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5
5
の
言
語
観
を
再
考
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
検
討
を
通
じ
て
、
彼
の
言
語
観
を
考
察
す
る
。
ま
ず
最
初
に
、
何
故
神
秘
主
義
と
の
関
係

に
お
い
て
言
語
観
の
考
察
を
行
う
の
か
を
示
し
て
お
こ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
と
、
言
葉
は
も
と
も
と
行
動
や
外
的
事
物
の
指
示
の
た
め

の
道
具
で
あ
っ
て
、
内
的
な
も
の
を
表
現
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。
言
葉
は
思
考
や
感
情
の
一
般
的
な
側
面
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
に

す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
独
自
な
質
を
取
り
逃
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
し
て
私
達
が
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
神
秘
的
直
観
の
表
現

の
場
合
に
お
い
て
は
、
言
葉
が
持
つ
表
現
力
の
「
非
力
さ
」
が
最
も
顕
著
に
な
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
神
秘
的
直
観
が
達
す
る

対
象
は
、
極
め
て
内
的
な
生
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
極
め
て
内
的
な
生
と
は
、
メ
ル
ロ
＂
ポ
ン
テ
ィ
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
私
逹
の

(

1

)

 

持
続
よ
り
一
層
持
続
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
で
あ
っ
て
、
神
秘
的
直
観
と
は
、
「
神
の
本
質
へ
の
参
与
」

(
D
S
2
8
1
/
1
2
0
0
)

で
あ
る
。
そ
う

と
す
れ
ば
、
神
秘
主
義
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
達
は
、
直
観
と
言
語
と
の
対
立
が
最
も
先
鋭
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

は

じ

め

に

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
神
秘
主
義
と
表
現

高
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と
こ
ろ
で
、
神
秘
家
の
あ
る
者
は
、
決
定
的
な
神
秘
的
直
観
の
獲
得
に
至
る
ま
で
の
神
秘
的
体
験
を
表
現
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

聖
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
や
聖
テ
レ
ジ
ア
等
の
神
秘
家
に
よ
る
自
伝
に
接
し
、
彼
ら
の
証
言
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
根
拠

と
し
て
「
神
」
を
見
い
だ
し
た
。
そ
の
よ
う
な
神
秘
的
体
験
な
い
し
状
態
の
表
現
は
ま
た
、

つ
い
て
話
す
の
を
聞
け
ば
、
『
自
分
の
内
で
何
か
が
反
響
す
る
』
」

(
D
S
2
60

ー

1
/
1
1
8
4
)
よ
う
な
表
現
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。
神
秘
的
体
験
が

特
権
的
な
体
験
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
は
人
の
心
に
働
き
か
け
る
力
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
神
秘
的
体
験
の
表

現
は
人
が
既
に
受
け
入
れ
て
い
る
何
ら
か
の
概
念
の
言
い
換
え
、
特
殊
な
焼
き
直
し
な
の
だ
ろ
う
か
。
神
秘
的
体
験
と
は
、
例
え
ば
一
二
位
一

体
と
い
う
宗
教
的
教
義
の
深
い
理
解
体
験
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
な
ら
ば
、
偉
大
な
キ
リ
ス
ト
教

神
秘
家
の
体
験
に
は
独
自
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
概
念
は
な
い
。
観
念
や
概
念
と
い
っ
た
知
性
的
な
も
の
が
生
じ
る
と
し
た
ら
、

そ
の
独
自
な
も
の
が
も
た
ら
す
あ
る
種
の
情
緒
の
到
来
の
後
に
で
あ
る
。
神
秘
家
の
表
現
も
、
そ
れ
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
情
緒
の
た
め
に

創
造
さ
れ
る
。

ま
ず
私
達
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
語
観
に
取
り
掛
か
る
た
め
に
、
神
秘
的
で
創
造
的
な
情
緒
は
、

か
ら
、

つ
ま
り
神
秘
的
直
観
か
ら
生
じ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
直
接
的
で
決
定
的
な
「
神
」
と
の
合
一
と
は
ど
う
い
う
状
態

を
指
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
「
神
」
、
「
私
達
の
持
続
よ
り
一
層
持
続
的
な
持
続
」
と
は
何
な
の
か
を
出
来
る
だ
け
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
神
秘
的
情
緒
な
い
し
状
態
を
そ
れ
に
よ
っ
て
神
秘
家
が
表
現
す
る
こ
と
を
望
む
言
葉
の
側
に
考
察
を
移
し
、
最
後
に

神
秘
的
情
緒
の
表
現
の
解
釈
の
問
題
を
検
討
す
る
。
従
っ
て
私
逹
は
、
神
秘
的
直
観
と
そ
の
表
現
と
の
関
係
を
、

と
い
う
解
釈
学
的
な
連
関
の
視
点
か
ら
追
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
神
」
と
の
直
接
的
で
決
定
的
な
合
一

「
体
験
・
表
現
・
理
解
」

「
体
験
か
ら
知
っ
て
い
る
人
が
神
秘
的
状
態
に
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ー

神
秘
的
体
験

『
二
源
泉
』
に
お
い
て
は
、

神
秘
的
直
観
と
は
一
体
何
な
の
か
、
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
こ
の
章
の
目
的
で
あ
る
。
神
秘
的
直
観
に
つ
い
て
知
る
上
で
問
題
に
な
る

の
は
、
神
秘
主
義
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
で
あ
る
。

形
而
上
学
的
直
観
と
神
秘
的
直
観

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
内
で
の
神
秘
的
直
観
の
位
置
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
形
而
上
学
入
門
』
（
以
下
『
入
門
』
）
に
お

い
て
、
認
識
の
二
つ
の
方
法
と
し
て
分
析
と
直
観
と
を
区
別
し
た
。
前
者
が
記
号
に
よ
る
認
識
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
記
号
を
介
さ

ず
に
絶
対
的
な
も
の
に
達
す
る
認
識
で
あ
る
。
直
観
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
は
時
間
を
通
じ
て
流
れ
る
私
自
身
の
人
格
で
あ
り
持
続
す
る

自
我
で
あ
る
(
P
M
1
8
2
/
1
3
9
6
)

。

秘
的
直
観
を
予
告
す
る
。

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
対
象
を
直
接
に
認
識
す
る
能
力
は
、

さ
ら
に
後
の
『
序
論
』
に
な
る
と
、
『
二
源
泉
』
に
お
け
る
神

『
序
論
』
は
「
直
観
は
ど
こ
ま
で
達
す
る
の
か
」
と
問
い
、
直
観
は
天
上
に
ま
で
達
す
る
能
力
で
あ
る
と
答
え
る

(
P
M
5
0
/
1
2
9
2
)

。
つ
ま
り
直
観
は
、
私
逹
の
自
我
の
み
な
ら
ず
私
達
の
自
我
を
創
造
す
る
と
こ
ろ
の
「
神
」
を
認
識
す
る
能
力
で
あ
る
と
さ

「
開
い
た
道
徳
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
神
秘
的
直
観
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

「
直
観
」
と
い
う
同
じ
語
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
形
而
上
学
的
直
観
と
神
秘
的
直
観
と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
が
異
な
る
と
い
う
違
い

だ
け
で
な
く
、
対
象
が
異
な
る
こ
と
に
よ
る
さ
ら
に
別
の
違
い
が
あ
る
。
形
而
上
学
的
直
観
の
場
合
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
為
し
得
る
な
ら

ば
、
私
逹
の
誰
も
が
自
分
自
身
の
自
我
を
直
観
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
神
秘
的
直
観
の
場
合
に
は
、
直
観
の
努
力
は
必
要
で
あ
る

(

2

)

 

け
れ
ど
も
十
分
で
は
な
い
。
神
秘
的
直
観
に
は
恩
寵
が
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
（
偉
大
な
神
秘
家
の
）
各
々
に
は
、
独
自
な
も
の
が
あ
る
。

ー



58 

こ
の
独
自
な
も
の
は
欲
せ
ら
れ
た
の
で
も
望
ま
れ
た
の
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
神
秘
家
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
独
自
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
神
秘
家
が
、
過
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
例
外
的
な
恩
寵
の
対
象

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(
D
S
2
6
1
/
1
1
8
5
)
。
も
っ
と
も
、
神
秘
的
直
観
が
恩
寵
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
神
秘
家
の
獲
得
す
る
特
権
的
な
直
観
は
、
神
秘
主
義
の
道
程
の
終
点
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

神
秘
家
は
ま
ず
「
個
人
的
努
力
に
よ
っ
て
」

(
D
S
2
7
3
/
1
1
9
4
)

自
分
で
歩
み
だ
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
と
神
秘
主
義

(

3

)

 

で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
に
と
っ
て
の
神
秘
主
義
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
神
秘
主
義
と
は
何
で
あ
り
何
を
目
指
す
の
か
に

従
っ
て
そ
の
よ
う
な
創
造
的
努
力
と
の
部
分
的
一
致
で
あ
り
、
こ
の
努
力
は
神
D
i
e
u

そ
の
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
神
に
属
す
る
」
(
D
S

2
3
3
 ¥
 1
1
6
2
)
。
卑
森

9
泊
心
せ
心
i

、
因
心
索
皿
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、

こ
と
か
ら
、

人
の
努
力
が
必
要

「
我
々
の
目
に
は
、
神
秘
主
義
の
到
逹
点
は
、
生
命
が
表
す
創
造
的
努
力
と
の
接
触
の
確
立
、

神
秘
主
義
は
や
は
り
人
の
努
力
を
要
す
る
。
人
の
努
力
を
必
要
と
す
る

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
る
神
秘
主
義
に
は
、
例
え
ば

W・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
「
散
発
的
s
p
o
r
a
d
i
c
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
何
ら
か

の
は
ず
み
で
生
じ
る
神
秘
的
体
験
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
神
秘
主
義
と
は
、
あ
く
ま
で
も
何
ら
か

の
方
法
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い
る
神
秘
主
義
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
神
秘
主
義
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
神
秘
主
義
は
、
ギ
リ

シ
ャ
神
秘
主
義
で
あ
っ
た
り
仏
教
の
神
秘
主
義
で
あ
っ
た
り
と
、
何
ら
か
の
宗
教
の
神
秘
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
宗
教
が
何
で
あ
る

か
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
神
秘
主
義
が
決
定
さ
れ
る
、

つ
ま
り
「
神
」
と
の
合
一
の
程
度
が
決
定
さ
れ
る
。
合
一
の
程
度
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
従
い
つ
つ
簡
単
に
言
え
ば
、
神
秘
家
が
感
情
と
思
惟
と
の
側
面
で
「
神
」
と
合
一
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
さ
ら
に
意
志
の
側
面
で

つ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
通
り
述
べ
る
。

2
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こ
の
よ
う
に
宗
教
が
神
秘
主
義
の
進
度
を
決
定
す
る
。

つ
ま
り
宗
教
が
神
秘
主
義
を
条
件
付
け
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
様
々
な
宗

教
的
神
秘
主
義
の
内
で
最
も
優
れ
た
神
秘
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
る
神
秘
主
義
で
あ
り
、

ト
教
と
は
際
限
な
く
互
い
に
条
件
付
け
あ
っ
て
い
る
」

(
D
S
2
5
3
-
4
/
1
1
7
8
)
。
宗
教
が
神
秘
主
義
を
条
件
付
け
る
だ
け
で
な
く
、

条
件
付
け
も
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
両
者
の
条
件
付
け
は
、
歴
史
的
及
び
個
人
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
歴
史
的
に
み
る
な
ら
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
主
義
が
あ
っ
た
(
i
b
i
d
.
)

。

「
神
秘
主
義
と
キ
リ
ス

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
と
一
般
に
神
秘
主
義
は
、
教
義
と

い
う
鋳
型
に
流
れ
込
む
こ
と
に
よ
り
宗
教
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
神
秘
主
義
そ
の
も
の
が
教
義
に
な
る
(
D
S
2
5
2
/
1
1
7
7
)
。

教
も
同
様
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
的
情
緒
や
信
念
が
結
晶
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
秘
主
義
が
宗
教
に
な
る
こ
と
、
す

(

4

)

 

な
わ
ち
教
義
化
は
知
性
に
よ
る
神
秘
主
義
の
普
及
化
、
通
俗
化
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
達
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
そ
う
し
た
教

義
を
あ
ら
か
じ
め
受
け
入
れ
て
い
る
。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
は
ま
ず
キ
リ
ス
ト
者
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
神
秘
主
義
は
キ
リ
ス
ト

教
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
始
ま
る
。
そ
し
て
神
秘
的
体
験
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
神
秘
家
に
観
念
と
し
て
与
え
て
い
た
も

の
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
示
し
、
教
義
の
内
に
抽
象
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
神
に
神
秘
家
を
結
び
付
け
る
(
D
S
2
5
1
/
1
1
7
6
)
。

以
上
の
よ
う
な
神
秘
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
み
る
限
り
で
は
、
両
者
は
不
可
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
可
分
で
あ
る
と
す
る

と
、
神
秘
主
義
と
は
教
義
の
何
物
か
に
つ
い
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
形
で
の
理
解
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
実
は
、
そ
れ
だ
け
に
限
ら
な
い
。
正
確
に
言
え
ば
、
教
義
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
真
の
神
秘
主
義
で
は
な
い
。

彼
が
定
義
し
て
い
た
よ
う
に
、
神
秘
主
義
と
は
創
造
的
努
力
、
創
造
的
ェ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
接
触
で
あ
る
。
実
は
神
秘
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
と

の
関
係
は
不
可
分
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
グ
イ
ニ
が
説
い
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
神
秘
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
内
に
お
い
て
完
全
な
実
現
を
み

も
合
一
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト

そ
の
逆
の
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立
た
れ
て
い
な
い
も
の
と
の
合
一
の
状
態
に
逹
す
る
の
で
あ
る
。

(

5

)

 

る
が
、
神
秘
主
義
は
し
か
じ
か
の
宗
教
で
は
な
く
宗
教
と
は
別
物
で
あ
り
、
神
秘
的
生
v
i
e
m
y
s
t
i
q
u
e
を
教
義
か
ら
離
す
こ
と
が
出
来

(

6

)

 

る
。
私
達
は
、
個
々
の
神
秘
家
に
お
け
る
神
秘
的
体
験
の
道
程
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
グ
イ
ニ
の
指
摘
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義

論
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
神
秘
家
が
表
現
す
る
の
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
よ
る
条
件
付
け
の
範
囲
外
の
体
験
で
あ
る
こ
と
を
知
る

さ
て
『
二
源
泉
』
は
、
神
秘
的
体
験
の
内
に
様
々
な
状
態
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
個
々
の
神
秘
家
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
が

踏
破
し
て
い
く
状
態
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
「
神
と
の
決
定
的
な
合
一
に
達
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
は
一
連
の
状
態
を
通
過
す
る
」

(
D
S
2
6
1
/
1
1
8
4
)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
っ
て
い
る
一
連
の
状
態
と
は
、

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
見
神
）
や
洸
惚
の
こ
と
で
あ
り
、
最
終
的
に
到
達
す

る
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
感
情
や
思
惟
の
み
な
ら
ず
意
志
の
側
面
を
も
含
む
「
神
」
と
の
合
一
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
深
化
に
つ
い
て
語
る
。
深
化
の
た
め
の
努
力
、
そ
れ
は
彼
が
名
前
を
挙
げ
て
い
る
神
秘
家
の

自
伝
か
ら
祈
り
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
祈
り
の
状
態
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
神
秘
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
問

題
が
あ
ら
わ
れ
る
。
神
秘
家
の
合
一
す
る
「
神
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
論
に
影
響

(

7

)

 

を
与
え
た
ア
ン
リ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
『
神
秘
主
義
の
歴
史
と
心
理
』
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
祈
り
に
後
続
す
る
神
秘
的
な
祈
り
の
状
態
で
は
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
家
の
通
常
の
自
我
意
識
は
消
え
去
り
、
神
秘
家
は
「
神
」
と
直
接
関
係
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス

(

8

)

 

ト
教
固
有
の
概
念
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
も
見
ら
れ
る
。
神
秘
家
は
、
観
念
な
い
し
概
念
に
よ
っ
て
先

だ
ろ
う
。
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神
秘
家
の
直
観
が
特
権
的
で
あ
る
が
故
に
、
神
秘
家
の
「
神
」
が
何
で
あ
る
の
か
を
見
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
ま

ず
先
の
『
二
源
泉
』
か
ら
の
引
用
部
分
を
そ
の
続
き
と
共
に
見
て
お
き
た
い
。

「
決
定
的
な
神
と
の
合
一
に
逹
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
神

秘
家
は
一
連
の
状
態
を
通
過
す
る
。
そ
れ
ら
の
状
態
は
神
秘
家
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
う
る
が
、

せ
よ
、
踏
破
さ
れ
る
道
程
は
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
も
ろ
も
ろ
の
立
ち
寄
り
所
に
よ
っ
て
そ
の
道
程
が
別
々
に
区
切
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も

そ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
同
じ
到
達
点
で
あ
る
」

(
D
S
2
6
1
¥
 1
1
8
4
.
 

cf. 
M
7
8
9
)
。

し
か
し
、
と
て
も
似
て
い
る
。
い
ず
れ
に

神
秘
的
状
態
に
お
け
る
旗
観
は
、
神
秘
家
に
独
自
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
強
調
す
る
(
D
S
2
6
1
/
1
1
8
4ー

5
)
。
こ
の
教
義
を

越
え
る
独
自
性
は
、
単
に
教
義
が
菖
ぎ
留
め
て
い
な
か
っ
た
内
容
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
教
義
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
さ
え

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
は
、
出
来
る
だ
け
宗
教
に
同
化
し
な
が
ら
も
、
堅
信
を
宗
教
に

求
め
な
が
ら
も
、
言
葉
を
宗
教
に
借
り
な
が
ら
も
、
そ
の
宗
教
が
伝
統
や
神
学
や
教
会
に
負
っ
て
い
る
も
の
と
は
独
立
に
、
そ
の
宗
教
の
正

に
源
泉
か
ら
直
接
く
み
取
っ
た
内
容
を
有
し
て
い
る
(
D
S
2
6
5
-
6
/
l
1
8
8
)
。
要
す
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
が
同
一
の
対
象
の
内
に
止
ど

ま
っ
て
い
る
意
識
な
い
し
信
仰
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
神
秘
家
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
一
般
が
与
え
る
以
上
の
独
自
な
内
容
が
あ
り
、

そ
の
独
自
性
は
、
神
秘
家
が
自
分
が
直
接
合
一
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
「
神
」
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。

私
達
は
神
秘
家
の
「
神
」
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
る
と
直
ち
に
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
到
達
点
で
あ
る
「
神
」
は
、
他
の
宗
教
的
神
秘
主
義
も
到
達
し
得
る
点
な
の
で
は
な
い
か
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
の
大
部
分
は
古
代
神
秘
主
義
の
到
達
点
に
似
た
状
態
を
通
過
し
た
(
D
S
2
4
0
/
1
1
6
8
)

と
言
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
神
秘
主
義
は
、
進
ん
だ
距
離
が
様
々
で
止
ま
っ
た
点
も
様
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
方
向
を
示
し
て
い
る
と
も
書
い

3

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
神
」
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す
る
。

主
義
は
教
義
の
焼
き
直
し
で
は
な
い
の
だ
。

II 

て
い
る
(
D
S
2
6
2
/
1
1
8
5
)
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
神
秘
家
が
導
か
れ
た
到
達
点
は
、
他
の
宗
教
的
神
秘
主
義
も
が
向
か
っ
て
い
た
「
神
」

と
の
、
完
全
な
合
一
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
逹
の
体
験
の
一
致
を
彼
ら
が
合
一
し
て
い

る
存
在

E
t
r
e
に
よ
っ
て
説
明
す
る
際
に
、
様
々
な
宗
教
的
神
秘
主
義
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
だ

(cf.
i
b
i
d
.
)

。

「
神
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
言
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

で
も
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
も
し
神
秘
主
義
を
決
ま
り
文
句

f
o
r
m
u
l
e
に
は
め
込
む
な
ら
ば
」

(
D
S
2
6
7¥
 1
1
8
9
)
、

愛
の
対
象
で
あ
り
(
D
S
2
6
7/
1
1
8
9
)
、
前
出
の
創
造
的
ェ
ネ
ル
ギ
ー
は
愛
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ

(
D
S
2
7
4
/
1
1
9
4
)
、

値
す
る
存
在
を
自
分
自
身
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
(
D
S
2
7
2¥
 1
1
9
3
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
『
二
源
泉
』
が
動
的
宗
教
の
源
泉

と
す
る
「
神
」
な
の
で
あ
る
。

神
秘
的
体
験
の
表
現

前
章
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
の
体
験
の
深
化
を
た
ど
り
、
体
験
の
終
点
に
お
い
て
神
秘
家
達
が
独
自
な
内
容
を
持
つ
神
秘
的
直
観
を
獲

得
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
も
は
や
、
神
秘
主
義
を
、
単
な
る
信
仰
の
熱
烈
さ
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
(
D
S
2
6
5¥
 1
1
8
8
)
。
神
秘

こ
の
章
で
は
、
神
秘
的
直
観
が
表
現
さ
れ
る
時
、
ど
う
い
う
言
語
的
形
態
を
持
つ
の
か
、
神
秘
主
義
の
表
現
が
持
つ
言
語
的
特
徴
を
検
討

実
際
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
二
源
泉
』
の
内
で
、

「
神
」
は
愛
さ
れ
る
に

「
神
」
は
愛
で
あ
り
ま
た
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と
共
に
生
じ
る
情
緒
で
あ
り
、
カ
リ
ュ
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、

神
秘
主
義
と
表
現

一
方
は
、
観
念
や
表
象
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
情

神
秘
家
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
「
神
」
そ
の
も
の
と
い
う
よ

な
い
よ
う
に
、
そ
れ
（
真
理
）
を
広
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」

(
D
S
2
4
7¥
 1
1
7
3
)
。
急
い
で
述
べ
て
お
く
と
、
直
観
さ
れ
る
「
神
」
そ
の
も
の

は
表
現
し
き
れ
な
い
も
の
、
言
い
表
し
得
な
い
も
の
に
と
ど
ま
る
(
D
S
2
6
7¥
 1
1
8
9
)
。
神
秘
家
が
「
神
」
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
も
言
い
表
し

得
な
い
の
で
、
「
（
神
秘
家
の
）
描
写
は
果
て
し
な
く
続
く
」
(
i
b
i
d
.
)

。

り
、
「
神
」
と
の
合
一
の
体
験
、
状
態
で
あ
り
、
「
神
」
と
の
合
一
に
よ
っ
て
生
じ
る
創
造
的
情
緒
で
あ
る
。
創
造
的
情
緒
は
、
神
秘
的
直
観

(

9

)

 

「
直
観
の
直
接
の
翻
訳
」
で
あ
る
。

『
二
源
泉
』
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
情
緒
と
い
う
も
の
を
二
種
類
に
分
け
て
い
た
。

緒
で
あ
り
、
他
方
は
観
念
に
先
立
つ
情
緒
で
あ
る
(
D
S
4
0
—

1
\10
1
1ー

2
)
。
神
秘
的
直
観
が
も
た
ら
す
情
緒
に
つ
い
て
言
う
と
、
神
秘
家
が

そ
の
情
緒
を
抱
く
な
ら
ば
、
情
緒
は
意
志
の
側
で
は
人
類
愛
と
い
う
飛
躍

e
l
a
n
に
展
開
し
、
知
性
に
お
い
て
は
説
明
的
表
象
に
展
開
す
る

(
D
S
4
6
/
1
0
1
6
)
。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
は
行
動
と
言
葉
と
に
よ
っ
て
情
緒
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
情
緒
は
人
に
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
情
緒
の
表
現
に
人
が
直
接
的
に
接
す
る
の
か
そ
れ
と
も
問
接
的
に
接

す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
方
が
二
通
り
あ
る
。
音
楽
が
人
を
引
き
込
む
の
と
同
じ
よ
う
に
神
秘
家
は
人
を
引
き
連
れ
る
、
と
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
人
が
神
秘
家
に
直
接
接
し
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
時
、
神
秘
家
が
真
理
を
広
め
る
の
は
単
な
る
言
葉
に
よ
っ
て

で
は
な
い
(
D
S
2
4
7¥
 1
1
7
3
)
。
他
方
で
、
間
接
的
に
神
秘
家
に
接
す
る
こ
と
は
、
記
憶
に
お
い
て
神
秘
家
に
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場

合
、
人
は
、
自
分
が
模
倣
す
べ
き
行
為
者
と
し
て
想
像
の
中
で
神
秘
家
を
思
い
描
く
(
D
S
3
0¥
 1
0
0
4
)
。
ま
た
、

間
接
的
に
人
は
自
伝
を
通

し
て
神
秘
家
に
触
れ
る
。
こ
れ
か
ら
取
り
あ
げ
る
の
は
、
こ
の
自
伝
等
の
言
葉
に
よ
る
神
秘
家
の
表
現
で
あ
り
、
神
秘
的
直
観
に
達
し
た
時

神
秘
家
は
神
秘
的
体
験
を
表
現
す
る
。

ー

「
体
験
」
は
「
表
現
」
を
伴
う
。

「
彼
（
偉
大
な
神
秘
家
）
は
、
太
陽
が
光
を
放
た
ず
に
は
い
ら
れ



の
工
夫
を
見
て
い
る
。

が
同
じ
表
現
、

イ
マ
ー
ジ
ュ

せ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
独
自
な
も
の
、

「
そ
れ
ら
の
観
念
が
そ
れ
ら
を
表
現

「
体
験
か
ら
神
秘
的
状
態
を
知
っ
て
い
る
人
が
、
神
秘
的
状
態
に
つ
い
て
話
す
の

を
聞
け
ば
『
心
の
内
に
何
か
が
反
響
す
る
』
」

(
D
S
2
6
0
/
1
1
8
4
)

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
て
い
た
表
現
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
か
じ
め
観
念
化
さ
れ
て
い
る
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
観
念
に
対
応
す
る
記
号
を
用
い
れ
ば
よ
い

だ
け
だ
。
ま
た
、
も
と
も
と
観
念
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
言
い
表
す
た
め
に
は
、
そ
の
も
と
の
観
念
に
思
い
を
は

つ
ま
り
観
念
化
さ
れ
て
い
な
い
情
緒
あ
る
い
は
観
念
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
情
緒
を
表
現
す

る
た
め
に
は
、
神
秘
家
で
あ
れ
文
学
者
で
あ
れ
人
は
記
号
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
は
や
、
神
秘
的
状
態
の
表
現
は
日
常
的
言
語
に

よ
っ
て
は
な
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
独
自
な
情
緒
を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
言
語
を
ね
じ
曲
げ
る
」
(
D
S
2
6
9
/
1
1
9
1
)

必
要
が
あ

る
。
も
と
も
と
、
神
秘
的
情
緒
に
対
す
る
記
号
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
情
緒
が
観
念
化
さ
れ
る
時
、

す
る
た
め
の
既
存
の
語
を
見
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
念
に
と
っ
て
望
み
も
し
な
か
っ
た
幸
運
で
あ
る
。
実
を
言
え
ば
、
多
く
の

場
合
、
機
会
を
利
用
し
て
思
考
に
合
う
よ
う
に
語
の
意
味
を
こ
じ
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」

(
D
S
4
3
/
1
0
1
4
)

。
体
験
が
具
体
的
な
個

々
の
表
現
へ
と
展
開
す
る
た
め
に
は
、
表
現
者
に
よ
る
言
語
の
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。
興
味
深
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
た
ち

（
隠
喩

m
e
t
a
p
h
o
r
e
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
）
そ
し
て
直
喩

c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
を
用
い
て
、
決
定
的
状
態
を

表
し
て
い
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
こ
と
で
あ
る
(
D
S
2
6
1
/
1
1
8
4
)

。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
神
秘
家
達
の
直
観
の
同
一
性
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
神
秘
的
状
態
の
表
現
の
う
ち
に
、
幾
つ
か
の
表
現

64

の
心
的
状
態
の
回
顧
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
に
、
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(
R
1
1
9
-
2
0
/
4
6
1ー

2
)

。

表
現
の
工
夫

表
現
の
工
夫
の
ひ
と
つ
は
、
比
喩
で
あ
る
。
例
え
ば
『
序
論
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
比
喩
を
評
価
し
て
い
た

(cf.
P
M
4
2
/
1
2
8
5
)
。

『
序
論
』
で
比
喩
に
与
え
ら
れ
た
意
味
作
用
は
、
「
示
唆

s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
」
で
あ
り
、
「
示
唆
」
は
、
記
号
が
外
的
事
物
に
対
す
る
時
の
「
指

示
」
と
区
別
さ
れ
る
。
比
喩
の
根
拠
は
類
似
で
あ
り
、
そ
れ
は
比
喩
が
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
。

し
か
し
ま
た
、
神
秘
家
達
が
同
じ
表
現
を
用
い
て
い
る
と
言
っ
た
時
、
矛
盾
そ
の
も
の
の
表
現
を
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
念
頭
に
お
い
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
神
秘
的
状
態
の
表
現
を
聞
く
と
心
の
内
で
何
か
が
反
響
す
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
た
の
は

W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
倣
っ
て
の

こ
と
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
著
作
の
箇
所
を
参
照
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
自
己
矛
盾
し
た
表
現
が
示
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
。
「
目
も
眩
む
ば
か
り
の
暗
さ

d
a
z
z
l
i
n
g
o
b
s
c
u
r
i
t
y
」
、
「
さ
さ
や
く
よ
う
な
静
寂

w
h
i
s
p
e
r
i
n
g
s
i
l
e
n
c
e
」
、
そ
し
て
「
豊
か
な
砂

eい）

漠

t
e
e
m
i
n
g
d
e
s
e
r
t
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
も
や
は
り
何
か
言
語
的
な
意
味
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
言

語
的
な
意
味
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
矛
盾
の
表
現
に
は
音
楽
的
要
素
が
あ
る
と
書
い
て
い
る
。

念
的
な
話
し

c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
p
e
e
c
h
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
音
楽
が
、
そ
れ
を
通
し
て
人
々
が
神
秘
的
真
理
か
ら
も
っ
と
も
よ
く
話
し
か

(12) 

け
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
」
と
い
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
や
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
も
こ
れ
と
同

様
に
、
そ
の
表
現
が
矛
盾
し
た
表
現
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
と
は
無
関
係
に
、
表
現
の
工
夫
と
し
て
音
楽
的
な
も
の
を
認
め
て
い
る
。
例

え
ば
『
笑
い
』
に
お
い
て
、
表
現
の
工
夫
は
「
語
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
配
列
」
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
工
夫
は
、
詩
人
が
「
私
達
に

同
じ
よ
う
な
努
力
を
試
み
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
ら
は
自
分
達
が
既
に
み
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
み
せ
よ
う
」

(
R
l
l
9
/
4
6
1
)

と
す
る
こ
と
に
よ

り
な
さ
れ
、
そ
う
し
て
、

2
 

「
語
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
配
列
」
は
言
語
が
表
現
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
物
事
を
示
唆
す
る
と
い
う

「
そ
れ
ら
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
概
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私
逹
は
神
秘
的
体
験
の
表
現
の
言
語
的
特
徴
を
簡
単
に
見
た
。
明
ら
か
に
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
、
あ
り
ふ
れ
た
言
語
的
形
態
と
は
異
な
る

特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
表
現
さ
れ
る
も
の
が
希
有
な
体
験
で
あ
れ
ば
、
ま
た
表
現
そ
の
も
の
も
特
殊
で
あ
る
。
と
す
る
と
そ
れ
は
、
神
秘
家

の
表
現
は
通
常
の
仕
方
で
は
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

神
秘
的
体
験
の
表
現
の
理
解

理
解
の
困
難
は
、
通
常
の
用
法
か
ら
の
偏
差
を
持
っ
て
い
る
言
葉
の
場
合
に
は
常
に
あ
る
。

も
十
分
な
努
力
を
な
せ
る
人
に
と
り
、
す
ぐ
さ
ま
明
晰
で
あ
る
。

通
常
最
初
曖
昧
で
あ
る
」

(
P
M
3
1
/
1
2
7
5
-
6
)

。

さ
て
、
神
秘
家
の
言
葉
に
は
心
の
琴
線
に
触
れ
る
も
の
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
反
響
は
示
唆
さ
れ
た
物

事
の
理
解
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
が
心
に
響
く
と
い
う
こ
と
と
、
言
葉
が
告
知
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
を
ベ

「
自
分
の
心
の
奥
底
に
微
か
に
反
響
を
聴
き
と
っ
た
た
め
に
遠
く
か
ら
神
秘
的
な
言
葉
の

前
で
頭
を
垂
れ
た
者
は
、
言
葉
が
告
知
す
る
こ
と
に
無
関
心
で
あ
り
続
け
な
い
だ
ろ
う
」
(
D
S
2
2
8
/
1
1
5
8
)

。

積
極
的
な
解
釈
へ
の
推
移
が
あ
る
の
だ
。
後
者
は
人
の
意
志
、
努
力
を
要
す
る

(
c
f
•
D
S
2
2
6
/
1
1
5
7
)

。

こ
の
章
で
は
、
神
秘
的
直
観
に
起
源
を
持
つ
表
現
の
理
解
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

解
釈
の
過
程

特
殊
な
表
現
は
理
解
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
理
解
を
、
解
釈
の
過
程
と
そ
の
結
果
か

ー
ル
ク
ソ
ン
が
峻
別
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

III 

単
な
る
心
へ
の
反
響
か
ら
、

一
方
、
私
達
の
思
惟
の
力
が
ど
う
で
あ
れ
、
直
観
か
ら
出
て
き
た
観
念
は

「
知
的
な
起
源
を
持
つ
概
念
は
、
少
な
く
と
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で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、

『
哲
学
的
直
観
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
解
釈
観
で
あ
る
。

『
哲
学
的
直
観
』
に
お
い
て
、
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い

え
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
め
ぐ
り
区
別
さ
れ
得
る
。

2
 

解
釈
者
へ
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
過
程
で
は
な
く
、

ニ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
解
釈
者
と
の
問
の
意
味
の
行
き
来
な
の
で
あ
る
。

そ
の
図
式
は
他
の
図
式
的
表
象
で
代
替
さ
れ
る

『
物
質
と
記
憶
』
第
二
章
、
ま
た
解
釈
の
過
程
を
論
じ
る
論
文
『
知
的
努
力
』
に
よ
る
と
、
解
釈
は
第
一
義
的
に
、
作
品
の
上
に
解
釈
者

自
身
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
読
書
は
ま
ず
ニ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
読
み
始
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
読
み
始
め
ら
れ
た
部
分
的
な
ェ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
は
、
そ
の
全
体
に
つ
い
て
の
示
唆
を
読
む
者
に
与
え
、
読
む
者
の
思
考
は
自
分
が
進
む
べ
き
方
向
を
示
唆
さ
れ
る
。
続
い
て
思
考
は
、

ニ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
全
体
に
つ
い
て
の
仮
説
的
な
図
式
的
表
象
を
心
像
記
憶

i
m
a
g
e
'
s
o
u
v
e
n
i
r
に
発
展
さ
せ
、
そ
れ
ら
心
像
記
憶
を
ェ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
に
一
致
さ
せ
る
。
も
し
図
式
が
ニ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
一
致
し
な
け
れ
ば
、

(
£
S
1
6
9
-
7
3
/
9
4
2
-
6
)

。

『
哲
学
的
直
観
』
に
お
け
る
解
釈
観

単
に
ニ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
の
内
に
は
、
そ
れ
が
扱
う
分
野
に
応
じ
る
幾
つ
か
の
解
釈
観
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
解
釈
観
は
、
言
葉
が
与

最
初
の
―
つ
は
、
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
は
テ
ク
ス
ト
の
著
者
の
直
観
に
近
い
も
の
、

内
で
形
を
な
す
」

(
P
M
1
3
0
/
1
3
5
5
)

つ
ま
り
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
獲
得
す
る
こ
と

う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
用
語
が
示
さ
れ
、
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
哲
学
者
が
思
索
す
る
時
に
抱
い
て
い
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
直
観
そ
の
も
の

は
哲
学
者
本
人
さ
え
も
う
ま
く
表
現
出
来
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
「
作
品
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
解
釈
者
の
精
神
の

の
は
、
哲
学
者
本
人
が
表
現
出
来
な
か
っ
た
直
観
で
は
な
く
、
「
具
体
的
な
直
観
の
持
つ
単
純
さ
と
そ

ら
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
の
こ
と
は
、
会
話
に
つ
い
て
も
言
え
る
と
い
う
。
短
く
言
え
ば
解
釈
の
過
程
は
、
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い
。
神
秘
家
の
表
現
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
、

『
哲
学
的
直
観
』
の
解
釈
観
は
妥
当
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

の
具
体
的
な
直
観
を
翻
訳
す
る
抽
象
観
念
の
複
雑
さ
と
の
間
の
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
(
P
M
1
1
9
/
1
3
4
7
)

で
あ
る
。
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
直
観

で
な
い
が
、
直
観
に
近
く
、
ま
た
、
解
釈
者
の
得
る
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
著
者
の
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

二
つ
の
言
語
の
翻
訳
が
原
文
に
対
し
て
同
じ
価
値
を
有
す
る
よ
う
に
、
両
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
等
価
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
『
哲
学
的
直
観
』

で
の
解
釈
観
に
お
い
て
は
、
表
現
す
る
哲
学
者
の
直
観
が
常
に
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
表
現
を
解
釈
し
て
い
く
こ
と
は
、
媒
介
イ
マ
ー
ジ

さ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
に
よ
る
神
秘
家
の
表
現
の
解
釈
は
、
『
哲
学
的
直
観
』
に
お
け
る
解
釈
観
と
同
じ
く
ら
い
に
、
あ
る
い
は
そ
れ

が
神
秘
家
の
自
伝
を
読
み
、
神
秘
家
の
話
し
を
聴
き
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
内
に
見
て
と
っ
た
神
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

つ
ま
り
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、
神
秘
家
の
神
秘
的
体
験
と
い
う
心
理
学
的
状
態
の
表
現
を
解
釈
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
神
秘
家
達
が
合
一
し
た
「
神
」
を
確
信
し
た

の
だ
。
先
の
カ
リ
ュ
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
神
秘
的
情
緒
は
神
秘
的
直
観
の
翻
訳
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
神
秘
的
情
緒
の
表
現
は
そ
の
情
緒
が

翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

っ
た
の
で
あ
る
。

『
哲
学
的
直
観
』
の
用
語
で
は
、
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
哲
学
者
の
直
観
の
翻
訳
で
あ
り
、
哲
学
者
の
作
品
は
媒

介
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
さ
ら
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
翻
訳
の
翻
訳
か
ら
原
本
へ
と
、
自
伝
か
ら
「
神
」
へ
と
さ
か
の
ぽ

『
二
源
泉
』
に
お
い
て
神
秘
家
の
言
葉
に
つ
い
て
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
解
釈
観
で
は
な
い
。
後
述
す

る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
表
現
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
神
秘
家
の
魂
に
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
る
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
考
え
て
い
な

以
上
に
、
神
秘
家
の
直
観
に
近
付
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

『
二
源
泉
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
神
」
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

ュ
を
介
し
て
著
者
の
直
観
に
つ
な
が
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
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神
秘
家
の
工
夫
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
秘
的
惜
緒
の
表
現
は
、
神
秘
的
直
観
に
等
価
の
媒
介
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
人
々
に
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

『
哲
学
的
直
観
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
別
の
解
釈
観
で
は
、
表
現
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
習
慣
的
思
考
か
ら
引

彦
離
さ
れ
、
あ
る
種
の
努
力
を
促
さ
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
観
で
は
、
表
現
が
何
ら
か
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
与
え
る
と

し
て
も
、
理
解
は
表
現
を
通
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
持
つ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
解
釈
は
、
人
が
何
ら
か
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
得
た

そ
の
後
の
あ
る
種
の
努
力
を
求
め
る
。
解
釈
は
、
作
品
が
主
題
と
し
て
い
る
物
事
を
人
が
自
ら
み
る
努
力
を
行
う
よ
う
に
導
く
こ
と
で
あ
り
、

『
笑
い
』
に
お
い
て
、
作
者
が
体
験
し
た
も
の
を
人
々
が
同
じ
よ
う
に
み
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
学

が
感
情
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
我
論
か
ら
は
当
然
の
見
解
で
あ
る
。
表
現
し
た
当
人
で
さ
え
同
じ
感
情
を
再
び

体
験
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。
で
は
、
文
学
作
品
を
解
釈
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
と
、
文
学

作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
そ
の
作
品
の
努
力
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

作
品
は
作
者
の
独
自
な
も
の
で
あ
る
の
に
何
故
広
く
人
々
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
徴
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
の
か
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
問
す
る
。
そ
し
て
人
が
芸
術
作
品
を
認
め
る
の
は
、
作
品
が
私
達
に
物
事
を
真
摯
に
み
る
よ
う
に
導
く
作
品

の
努
力
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
自
答
す
る
(
R
1
2
4
/
4
6
5
)

。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
努
力
が
ど
の
よ
う
に
人
々
に
伝
達
さ
れ
る
の
か
に

つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
考
え
は
簡
単
で
、
「
真
摯
さ
は
人
に
移
り
や
す
い
」
(
i
b
i
d
.
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
摯
さ
が
伝
達
性

を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
解
釈
の
過
程
な
い
し
解
釈
の
努
力
が
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
そ
の
作
品
が
偉
大
で

あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
作
品
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
結
果
は
な
か
な
か
や
っ
て
来
な
い
(
R
l
2
5
/
4
6
5
)

。
と
も
か
く
、
詩
人
は
自
分
の
み

そ
の
解
釈
観
は
『
笑
い
』
や
『
入
門
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

3
 
『
笑
い
』
と
『
入
門
』
に
お
け
る
解
釈
観
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4
 

し
直
す
こ
と
を
求
め
る
。

「
彼
（
女
）
の
作
品
は
、

外
的
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
内
的
生
の
表
現
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
面
」

た
も
の
を
み
る
努
力
を
人
々
に
促
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
を
み
せ
る
の
で
は
な
い
(
R
1
2
4
/
4
6
5
)

。
作
品
は
人
が
詩
人
の
体
験
を
自
ら

ひ
と
つ
の
手
本
で
あ
り
、
私
達
に
と
っ
て
教
訓
の
役
目
を
果
た
す
」

(
R
l
2
4
|
5
¥
 
4
6
5
)

。

以
上
の
よ
う
な
『
笑
い
』
に
お
け
る
詩
人
の
作
品
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
情
の
表
現
で
あ
っ
た
。
で
は
さ
ら
に
進
ん
で
、

『
入
門
』
に
お
け
る
持
続

の
表
現
に
対
す
る
解
釈
観
に
よ
っ
て
も
、
言
葉
は
直
観
を
表
現
出
来
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
巻
物
で
あ
る
と
か
、
ゴ
ム
で
あ
る
と
か
の
持

続
の
表
現
は
、
持
続
を
言
い
得
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

1
3
9
9
)

に
よ
っ
て
、
表
現
は
持
続
の
何
ら
か
を
示
し
て
い
る
と
『
入
門
』
が
し
て
い
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
持
続
を
巻
物
を
巻
い
て
い
く
こ

と
に
誓
え
る
な
ら
ば
、
持
続
も
巻
物
も
、
過
去
が
両
者
の
あ
と
を
つ
い
て
来
て
、
過
去
が
拾
っ
て
い
く
現
在
に
よ
っ
て
絶
え
ず
大
き
く
な
っ

て
い
く
、
と
い
う
面
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
持
続
は
巻
物
だ
と
言
っ
て
み
て
も
、
そ
の
表
現
は
持
続
の
直
観
の
代
わ
り
に
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
様
々
な
表
現
を
重
ね
れ
ば
、
把
握
す
べ
き
直
観
が
あ
る
点
に
意
識
の
注
意
を
向
け
(
P
M
1
8
5
/
1
3
9
9
)

、
直
観
に
達
す
る
た

め
に
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
態
度
の
内
に
人
を
置
く
の
だ
(
P
M
1
8
6
/
1
4
0
0
)

。

『
笑
い
』
と
『
入
門
』
に
お
け
る
解
釈
観
で
は
要
す
る
に
、
表
現
は
、
人
が
文
学
が
表
現
す
る
感
情
に
近
付
く
た
め
の
、
あ
る
い
は
自
ら

形
而
上
学
的
直
観
を
獲
得
す
る
た
め
の
出
発
点
に
な
る
。
言
葉
の
示
唆
す
る
力
は
、
文
学
や
形
而
上
学
に
お
い
て
、
表
現
者
が
み
た
も
の
を

自
分
自
身
で
み
る
た
め
の
努
力
を
喚
起
し
、
努
力
す
べ
き
方
向
を
人
に
示
す
の
で
あ
る
。

神
秘
家
の
表
現
の
理
解

そ
れ
ら
の
様
々
な

『
入
門
』
を
参
照
し
よ
う
。

(
P
M
1
8
6
/
 

最
後
に
神
秘
主
義
の
表
現
の
場
合
を
考
察
し
よ
う
。
本
稿
は
、
神
秘
的
直
観
を
形
而
上
学
的
直
観
と
比
較
し
、
神
秘
的
直
観
は
最
も
深
い
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方
向
を
示
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
い
展
望
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
を
見
せ
る
。

神
秘
家
は
何
よ
り
も

し
て
も
、
そ
の
「
意
味
」
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
は
望
み
得
な
い
。
真
の
神
秘
主
義
が
語
る
と
き
、

「
宗
教
的
信
仰
の
強
化

持
続
と
一
致
す
る
直
観
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
訳
だ
が
、
神
秘
的
表
現
は
、
持
続
の
表
現
が
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
言
語

的
な
「
意
味
」
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
神
秘
的
表
現
の
「
意
味
」
は
、
示
唆
さ
れ
も
し
な
い
。
表
現
が
「
意
味
」
を
示
唆
し
て
い
た
と

い
や
、
も
し
望
む
な
ら
、
そ
れ
は
見
せ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
達
は
望
ま
ず
、
多
く
の
場
合
望

む
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
」

(
D
S
2
2
6
/
l
1
5
7
)

。
こ
の
引
用
部
分
の
後
半
か
ら
、
『
哲
学
的
直
観
』
に
お
け
る
解
釈
観
は
言
う
に
及
ば
ず
、

『
入
門
』
に
お
け
る
そ
れ
も
こ
こ
で
は
妥
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
神
秘
家
の
言
葉
は
、
神
秘
家
の
直
観
の
方
向
‘
魂
の
状
態
の

で
は
神
秘
家
の
言
葉
は
何
の
働
き
も
し
な
い
の
か
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
と
、

者
」

(
D
S
2
5
3
/
l
l
 7
8
)

で
あ
る
。
こ
の
神
秘
家
が
宗
教
的
信
仰
の
強
化
者
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
表
現
の
働
き
を
見
て
み
る
と
良
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
静
的
／
動
的
と
い
う
宗
教
の
二
分
法
に
従
い
た
い
。
も
っ
と
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
念
を
入
れ
て
強

調
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
純
粋
な
状
態
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

彼
に
よ
れ
ば
、
静
的
宗
教
の
場
合
、
神
秘
家
の
言
葉
は
人
の
信
仰
を
磁
化
し
別
の
方
向
へ
向
き
を
変
え
る
と
い
う
働
き
を
す
る
(
D
S
2
2
8
/

1
1
5
8
)

。
「
も
し
彼
ら
が
既
に
信
仰
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
信
仰
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
り
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
り
し

て
も
、
彼
ら
は
信
仰
を
変
容
さ
せ
て
い
る
と
思
い
こ
む
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
を
変
え
る
だ
ろ
う
。
諸
要
素
は
存
続

す
る
だ
ろ
う
が
、
磁
化
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
磁
化
の
た
め
に
別
の
方
向
へ
向
い
て
い
る
だ
ろ
う
」

(
i
b
i
d
.
)
。
神
秘
的
体
験
の
表
現
が
人
の
本

能
的
な
所
産
の
力
に
拮
抗
す
る
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
そ
の
言
葉
が
信
仰
を
磁
化
す
る
と

い
う
場
合
、
神
秘
家
は
人
を
静
的
宗
教
に
一
層
固
執
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
神
秘
家
は
静
的
宗
教
の
信
仰
の
強
化
者
で
は
な
い
。
神
秘

「
そ
れ
は
、
私
達
に
素
晴
ら
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家
を
信
仰
の
強
化
者
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
動
的
宗
教
に
お
け
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
神

秘
家
の
言
葉
が
実
際
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
神
秘
家
と
同
じ
宗
教
を
持
ち
そ
れ
を
聴
く
準
備
の
出
来
た
人
々
で
あ
る
(
D
S
2
5
3
/
1
1
7
8
)
。

神
秘
家
の
言
葉
を
聴
く
準
備
が
出
来
た
人
と
は
ど
ん
な
人
な
の
か
。
そ
れ
は
、
「
魅
惑
の
道
徳
」

(
D
S
4
7
/
1
0
1
6
)

を
自
分
自
身
の
内
に
持
つ

者
の
こ
と
で
、
魅
惑
の
道
徳
と
は
イ
ニ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
的
情
緒
が
結
晶
化
し
知
性
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
で
あ
る
。

私
達
は
既
に
動
的
宗
教
の
場
合
の
考
察
に
移
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
二
源
泉
』
の
第
一
章
で
、
魅
惑
の
道
徳
は
あ
る
源
初
の

o
r
i
g
i
n
e
l
情
緒
を
表
明
t
r
a
d
u
i
r
e
し
て
い
る
が
、
大
概
人
は
そ
れ
を
見
い
だ
し
得
な
い
と
述
べ
て
い
た

(
i
b
i
d
.
)
。
も
し
何
ら
か
の
形
で
そ

れ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
神
秘
家
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
解
釈
す
る

こ
と
、
神
秘
的
な
言
葉
が
告
知
す
る
こ
と
に
無
関
心
で
い
ら
れ
な
い
こ
と
と
は
、
元
々
は
イ
ニ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
的
情
緒
で
あ
っ
た
魅

惑
の
道
徳
を
通
し
て
、

そ
の
「
消
え
て
し
ま
っ
た
情
緒
の
灰
」

(
D
S
4
7
/
1
0
2
6
)

を
「
か
き
回
し
」

(
i
b
i
d
.
)
、
「
再
燃
」

(
D
S
4
7
/
1
0
2
7
)

さ

せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
神
秘
家
の
側
か
ら
す
れ
ば
‘
人
々
の
社
会
的
意
識
の
内
に
沈
澱
し
た
神
秘
的
情
緒
を
再
燃
さ
せ
、
道
徳
の
格
率
が

「
抽
象
的
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
意
味
に
満
ち
」

(
D
S
4
7
/
1
0
1
7
)

る
よ
う
に
し
、
人
々
を
自
分
の
後
に
引
き
連
れ
て
行
く
こ
と
が
、
宗
教

的
信
仰
の
強
化
者
、
使
徒
と
し
て
の
役
割
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
葉
が
情
緒
を
「
再
燃
」
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い

こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
が
静
的
宗
教
の
信
仰
で
あ
れ
動
的
宗
教
の
信
仰
で
あ
れ
、
神
秘
家
の
表
現
は
宗
教
的
信
仰
に
作
用
す
る
。
動
的
宗
教

の
道
徳
に
対
し
て
表
現
が
働
き
掛
け
る
こ
と
の
理
由
は
、
神
秘
家
の
言
葉
は
神
秘
家
の
神
秘
的
情
緒
の
表
現
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義

は
イ
ニ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
的
情
緒
が
意
志
の
用
語
で
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
共
に
神
秘
的
情
緒
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
は
、
ど
う
し
て
静
的
宗
教
の
信
仰
に
対
し
て
さ
え
も
神
秘
家
の
言
葉
は
作
用
す
る
の
か
。
そ
れ
は
静
的
宗
教
と
動
的
宗
教
と
は
純
粋
な

状
態
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
動
的
宗
教
が
静
的
宗
教
に
自
分
の
「
色
彩
と
香
気
」

(
D
S
2
2
5
/
1
1
5
6
)

を
移
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
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お

わ

り

に

直
観
、
状
態
、
情
緒
を
示
唆
し
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
の
だ
。

答
え
に
な
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
神
秘
家
を
信
仰
の
強
化
者
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
諸
宗
教
と
神
秘
主
義
と
の
間
に
よ
り
も
一
層
、
キ

リ
ス
ト
教
と
神
秘
主
義
と
の
間
に
強
い
結
び
付
き
が
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
私
達
は
、
再
び
キ
リ
ス
ト
教
と
神
秘
主
義
と
の
条
件
付

け
に
出
会
っ
た
の
だ
。
本
稿
の
最
初
の
章
が
確
認
し
た
と
お
り
、
決
定
的
な
神
秘
的
状
態
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。

決
定
的
な
神
秘
的
状
態
に
は
、
教
義
に
は
な
い
独
自
な
内
容
が
あ
り
そ
の
独
自
な
も
の
こ
そ
が
神
秘
家
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
た
。
も
し
神
秘
家
の
体
験
の
表
現
に
特
別
な
価
値
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
独
自
な
も
の
の
表
現
の
内
に
あ

る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
神
秘
的
状
態
の
表
現
は
、
独
自
な
も
の
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
教
義
へ
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
神
秘
家
に
耳
を
傾
け
る
者
の
側
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
教
と
神
秘
主
義
と
の
条
件
付
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
形
而
上
学
的
直
観
と
そ
の
表

現
の
関
係
と
の
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
分
析
が
形
而
上
学
的
直
観
を
示
唆
す
る
の
に
対
し
て
、
神
秘
家
の
言
葉
は
神
秘
家
自
身
の
神
秘
的

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
言
葉
は
、
行
動
の
た
め
に
外
的
事
物
を
指
示
す
る
道
具
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
功
利
的
手
段
に
よ
っ

て
内
的
生
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
る
場
合
、
言
葉
は
比
喩
な
ど
の
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
哲
学
、
文
学
、
神
秘
主
義
の
い
ず
れ
の
場
合

も
そ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
を
創
造
す
る
。
た
だ
、
表
現
の
解
釈
の
問
題
に
目
を
向
け
た
時
、
神
秘
主
義
の
表
現
は
他
の
分
野
の
表
現

と
は
事
情
が
異
な
る
こ
と
を
知
っ
た
。
哲
学
の
表
現
も
あ
る
い
は
文
学
の
表
現
も
、
解
釈
者
に
お
い
て
、
表
現
は
そ
れ
の
た
め
に
創
造
さ
れ

た
直
観
あ
る
い
は
魂
の
状
態
を
示
唆
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
神
秘
主
義
の
表
現
は
、
同
様
の
働
き
を
し
な
い
。
代
わ
り
に
神
秘
主
義
の
言



74 

葉
は
、
人
々
の
内
で
、
宗
教
を
活
性
化
さ
せ
る
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。
対
す
る
も
の
が
外
的
事
物
か
ら
内
的
生
に
な
る
に
つ
れ
、
言
葉
は
対

象
を
指
示
す
る
こ
と
か
ら
示
唆
す
る
こ
と
へ
と
そ
の
意
味
作
用
を
変
え
、
そ
の
極
に
至
っ
て
は
、
示
唆
も
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

注
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
か
ら
の
引
用
や
参
照
は

C
E
u
v
r
e
s
(P. 
U
.
 
F., 
1
9
8
4
)

に
基
づ
き
、
単
行
本
の
ペ
ー
ジ
数
と
＠
u
0
r
e
s
の
ペ
ー
ジ
数
と
を
併
記

し
た
。
尚
、
各
著
作
（
集
）
と

M
令
z
n
g
e
s
(P. 
U. 
F., 
1
9
7
2
)

の
略
号
は
以
下
の
通
り
。

D
I
 
:
 Es
s
a
i
 s
u
r
 les 
d
o
n
n
e
e
s
 i
m
m
e
d
i
a
t
e
s
 d
e
 la 
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
 

D
S
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 Le
s
 d
e
u
x
 s
o
u
r
c
e
s
 d
e
 la 
m
o
r
a
l
e
 et 
d
e
 la 
religion 

E
C
 :
 L'
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
creatrice 

E
S
 :
 L'
e
n
e
r
g
i
e
 
spirituelle 

P
M
:
 L
a
 p
e
n
s
e
e
 
et 
le 
m
o
u
vミ
n
t

~Lerime 
~
M
きl
aミ
g
e
s

(

1

)

 

M
.
 M
e
r
l
e
a
u
 ,
 
P
o
n
t
y
,
 
E
l
o
g
e
 d
e
 la 
Philosophie, 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
 
1
9
5
3
,
 
p
.
3
6
.
 

(

2

)

 

Cf. 
J. 

C
h
e
v
a
l
i
e
r
,
 
E
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
a
v
e
c
 
B
e
r
g
s
o
n
,
 
L
i
b
r
a
i
r
i
e
 
P
i
o
n
,
 
1
9
5
9
,
 
p
.
1
5
5
.
 

¾
-
t憚本
X
で
「
因
心
寵
」
と
訳
し
た
『
二
源
泉
』

の
原
語
は
る
f
a
v
e
u
r
'

で
あ
る
。
同
じ
意
味
で
、
『
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
ニ
と
の
対
話
』
で
は
、

'
g
r
a
c
e
｀
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
3
)

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
い
描
い
て
い
る
神
秘
主
義
は
自
分
自
身
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
カ
リ

ュ
は
、
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
私
達
に
解
説
す
る
神
秘
家
は
、
彼
が
『
キ
リ
ス
ト
教
的
』
と
呼
び
、
そ
こ
に
『
完
全
な
』
神
秘
家
の
モ
デ
ル
を
見
て
と
る

よ
う
な
神
秘
家
で
あ
る
」
と
言
う

(
M
.
C
a
r
i
o
u
,
 
B
e
r
g
s
o
n
 et 
le 
f
a
i
l
 m
y
s
t
i
q
u
e
,
 
A
u
b
i
e
r
,
 1
9
7
6
,
 
p
.
1
6
9
.
)
。

(
4
)
 
Ibid. ｀
 
p
.
1
0
9
.
 

(

5

)

 

H. 
G
o
u
h
i
e
r
,
 
B
e
r
g
s
o
n
 et 
le 
C
h
r
i
s
t
 d
e
s
 E
v
a
n
g
i
l
e
s
,
 
F
a
y
a
r
d
,
 1
9
6
1
,
 
p
.
1
6
3
.
 

Z カ
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(

1

1

)

 

(

1

2

)

 

(

6

)

笙
d.,
p.169. 

(7)H• 

D
e
l
a
c
r
o
i
x
,
 
E
t
u
d
e
s
 d'histoire 
et 
d
e
 p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
e
 
d
u
 m
y
s
t
i
c
i
s
m
e
,
 
A
l
c
a
n
,
 
1908. 

(

8

)

 

Ibid., 
p.370. 

(

9

)

 

C
a
r
i
o
u
,
 
op. 
cit., 
p.113. 

(
1
0
)本
当
に
神
秘
家
は
同
じ
表
現
を
用
い
る
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
を
選
択
し
て
い
る
の
だ
、
と
の
批
判
が
あ
る
(
c
f
.
M
•

K
o
h
l
,
 

^
'
T
h
e
 U
n
a
n
i
m
i
t
y
 A
r
g
u
m
e
n
t
 a
n
d
 t
h
e
 M
y
s
t
i
c
s
"
,
 
in 
T
h
e
 
H
i
b
b
e
r
t
 

が
行
わ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
同
じ
表
現
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
当
然
だ
ろ
う
。

ま
た
、
直
観
の
同
一
性
に
つ
い
て
一
言
加
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
小
修
道
院
の
院
長
の
体
験
を
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
き
が
話
し
た
時
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
、
そ

の
体
験
が
源
泉
と
の
直
接
的
な
体
験
で
あ
る
こ
と
に
感
嘆
し
、
そ
れ
と
比
較
す
る
と
聖
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
や
聖
テ
レ
ジ
ア
の
体
験
は
、
詩

学
や
神
学
に
よ
っ
て
多
少
変
形
、
変
貌
さ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る

(
C
h
e
v
a
l
i
e
r
,

op. 
cit., 
p.133.)
。
体
験
の
過
程
に
お
い
て
体
験
の

変
形
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
数
種
の
神
秘
的
体
験
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
り
直
観
の
同
一
性
は
疑
問
に
付
さ
れ
、
も
し
体
験
の

後
に
変
形
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
表
現
の
同
一
性
は
完
全
に
詩
学
や
神
学
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
私
達
に
と
っ
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
が

『
二
源
泉
』
に
お
い
て
試
み
て
い
た
こ
と
が
神
秘
的
体
験
の
妥
当
性
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
け
ば
こ
こ
で
は
十
分
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
そ
の
時
私
達
は
、
直
観
の
同
一
性
を
説
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
共
に
、
神
秘
的
体
験
が
権
利
上
は
反
復
可
能
で
あ
り
検
証
可
能
で
あ
る
こ
と

を
認
め
る
こ
と
に
な
る

(
c
f
•
D
5
2
6
0
/
1
1
8
3
)
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
展
開
し
て
言
う
な
ら
ば
、
神
秘
的
情
緒
は
、
例
え
ば
『
入
門
』
に
お
け
る
感
情

s
e
n
t
i
m
e
n
t
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
『
入
門
』
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
感
情
は
個
人
の
過
去
と
現
在
と
を
含
み
持
つ
と
し

て
い
た

(
c
f
.
P
M
1
9
0
/
1
4
0
3
etc.)
。
し
か
し
、
神
秘
的
情
緒
の
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
秘
家
の
過
去
（
や
現
在
）
の
違
い
を
消
し
去
る
、
そ
う
い

っ
た
情
緒
な
の
で
あ
る
。

W. J
a
m
e
s
,
 
T
h
e
 V
a
r
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e
t
i
e
s
 o
f
 R
e
l
i
g
i
o
u
s
 E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
 
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 
1902, 
p.411. 

Ibid., 
p
p
.
4
1
1ー

2.

（
博
士
課
程
学
生
）




