
の
神
関
係
と
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
前
者
の
西
田
哲
学
に

お
け
る
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
晩
年
に
は
、
自
己
の
目

的
的
形
成
作
用
と
自
己
の
表
現
的
形
成
的
作
用
と
に
言
い
直
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
、
自
己
の
目
的
的
作
用
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
拡
大
し
て
最
大
限
の
自

己
実
現
を
試
み
よ
う
と
す
る
作
用
で
あ
り
、
自
己
の
表
現
的
・
形
成
的
作
用
と

は
、
自
己
を
絶
対
の
無
と
化
し
て
、
そ
の
絶
対
無
の
境
涯
を
、
即
ち
根
源
的
な

一
経
験
を
、
自
己
を
無
に
し
て
文
学
や
芸
術
や
宗
教
や
哲
学
等
に
表
現
す
る
作

用
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
自
覚
は
、
段
や
と
絶
対
の
無
限
の
開
け
乃
至
は

世
界
の
自
覚
に
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
性
と
し
て
の
自
己
、
つ
ま

り
無
実
体
的
な
自
己
、
即
ち
仏
性
で
あ
る
無
性
の
自
性
に
生
き
る
も
の
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

自
ら
の
命
は
、
永
遠
の
命
と
か
浬
繋
の
世
界
へ
と
自
ず
か
ら
然
か
成
る
仕
方
で
、

生
死
の
世
界
か
ら
転
換
し
て
ゆ
く
。

　
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
自
然
」
と
い
う
概

念
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
自
然
は
、
先
ず
現
象
的
な
森
羅
万
象
を
意
味
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
次
い
で
、
自
然
の
「
自
ず
か
ら
然
か
成
る
」
と
い

う
意
味
を
み
て
き
た
。
自
然
の
ギ
リ
シ
ア
語
§
q
へ
肋
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

．
．
g
・
牢
・
σ
q
①
岳
g
量
弓
8
ぎ
一
工
⇒
＜
・
・
鼠
σ
・
。
F
ぎ
h
ω
晋
㊦
．
・

（
り
4
Φ
ω
評
①
噌
　
ω
’
一
α
）
で
、
．
q
p
ω
〈
o
㌣
ω
一
〇
ケ
由
零
〉
自
σ
q
o
ぴ
Φ
⇒
．
．
（
齢
ず
か
ら
然
か

成
る
）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
て
い
る
が
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
は
、
再
度
ギ
リ

シ
ア
語
に
訳
し
直
す
と
、
論
。
ぎ
ミ
。
。
（
制
作
）
と
な
る
。
ま
た
、
ラ
テ
ン
語
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の
自
然
（
p
讐
弩
ゆ
）
や
そ
の
語
源
で
あ
る
づ
p
ω
9
あ
る
い
は
p
語
中
〇
は
、
“
生

ま
れ
る
こ
と
”
や
“
誕
生
”
、
あ
る
い
は
“
生
ま
れ
る
”
を
意
味
す
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

り
、
自
然
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
の
語
源
か
ら
考
え
て
も
、
　
“
自
ず
か

ら
然
か
成
る
”
こ
と
と
か
”
生
ま
れ
る
こ
と
”
や
”
創
造
的
に
物
を
作
る
こ
と

ポ
イ
エ
　
シ
ス

（
制
作
）
”
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
日
本
語
の
自
然
は
、
　
”
自
”
は
“
み
ず
か

ら
”
や
“
お
の
ず
か
ら
”
を
、
”
然
”
は
“
し
か
る
”
を
、
ま
た
両
者
は
相
侯
っ

て
、
自
然
現
象
や
本
性
を
、
あ
る
い
は
、
作
意
や
わ
ざ
と
ら
し
さ
の
な
い
“
自

然
さ
”
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
、
人
間
に
お
け
る
生
死
の
次
元
か
ら
永
遠
の

命
乃
至
は
現
象
界
と
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
そ
の
裏
面
と
し
て
の
永
遠
の

世
界
へ
の
転
換
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
人
間
の
実
存
の
自
己
が

生
死
の
世
界
か
ら
永
遠
の
命
の
世
界
へ
、
更
に
両
世
界
の
相
即
性
へ
と
開
け
て

ゆ
く
の
は
、
創
造
的
に
自
ら
が
生
成
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
限
り
、
人
間
に
と
つ

　
　
　
　
　
お
の

て
生
命
が
“
自
ず
か
ら
然
か
成
る
”
と
い
う
仕
方
で
、
い
わ
ば
永
遠
の
命
の
創

造
と
い
う
形
へ
と
開
け
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
禅
に
お
い
て
は
、
工
事
究
明
の
道
は
、
仏
性
と
し
て
の
真
の
自
己
が

か
く覚

へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
こ
の
事
実
は
更
に
、
自
己
が
絶
対
の
無
限

の
開
け
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
、
神
の
思
寵
と
し
て
の
信
仰
の
贈
与
に
よ
っ
て
、
永
遠

の
命
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
両
者
に
お
け
る
相
違
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
人
格
性
と
非
人
眠
性
の
根
源

に
開
け
て
い
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
（
と
し
て
の
神
）
と
人

格
的
な
神
と
の
相
違
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
心

　
そ
こ
で
、
禅
に
お
け
る
絶
対
無
と
し
て
の
神
と
、
人
格
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の

神
と
の
相
違
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
語
り
、
示
唆

し
て
い
る
の
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
相
違
は
、
心
の
事
実
の
表
現
の
仕

方
の
相
違
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
根
源
的
一
」
で
あ
る
「
絶
対

の
無
限
の
開
け
」
と
し
て
の
心
が
、
実
存
の
自
己
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
、
表
現

さ
れ
る
時
の
、
そ
の
表
現
の
仕
方
の
相
違
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
心
の
表
現
は
、
各
人
の
生
ま
れ
育
っ
た
、
言
語
を
含
め
た
文
化
の
伝
統
や

環
境
に
制
約
さ
れ
た
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
西
田
幾
多
郎
は
「
種
は
形
で
あ
る
」
　
（
全
集
八
巻
四
五
五
頁
）
と
言
っ
て
い

る
が
、
人
間
の
経
験
す
る
根
源
的
一
、
つ
ま
り
自
然
と
人
間
と
超
越
的
な
も
の

の
、
透
明
に
し
て
一
で
あ
る
根
源
的
一
経
験
は
、
　
「
種
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

た
形
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
芸
術
や
文
学
、
宗
教
や
哲
学
、
そ
し
て
諸
科
学

に
よ
っ
て
。

　
例
え
ば
、
旧
約
聖
書
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
の
世
界
、
ヒ
ブ
ル
の
世
界
に
お
い
て
は
、

ヒ
ブ
ル
語
を
含
め
た
ヒ
ブ
ル
の
文
化
や
、
自
然
や
気
候
を
含
め
た
環
境
や
人
間
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の
ヒ
ブ
ル
的
気
質
に
基
づ
き
、
ま
た
新
約
聖
書
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
に
お

い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
を
含
め
た
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
や
、
自
然
や
気
候
を
含
め
．

た
環
境
や
人
間
の
ギ
リ
シ
ア
的
気
質
に
よ
っ
て
、
更
に
は
、
仏
教
の
禅
の
世
界

に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
時
代
の
種
々
の
特
徴
を
含
み
な
が
ら
、
中

国
の
実
践
的
な
も
の
の
見
方
や
生
き
方
や
、
あ
る
い
は
日
本
の
鎌
倉
仏
教
時
代

以
来
の
、
様
々
の
特
徴
や
日
本
の
歴
史
的
事
情
に
制
約
さ
れ
た
中
で
、
そ
れ
ぞ

れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
制
約
の
中
で
、
根
源
的
な
一
と
し
て
の
心
の
経
験
が
語
ら
れ

て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
種
々
様
々
の
条
件
の
下
で
語
ら
れ
よ
う
と
す
る
心
は
、
一
で
あ

る
と
同
時
に
多
で
も
あ
る
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
で
も
あ
る
心
は
、
根
源
十
一

で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
一
の
分
化
、
分
裂
な
い
し
は
分
節
し
た
多
の
世
界
を

も
そ
の
内
に
包
み
込
ん
で
い
る
。
心
は
、
　
「
形
な
き
形
」
、
　
「
斜
な
き
声
」
の

世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
象
界
で
あ
る
多
の
世
界
で
も
あ
る
。
根
源
的
に
は
、

泊
然
と
自
己
同
一
的
で
あ
る
よ
う
な
心
で
あ
る
。
従
っ
て
心
は
、
自
己
の
心
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
万
物
の
心
、
神
の
心
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
心
で
も
あ

る
。　

そ
こ
で
、
心
の
表
現
、
神
経
験
の
表
現
と
し
て
の
神
を
以
下
の
三
つ
の
場
合

に
分
け
て
考
察
し
て
み
た
い
。
即
ち
、
先
ず
、
人
格
性
を
核
心
と
す
る
キ
リ
ス

ト
教
の
神
の
場
合
を
、
次
い
で
絶
対
量
の
神
を
基
礎
と
す
る
西
田
哲
学
に
お
け

る
神
理
解
を
、
最
後
に
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
有
と
無
と
の

根
源
に
お
け
る
無
実
体
的
な
神
理
解
を
究
め
て
み
た
い
．
．
と
い
う
の
も
、
こ
の

究
明
が
、
小
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
自
然
と
心
の
問
題
」
に
通
じ
て
行
く
か
ら

で
あ
る
。

　
先
ず
、
正
統
的
な
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
経
験
の
表
現
や
神
理

解
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
仲
保
者
と
し
て
立
て
た
上
で
、
一
と
多
と
の
根

源
的
自
己
同
↓
性
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

人
間
と
神
と
の
間
に
人
間
の
罪
を
賦
う
者
（
唖
然
者
）
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
を
立
て
る
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
、
人
格
的
な
立
場
で
根
源
的
一
を
経
験

し
、
こ
の
経
験
を
人
格
的
に
表
現
す
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
贈
罪
の
思
想
の
伝
統
の

中
で
、
こ
れ
を
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
、
一
回
限
り
の
幡
祭
で
西
人
間
の
贈
罪

を
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
な
神
の
子
の
受
肉
と
礫
刑
と
復
活
を
遂
行
す
る
と

こ
ろ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
、
つ
ま
り
幡
祭
の
小
羊
に
し
て
仲
保
者
で
あ
る

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
は
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
か
ら
開
き
示
さ
れ
る
啓

示
の
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
そ
の
頃
の
各
々
の
人
間
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

己
空
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
”
自
ず
か
ら
然
か
成
る
”
神
経
験
の
表
現
で
も
あ

る
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ぞ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
纏
わ
る
出
来
事
は
、
神
の
側
か
ら
の
啓
示

の
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
の
中
か
ら

”
自
ず
か
ち
然
か
成
る
”
仕
方
で
な
さ
れ
た
根
源
的
一
と
し
て
の
神
の
根
源
的

経
験
の
表
現
で
も
あ
る
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
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．
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
人
々
の
実
存
に
よ
る
信
仰
は
、
幡
祭
の

小
羊
に
よ
る
贈
罪
の
思
想
と
い
う
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
特
殊
の
立
場
、

即
ち
「
種
」
の
立
場
に
お
け
る
信
仰
が
普
遍
化
し
た
表
現
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

う
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
理
解
す
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
滝

沢
克
己
に
よ
る
「
第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
（
神
島
ら
と
共
に
あ
り
）
」
と

「
第
二
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」
の
区
別
の
意
義
も
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
著
者
は
、
第
一
義
と
第
二
義
と
に
分
け
る
よ
り
は
、
根
源
的
な
一
経

験
と
そ
の
表
現
と
理
解
し
、
一
経
験
の
事
実
と
し
て
の
神
と
そ
の
表
現
と
し
て

の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
間
に
は
、
意
義
の
上
で
の
一
義
と
二
義
で
は
な
く
し

て
、
事
実
と
そ
の
表
現
（
表
現
は
文
化
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
が
、
表
現
の
内

容
が
普
遍
化
、
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
）
と
い
う
点
に
相
違
を
見

出
す
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
に
お
い
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
民
族
宗
教
の
中
か
ら
出
て
来
て
、
世
界
宗
教
と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
発
展
、
転
換
し
て
ゆ
く
と
き
に
、
啓
示
の
出
来
事
と

し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
者
の
神
と
の
出
会
い
の
出
来
事
と
し
て
も
、
”
時
が
満
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

る
”
と
い
う
仕
方
で
の
“
自
ず
か
ら
然
か
成
る
”
啓
示
の
出
来
事
で
あ
り
、
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

会
い
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
自
ず
か
ら
然
か
成
る
」
啓
示
の
出

来
事
と
各
キ
リ
ス
ト
者
の
神
経
験
と
し
て
の
神
と
の
出
会
い
の
表
現
と
の
自
己

同
一
性
が
成
り
立
っ
て
い
る
開
け
と
し
て
の
場
が
心
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
心
（
開
け
）
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
は
、
　
“
自

ず
か
ら
然
か
成
る
”
信
仰
で
は
あ
っ
て
も
、
他
の
諸
宗
教
に
対
し
て
絶
対
化
さ

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
他
の
文
化
、

他
の
環
境
か
ら
世
界
宗
教
へ
と
発
展
し
た
諸
宗
教
は
、
そ
の
文
化
の
背
景
に
あ

る
「
種
」
に
基
づ
く
文
化
に
限
定
さ
れ
た
表
現
と
し
て
の
別
の
形
を
当
然
持
ち

う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
神
経
験
と
神
理
解
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。
西
田
に
お
け
る
神
経
験
は
、
　
「
心
霊
上
の
事
実
」
と
い
う
宗
教
の
規
定
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
仲
保
者
を
お
か
ず
、
し
か
も
、
神
も
単
に
人
格
的
な

神
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
無
と
し
て
の
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
そ
の

世
界
の
あ
り
方
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
、
そ
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
で
も
言

い
得
る
よ
う
な
神
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
神
は
、
絶
対
無
と
し
て
の
神
と
理
解

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
西
田
の
最
後
の
論
文
で
あ
る
「
場
所
的
論
理
と

宗
教
的
世
界
観
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
言
葉
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
　
「
神
と
云
ふ
の
は
、
所
謂
神
性
O
o
等

げ
④
騨
の
如
き
も
の
を
云
ふ
の
で
は
な
い
、
自
己
自
身
に
於
て
絶
対
の
否
定
を

含
む
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
る
の
で
あ
る
」
　
（
全
集
十
一
巻
四
〇
五
頁
）

と
い
う
言
葉
も
、
絶
対
無
な
る
神
を
語
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
無
と
し
て
経
験
さ
れ
、
絶
対
無
と
し
て
し
か
表
現
さ
れ
得
な
い
よ
う
な

神
は
、
中
世
の
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
一
二
六
〇
頃
ゾ
ニ
ニ
ニ
七
）
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の
神
秘
主
義
思
想
の
中
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お

け
る
神
に
は
、
尚
、
実
体
的
な
側
面
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
M
・
ブ
ー
バ
ー
（
一
八
七
八
～
一
九
六
五
）
に
触
れ
て
お
く

と
、
彼
は
一
九
一
四
年
に
あ
る
経
験
を
経
て
以
後
は
、
忘
我
的
、
対
象
化
さ
れ

た
超
越
な
も
の
と
の
合
一
体
験
と
し
て
の
神
秘
主
義
を
高
く
評
価
し
な
く
な
る

の
も
、
神
を
実
体
化
、
対
象
化
す
る
こ
と
へ
の
否
定
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
う
る
。

M
．
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
神
は
、
】
九
一
四
年
以
降
は
、
対
話
の
中
の
生
成
の

真
っ
直
中
に
あ
る
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
静
と
動
が
↓
で
あ
り
、
一

が
多
で
あ
り
、
多
が
一
で
あ
る
よ
う
な
神
理
解
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
垣
間
見
ら
れ
る
絶
対
無
の
神
と
は
、
永
遠
の

過
去
か
ら
永
遠
の
将
来
に
わ
た
っ
て
、
二
の
一
な
る
ご
（
。
膨
Φ
ぎ
一
〇
①
冒
ω
）

で
あ
る
神
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
神
は
コ
即
多
」
、
　
「
多
即
一
」
な

る
神
で
あ
り
、
多
を
内
に
包
み
込
ん
だ
神
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
に
お
け
る
神
は
尚
、
実
体
的
な
も
の
を
残
し
て
い
る
神
（
O
o
三
の

側
面
と
、
実
体
性
を
脱
却
し
た
神
性
（
Ω
o
詳
ゲ
Φ
＃
）
の
側
面
と
に
分
裂
し
て

い
る
。
ま
た
、
M
・
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
神
も
、
永
遠
の
汝
と
し
て
の
い
わ
ば

実
体
的
な
神
と
、
実
体
性
を
い
わ
ば
脱
却
し
た
対
話
の
中
の
生
成
（
≦
Φ
a
①
p
）

の
中
で
働
く
神
と
に
分
か
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
も
、
M
・
ブ
ー
バ
ー
に
お
い
て
も
、
神
は
、

実
体
的
側
面
を
残
し
て
い
る
と
し
て
も
、
根
源
六
一
の
側
面
と
現
象
的
な
多
の

側
面
と
の
自
己
同
一
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
両

者
に
お
い
て
、
仲
保
者
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
　
「
一
三
多
、
多
即
一
」
の
成

り
立
つ
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
け
る
↓
つ
の
制
約
と
し
て
の
枠
組
み
と
し
て

は
嵌
め
込
ま
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

や
ブ
ー
バ
ー
の
神
経
験
や
神
理
解
は
、
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
そ
れ
に
近
い
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
根
源
的
な
一
と
、
そ
の
分
化
、
分
裂
し
た
も
の
と

し
て
の
現
象
界
の
多
の
世
界
と
の
自
己
同
一
性
は
、
絶
対
無
を
媒
介
と
し
て
お

り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
実
体
的
な
神
と
無
実
体
的
な
神
性
の
無
と
を
区
別

し
た
り
、
あ
る
い
は
永
遠
の
汝
と
し
て
の
実
体
的
な
神
と
生
成
の
中
に
生
成
と

↓
つ
に
無
実
体
に
働
く
対
話
の
基
礎
と
し
て
の
神
と
い
う
よ
う
な
区
別
を
お
く

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
神
理
解
と
は
相
違
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
絶
対
無
を
媒
介
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、

人
間
の
自
己
に
お
け
る
行
為
を
、
つ
ま
り
、
心
身
一
如
の
身
体
的
行
為
を
媒
介

と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
行
為
は
、
心
身
一
如
に
働
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
身
一
如
の
身
体
的
行
為
を
媒
介
と
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
行
為
が
、
心
と
身
体
と
の
一
体
性
と
し
て
の
個
（
人
）

の
行
為
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
万
物
の
心
と
身
体
、
ま
た
万
物
の
心
と
自
然
の

一
体
性
の
創
造
的
作
用
が
媒
介
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
西
田
は
、
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心
と
自
然
の
一
体
性
を
直
接
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
集
十
巻
所

収
の
「
実
践
哲
学
序
論
」
で
、
人
間
の
目
的
的
作
用
と
衷
現
的
形
成
的
作
用
と

の
関
係
で
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
．
こ
の
よ
う
な
各
人
間
の
個
に
お
け
る
心
の
身
体
と
の
一
体
的
、

相
即
的
な
創
造
的
な
生
成
と
、
世
界
に
お
け
る
万
象
の
心
と
自
然
（
万
象
）
と

の
一
体
的
、
相
即
的
な
創
造
的
生
成
と
の
根
源
的
な
自
己
同
一
性
は
、
禅
に
お

い
て
は
「
姿
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
禅
に
お
い
て
は
、
個
に
お
け
る
心
と
身
体
と
の
力
動
的
な
創
造
的
生
成
の
働

き
と
、
森
羅
万
象
に
お
け
る
心
と
現
象
界
と
し
て
の
自
然
と
の
力
動
的
な
創
造

的
生
成
の
働
き
と
が
、
根
源
的
に
一
な
る
も
の
と
し
て
「
姿
」
に
結
晶
し
て
い

る
。
形
は
、
特
殊
な
立
場
と
し
て
の
「
種
」
で
あ
る
文
化
や
環
境
に
制
約
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
　
「
姿
」
は
個
と
種
と
類
の
立
場
を
、
つ
ま
り
個
の
心
身

と
種
の
文
化
に
基
づ
く
形
と
類
に
お
け
る
心
と
自
然
と
を
透
明
に
自
ら
の
う
ち

に
具
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
後
の
第
三
の
神
経
験
、
神
理
解
の
例

で
あ
る
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
小
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
自
然
と
心
」
の
問

題
を
、
分
析
的
に
も
統
合
的
に
も
相
即
時
に
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の

で
章
を
改
め
て
論
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
自
然
と
心

　
神
経
験
と
神
理
解
の
右
に
挙
げ
た
二
つ
の
例
、
即
ち
、
伝
統
的
、
正
統
的
な

キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
仲
保
者
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
か
絶

対
無
の
自
覚
が
媒
介
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
自
然
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

「
自
然
」
と
い
う
こ
と
が
、
生
命
と
か
時
の
充
実
と
い
う
意
味
で
、
　
「
自
ず
か

ら
然
か
成
る
」
と
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
が
、
そ
の
反
面
、
自
然
を
分
析
的
に
解
明
し
た
場
合
、

自
然
の
、
心
と
の
自
己
同
一
面
と
絶
対
的
独
立
面
と
の
両
者
が
、
私
た
ち
に
明

ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
心
身
関
係
も
、
ま
た
万
象
の
心
と
自
然

と
の
関
係
も
、
根
源
的
に
私
た
ち
に
明
ら
か
と
な
る
が
、
心
に
対
す
る
自
然
の

独
立
面
の
究
明
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
西
田
哲
学
に
お
い
て
も
定
か
で

は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
。
無
論
、
両
者
に
お
い
て
心
に
対
す
る
自
然
の
独
立
な

面
の
究
明
が
皆
無
な
の
で
は
な
い
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
「
歴
史
的
自
然
」

が
こ
の
究
明
の
ヒ
ン
ト
と
な
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
神
に
よ
る

天
地
創
造
の
後
に
被
造
物
で
あ
る
自
然
は
人
間
の
管
理
に
任
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
ま
た
新
約
聖
書
に
お
い
て
は
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
ロ
ー
マ
人

へ
の
手
紙
」
の
第
｝
章
二
〇
節
の
「
神
の
見
え
な
い
性
質
、
す
な
わ
ち
、
神
の

永
遠
の
力
と
神
性
と
は
、
天
地
創
造
こ
の
か
た
、
被
造
物
に
お
い
て
知
ら
れ
て

い
て
、
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
に
ヒ
ン
ト
が
存
す
る
。
し
か
し
、
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こ
れ
ら
は
ど
こ
迄
も
ヒ
ン
ト
の
範
囲
内
に
留
ま
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
心
と
か
精
神
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
ャ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ン
ア
ア
イ
　
ノ
ィ

意
味
す
る
全
く
新
し
い
範
隣
と
し
て
の
現
実
的
実
有
（
碧
ど
巴
。
二
一
受
）
と
、

物
質
つ
ま
り
原
子
と
か
新
玉
と
か
の
自
然
現
象
界
の
最
少
単
位
の
世
界
を
思
わ

せ
る
三
時
と
し
て
の
現
実
的
契
機
（
彫
雷
部
匁
餅
鮮
函
昌
）
に
よ
る
万
物
の
心

と
自
然
の
理
解
が
、
現
代
に
お
け
る
「
物
質
と
精
神
」
と
か
「
心
と
自
然
」
に

纏
わ
る
問
題
の
解
明
や
究
明
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
神
を
除
く
一
切
は
、
ア

ク
チ
ャ
ル
．
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
同
時
に
ア
ク
チ
ャ
ル
・
オ
ケ
ー
ジ
ョ
ン
と
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
が
、
神
は
ア
ク
チ
ャ
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
み
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
碧
ε
巴
①
葺
曽
蟹
だ
け
の
世
界
は
形
な
き
形
、

声
な
き
声
の
世
界
で
あ
る
が
、
卑
。
ε
巴
Φ
素
封
図
と
同
時
に
p
。
ε
巴
。
。
o
p
－

ω
δ
⇒
か
ら
も
成
り
立
っ
て
い
る
森
羅
万
象
の
世
界
で
は
、
形
や
声
も
心
と
共

に
現
象
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
㊤
o
ε
巴
①
暮
二
図
と
卿
。
ε
巴

。
。
。
ρ
ω
δ
口
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
現
象
界
は
、
神
の
結
果
的
本
性
（
。
o
⇒
ω
甲

ρ
仁
①
馨
p
導
ξ
Φ
o
｛
Ω
o
ユ
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
9
。
9
巴
○
。
o
p
繊
○
昌
を
欠
い
て
た
だ
p
o
ε
巴
Φ
昌
襲
図
の
み
の
世

界
で
あ
る
神
は
、
神
の
原
初
的
本
性
（
王
臣
日
。
弓
a
巴
⇒
讐
霞
。
o
h
Ω
o
匹
）

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
実
的
に
は
欠
如
的
で
あ
る
た
め
に
対
象
化

し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
神
の
本
性
の
う
ち
の
前

者
で
あ
る
神
の
結
果
的
本
性
が
、
所
謂
現
象
界
と
し
て
の
自
然
と
理
解
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
両
者
の
神
の
本
性
か
ら
、
現
実
の
世
界

に
お
け
る
実
在
の
世
界
と
し
て
の
創
造
的
な
世
界
が
生
成
の
う
ち
に
展
開
さ
れ

る
。
こ
れ
が
神
の
自
己
超
越
的
本
性
愚
筆
三
智
。
試
く
①
⇒
韓
霞
Φ
o
門
Ω
＆
）

と
埋
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
⊥
の
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
物
質
の
世
界
と
し
て
の
自
然
の
世

界
が
、
神
の
結
果
的
本
性
と
し
て
、
餌
。
ε
巴
①
づ
江
受
の
み
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
神
の
原
初
的
本
性
か
ら
一
旦
切
り
離
さ
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
結
果
、
物

質
の
世
界
の
p
o
ε
巴
o
o
o
p
。
。
δ
⇒
が
神
の
原
初
的
本
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

場
合
の
、
分
析
を
通
し
て
の
み
明
ら
か
と
な
る
自
然
の
世
界
の
恐
ろ
し
さ
、
冷

酷
さ
、
深
淵
的
な
無
規
定
さ
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
破
壊
的
な
自
然
（
例
え

ば
大
地
震
や
サ
リ
ン
事
件
等
）
も
、
神
の
原
初
的
本
性
と
の
力
動
的
な
形
成
作

用
に
よ
っ
て
創
造
的
な
形
成
作
用
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
可
能
性
と
が
、
そ
こ
に

は
開
き
示
さ
れ
て
い
る
。

　
他
面
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
道
で
あ
り
真
理
で
あ
り
命
で
あ
る
（
ヨ
ハ
ネ
↓
四
・
六
）

よ
う
な
「
生
き
る
と
い
う
こ
と
」
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
の
世
界

は
具
体
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
西
田
哲
学
の
核
心
と
な
っ
て
い
る

よ
う
な
「
行
為
的
自
己
」
と
か
「
身
体
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
自
覚
」
と
い
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う
こ
と
も
決
定
的
に
重
要
な
問
題
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う

で
あ
る
と
し
て
も
、
尚
余
り
あ
る
程
の
生
の
豊
か
さ
が
そ
こ
に
は
秘
め
ら
れ
て

い
る
。

　
と
い
う
の
も
蝿
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
無
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
ル

心
や
行
為
に
代
わ
っ
て
、
二
言
巴
Φ
⇒
試
航
の
実
在
的
な
構
成
要
素
と
し
て
の

「
感
じ
」
　
（
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
騰
8
賦
昌
σ
q
）
が
核
心
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
は
自
ら
の
有
機
体
の
哲
学
を
「
思
弁
哲
学
」
と
特
徴
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の

「
思
弁
」
の
意
味
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
よ
う
な
、
例
え
ば
「
感
じ
」
に
反

す
る
も
の
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

に
お
け
る
思
弁
の
意
味
は
、
　
「
整
合
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
倫
理
的
」
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
合
理
的
で
あ
り
、
し
か
も
他
面
に
お
い
て
同
時
に
「
適
用
可

能
」
で
「
十
全
的
」
と
い
う
意
味
で
経
験
的
で
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
思
弁
哲
学
そ
の
も
の
を
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
西
田
哲
学
や
禅
と
の
連
関
に
お
い
て
、
　
「
自
然
と
心
」
の
町
題
の
究

明
に
限
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
先
ず
、
西
田
の
「
形
」
の
世
界
に
お
い
て
は
、

自
己
の
目
的
的
形
成
作
用
と
表
現
的
形
成
作
用
と
が
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
自

己
同
一
的
に
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
制
作
）
の
世
界
と
し
て
創
造
的
に
働
い
て
い
る

が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
、
㊤
o
ε
巴
①
⇒
江
蔓
に
し
て
僧
9
ρ
巴
o
o
o
p
臨
。
⇒

で
も
あ
る
実
質
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
現
象
界
に
お
い
て
は
、
神
の
結
果
的
本

性
（
形
の
世
界
）
と
神
の
原
初
的
本
性
（
形
な
き
形
）
と
が
神
の
自
己
超
越
的

本
性
（
禅
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
姿
」
）
に
お
い
て
力
動
的
、
創
造
的
に
働
い
て

い
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
「
神
の
結
果
的
本
性
」
は
、
禅

や
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
形
」
に
、
ま
た
「
神
の
原
初
的
本
性
」
は
、
禅
や
西

田
哲
学
に
お
け
る
「
形
な
き
形
」
、
　
「
声
な
き
声
」
に
、
更
に
、
　
「
自
己
超
越

的
本
性
」
は
、
禅
の
「
姿
」
や
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
の
世

界
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、
世
界
と
次
の
点
に
お
い
て
可

逆
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
①
恒
常
性
と
流
動
性
に
お
い
て
（
つ
ま

り
、
神
が
恒
常
的
で
世
界
が
流
動
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
世
界
が
恒
常
的
で

神
が
流
動
的
だ
と
い
う
の
と
同
じ
く
真
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
以
下

四
点
に
つ
い
て
も
同
様
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
項
目
の
み
を
挙
げ
る
に
留
め
て

お
き
た
い
）
。
②
一
と
多
に
お
い
て
。
③
勝
義
に
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
点

に
お
い
て
。
④
神
と
世
界
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
内
在
的
で
あ
る
こ
と
と

超
越
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
。
⑤
神
と
世
界
と
は
、
相
互
に
他
を
創
造
す

る
こ
と
に
お
い
て
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
田
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け

る
神
は
、
現
象
界
に
属
ヰ
る
も
の
と
し
て
の
作
用
や
本
性
と
、
現
勢
態
と
し
て

は
こ
の
世
の
現
象
に
は
欠
如
的
な
作
用
や
本
性
と
が
、
創
造
的
に
「
作
ら
れ
た

も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
立
場
と
か
、
一
己
超
越
的

な
創
造
的
生
成
に
お
い
て
働
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
自
己
と
神
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と
が
絶
対
に
矛
盾
し
、
対
立
し
な
が
ら
も
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一
的
で
あ
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
田
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、
単
に
人
格
的
な
神
で
あ
る
の
み

で
は
な
く
、
人
格
性
と
非
人
格
性
の
根
源
で
も
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
経
験
さ

れ
る
よ
う
な
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
両
者
に
お
け
る
神

は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
相
違
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も

し
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
、
絶
対
無
の
神
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
絶
対
の

無
の
場
所
と
か
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
理
解
さ
れ
る
聖
霊
に
お
い
て
働
く

神
と
人
間
の
自
己
と
は
、
一
な
る
も
の
と
し
て
働
き
、
西
田
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
に
お
け
る
神
に
近
し
い
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
い
う
の
も
、
絶
対
無
と
し
て
の
神
、
つ
ま
り
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
働
く
神
、

そ
し
て
そ
れ
と
一
体
に
働
く
人
間
の
ア
ガ
ペ
ー
に
あ
る
自
己
は
、
正
に
創
造
的

な
生
成
に
生
き
る
根
源
的
な
一
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け
る
神
の
ア
ガ
ペ
ー
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
典
型
的
な
も
の
と

し
て
の
「
神
の
自
己
空
前
」
　
（
ざ
p
O
ω
一
。
自
）
（
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
二
・
七
）

に
よ
る
神
の
子
の
受
口
と
贈
罪
の
死
で
あ
る
礫
刑
と
復
活
と
は
、
正
に
神
の
創

造
的
な
働
き
で
あ
り
、
こ
れ
と
一
体
で
あ
る
人
間
の
自
己
は
、
こ
れ
に
従
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね

キ
リ
ス
ト
の
模
倣
（
一
日
諄
9
江
o
O
げ
鼠
ω
江
）
に
生
き
る
「
学
び
の
キ
リ
ス
ト

者
」
と
し
て
創
造
的
な
働
き
に
生
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲
学
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
け
る
神
は
、
万
物
も
そ
の
内
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る

よ
う
な
「
根
源
的
一
な
る
心
」
の
表
現
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

根
源
面
一
な
る
心
は
、
そ
の
内
に
多
を
包
み
、
そ
の
内
な
る
多
は
↓
に
貫
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら

て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
一
な
る
神
（
頭
な
る
神
）
と
神
の
被
造
物
に
し
て

子
で
あ
る
人
間
（
肢
体
な
る
人
間
）
と
い
う
見
方
の
う
ち
に
、
西
田
哲
学
に
お
．

い
て
は
コ
即
多
、
多
即
ご
と
い
う
万
物
の
理
解
の
仕
方
の
う
ち
に
、
右
の

事
実
は
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
創
造
者
と
し
て
の
神
の
7
目
己
空
化
」

と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
や
、
西
田
に
お
け
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に
お
け
る
「
作
ら
れ

た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
働
き
や
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神

の
三
つ
の
本
性
は
、
共
に
、
人
間
の
力
動
的
な
創
造
的
働
き
（
生
成
）
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

る
、
つ
ま
り
生
命
の
展
開
や
純
熟
に
お
け
る
”
自
ず
か
ら
然
か
成
る
”
自
然
な

働
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
、
万
物
が
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
心
の
表
現

で
も
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
自
然
と
心
の
相
即
性
は
、
そ
の
う
ち
に
、
そ

れ
ぞ
れ
大
き
な
困
難
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

る
「
信
仰
」
に
お
い
て
は
人
間
の
罪
の
問
題
が
、
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
自

覚
」
に
お
い
て
は
「
行
」
の
問
題
が
、
そ
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
感
じ
」

（h

W
H
冒
σ
q
）
に
お
い
て
は
範
晴
的
拘
束
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
主
体
的
調
和
」

や
存
在
の
運
賃
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」
や
更
に
は
リ
ズ
ム



の
問
題
が
徹
底
的
に
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
罪
」
や
「
行
」
や
「
調
和
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
や
哲
学
に
お
け
る

困
難
な
問
題
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
も
息
長
く
究
明
さ
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
困
難
な
問
題
を
見
据

え
な
が
ら
「
自
然
と
心
」
を
分
析
的
に
解
明
し
、
同
時
に
弁
証
法
的
に
、
し
か

も
両
者
を
自
己
同
一
的
な
視
点
の
下
に
、
つ
ま
り
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い

て
、
究
明
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
も
人
間
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
課
題
の
究
明
は
、
一
月
の
兵
庫
県
南
部
地
震
や
そ
の
後
の
東
京
の
地
下

鉄
で
の
「
サ
リ
ン
事
件
」
や
サ
リ
ン
製
造
の
容
疑
を
め
ぐ
っ
て
の
大
規
模
な
捜

査
に
接
し
て
、
今
後
の
人
類
や
地
球
や
宇
宙
の
存
続
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
あ

る
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

15自然と心の問題

付
記
　
小
論
は
一
九
九
五
年
三
月
二
十
八
日
に
日
本
基
督
教
学
会
近
畿
支
部
会

が
開
催
さ
れ
た
折
の
講
演
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
致
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
な
お
か
：
え
い
こ
　
哲
学
教
授
）


