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近

藤

勝
(
東
京
株
学
大
晶
子
)

生
命
に
関
す
る
技
務
的
な
取
扱
い
の
可
能
性
が
著
し
く
拡
大
し
た
今
日
、
人
間
の
生
命
を
め
ぐ
っ
て
、
従
来
経
験
し
た
こ
と
の
な

か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
問
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
生
命
の
誕
生
、
経
過
、
臨
終
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
つ
い

て
指
織
で
き
る
こ
と
で
あ
る

G

死
の
判
定
基
準
と
し
て
の
脳
死
の
問
題
や
臓
器
移
植
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
そ
う
し
た
生
命
技
術
と
不

可
分
に
生
じ
で
き
た
、
倫
理
判
断
を
要
求
す
る
今
日
的
問
題
の
具
体
的
な
事
剖
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
命
問
題
に
関
す
る
倫
理
判
断

に
お
い
て
は
、
当
然
、
生
命
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
理
解
が
前
提
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
生
命
観
」
「
死
生
観
」
の
問
問
題
が
、
宗
教
的

な
形
を
明
確
に
取
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
非
宗
教
的
な
装
い
を
持
つ
に
せ
よ
、
生
命
倫
理
の
基
本
に
剛
関
係
し
て
こ
ざ
る
を
得
念
い
。
倒

余命の神学と生命倫理主{近藤)

え
ば
、
梅
原
議
民
は

方
で
「
脇
死
」
に
よ
る
死
の
判
定
に
反
対
し
な
が
ら
、
他
方
で
「
臓
器
移
植
」
の
方
は
肯
定
す
る
。
当
然
、
そ

う
な
れ
ば
、
「
臓
器
移
植
」
に
よ
っ
て
他
者
の
生
命
を
生
か
す
た
め
に
は
、
犠
牲
と
し
て
自

5
、
な
い
し
も
う

人
の
生
命
を
殺
し
て

捧
げ
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
そ
の
論
者
の
生
命
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
「
生
命

親
」
を
梅
原
氏
は
、
「
穏
の
立
場
」
と
か
「
菩
薩
行
」
と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
表
現
し
て
し

。
そ
れ
は
一
種
の
仏
教
的
な
生
命
鱗

と

っ
て
よ
い
セ
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
生
命
を
め
ぐ
る
倫
理
判
断
の
背
後
に
宗
教
的
生
命
観
、
ぞ
れ
も

穫
の
仏
教
的
生
命
線
が
犠
た

わ
っ
て
い
る
一
つ
の
制
円
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
生
命
倫
理
の
隣
患
は
、
そ
の
背
後
に
生
命
に
つ
い
て
の
哲
学
、
神
学
、
宗
教
を
不
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可
避
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
哲
学
的
な
い
し
宗
教
的
及
命
欝
が
異
な
れ
ば
、
ま
た
生
命
倫
理
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
当
然
あ
り
得

る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
生
命
倫
理
の
真
理
問
態
は
、
生
命
に
つ
い
て
の
哲
学
や
神
学
の
真
理
問
題
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
生
命
理
解
と
そ
れ
に
基
づ
く
生
命
倫
理
の
義
本
問
題
を
述
べ
て
み
た
い
。

1 

生
命
中
玉
、
創
造
者
と
し
て
の
持

人
間
の
生
命
は
、
人
間
相
互
の
関
わ
り
に
お
い
て
存
在
し
、
さ
ら
に
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
命
体
や
自
然
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
存

在
し
て
い
る
。
そ
の
栄
養
摂
取
に
よ
る
生
命
維
持
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
人
間
の
生
命
は
潔
境
や
生
態
学
的
関

連
を
離
れ
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
人
間
の
生
命
令
そ
う
し
た
人
間
相
支
や
他
の
自
然
的

生
命
体
と
の
関
速
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
神
学
は
、
ま
ず
第
一
義
的
に
、
神
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
生
命

殺
を
、
そ
し
て
入
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問
の
生
命
を
も
理
解
す
る
。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
生
命
観
の
真
理
性
の
問
題
は
、
第
一
義
的
に
は
そ
れ
が
信
じ
て
い
る
神
そ
の
も
の

の
真
理
伎
の
開
問
題
に
な
る
。

い
方
を
換
え
れ
ば
、
生
命
観
を
め
ぐ
る
真
理
の
争
い
の
中
守
、
神
の
真
理
の
論
誌
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
、
生
命
を
神
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
理
解
す
る
と
い
う
と
と
は
、
生
命
を
た
だ
生
命
そ
の
も
の
か

ら
だ
け
理
解
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
命
受
含
む
あ
ら
ゆ
る
現
実
に
関
与
し
、
そ
の
現
実
に
規
定
的
に
関
わ
っ
て
い

る
組
越
的
実
在
か
ら
、
生
命
を
理
解
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
神
が
あ
ら
ゆ
る
現
実
に
関
与
し
、
ぞ
れ
を
規
定
す
る
、
そ
の
関
係

を
「
創
造
」
「
救
済
」
「
完
成
」
と
い
う
仕
方
で
理
解
す
る
。
つ
ま
り
神
は
「
創
造
者
」
で
あ
り
、
「
救
済
者
」
で
あ
り
、
「
完
成
者
」
で

あ
る
。
生
命
に
つ
い
て
も
、
神
は
「
生
命
の
創
選
者
」
「
生
命
の
技
法
者
」
「
生
命
の
完
成
者
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
命
は
こ
の
神
と

の
関
連
に
お
い
て
「
創
造
さ
れ
、
救
済
さ
れ
、
完
成
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
と
り
わ



け
「
生
命
の
創
造
者
」
な
る
神
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
い
廷
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
、
生
命
を
そ
の
創
造
者
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
と
き
、
ま
ず
、
「
生
命
」
そ
の
も
の
と
「
神
」
と
の
区
間
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
す
る
必
繋
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ど
の
生
命
も
「
神
の
被
造
物
」
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
自
体
神
そ
の

も
の
で
は
な
い
。
生
命
あ
る
も
の
の
創
造
と
い
う
こ
と
で
、
生
き
た
被
遺
物
と
神
と
の
絶
対
的
区
別
が
認
識
さ
れ
、
ま
た
創
造
者
な
る

神
と
の
関
係
に
よ
る
生
命
と
い
う
生
命
の
依
存
性
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
生
命
観
は
、
生
命
に
対
す
る
あ
る
合
理
的
態
度
を
可
能

に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
生
命
の
尊
厳
が
語
ら
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
被
造
性
と
い
う
「
限
界
」
が
理
解
さ
れ
、

そ
の
外
か
ら
の
「
理
由
」
や
「
桜
拠
」
が
理
解
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
生
命
と
神
そ
の
も
の
と
の
ほ
別
と
関
係
に
よ
っ
て
、
投
入
品
叩

は
あ
る
意
味
で
思
惟
可
能
に
な
り
、
生
命
の

種
合
理
的
な
理
解
の
場
が
問
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
使
命
は
い
わ
ば
神
聖
的
絶
対
の
領

域
で
は
な
く
、
非
合
理
的
な
タ
ブ
!
の
領
域
で
も
な
い
。
ぞ
れ
を

す
る
と
と
も
に
吋
理
解
」
し
、
「
取
り
扱
う
」
と
い
う
こ
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と
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
「
生
命
」
が
対
象
化
さ
れ
る
わ
け
?
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
当
非
合
理
主
義

的
な
生
命
主
義
や
生
命
至
上
主
義
と
は
距
離
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
生
命
即
神
と
見
た
り
、
生
命
の
中
に
神
が
汎
神
論
に
内
在
す
る
と

い
う
見
方
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
神
は
、
「
生
命
の
流
れ
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
の
…
で
い
わ
ゆ
る

生命の神学と生命倫理主{近通産)

「
生
の
哲
学
」
と
「
生
命
の
神
学
」
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。
生
命
の
神
学
は
、
生
命
科
学
、
生
命
技
術
、
そ
し
て
生
命
倫
理
に
可

龍
性
を
開
き
、
そ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
生
命
が
神
の
創
造
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ぞ
れ
は
、
神
こ
そ
が
「
生
命
の

で
あ
っ
て
、
人
間
が
「
生
命
の
主
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
命
の
汲
み
尽
く
し
が
た
い
「
秘
義
」
が
認
織
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
生
命
は
神
的
な
深
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ま
さ
に
こ

の
神
的
創
造
の
秘
義
か
ら
、
「
生
命
の
尊
厳
」
や

の
畏
敬
」
が
理
由
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

の
尊
厳
」
や

へ
の
畏
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敬
」
は
理
由
な
く
設
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
ぞ
れ
は
、
神
の
剤
約
迭
に
理
府
を
持
っ
て
、
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
こ
う
し
て
、

生
命
の
奥
深
い
秘
義
牲
が
↓
京
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
生
命
そ
の
も
の
の
神
格
化
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
再
度
述
べ
る

が
、
し
か
し
、
「
生
命
」
に
対
す
る
「
理
解
」
や
「
取
り
扱
い
」
は
、
当
然
、
人
間
の
窓
意
の
ま
ま
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ

と
と
な
る
。
人
間
は
生
命
令
患
い
の
ま
ま
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
命
の
前
で
人
間
は
傑
き
を
覚
え
る
。
人
聞
は
「
生
命
の

主
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
ま
た
「
生
命
の
所
有
者
い
で
も
な
い
。
「
生
命
」
に
対
す
る
人
間
の
「
理
解
」
と
「
取
り
扱
い
」

は
、
ル
ム
命
の
秘
義
性
の
認
識
に
お
い
て
、
人
間
の
謙
遜
な
責
任
の
自
覚
を
伴
つ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
生
命

科
学
、
生
命
技
術
、
生
命
倫
理
の
可
能
性
、
そ
れ
ら
の
性
格
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
限
界
を
語
示
す
る
。
つ
ま
り
、
生
命
の
神
学
は
、
生

命
科
学
、
生
命
技
術
、
生
命
倫
理
に
対
し
、
た
だ
そ
れ
ら
を
理
由
づ
け
、
基
礎
づ
け
、
形
成
す
る
仕
方
で
関
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
批
判
し
、
議
界
づ
け
、
議
遜
で
あ
ら
し
め
る
仕
方
で
関
与
す
る
。
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2 

聖
霊
論
的
な
生
命
の
神
学

「
生
命
の
創
造
」
に
つ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
創
造
」
と

「
起
源
」

の
区
別
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
起
源
」
は
、
通
常
、
時
間
的
な
意
味
で
の
「
発
生
」
を
窓
味
し
、
灘
及
的
に
究

明
怒
れ
る
事
態
で
あ
る
。
生
命
の
「
起
源
い
は
有
機
体
、
細
砲
、
分
子
の
起
源
に
遡
及
し
、
さ
ら
に
は
無
機
物
一
般
の
発
生
、
そ
し
て

つ
い
に
は
字
富
そ
の
も
の
の
起
源
に
遡
及
す
る
。
し
か
し
「
創
造
」
は
こ
の
遡
及
的
問
題
追
及
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
が
、
間

時
に
現
在
と
未
来
の
存
疫
を
含
め
て
、
そ
の
「
神
的
な
根
拠
」
を
問
問
、
っ
。
「
起
源
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
起
源
」

の
根
拠
が
さ
ら
に

現
実
の
超
越
的
実
在
と
の
関
係
に
お
い
て
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
神
学
的
な
創
造
論
を
科
学
的
な
起
源
論
に
解
消
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
と
え
、
神
学
的
創
造
論
そ
の
も
の
の
意
味
や
可
能
性
を
科
学
的
に
論
ず
る
こ
を
ど
は
で
き
る
と
し
て
も
で
あ
る
。
し
か



し
も
ち
ろ
ん
ぞ
う
か
と
言
っ
て
、
神
学
的
な
創
造
論
と
科
学
的
な
起
源
論
と
を
た
だ
次
元
の
問
題
の
相
違
に
託
し
て
、
無
関
係
に
並
謹

す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
神
学
に
と
っ
て
は
非
現
実
的
な
観
念
化
へ
の
道
に
な
り
、
神
が
会
現
実
の
神
で
あ

る
こ
と
の
認
識
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
科
学
に
と
っ
て
は
、
神
の
袋
炎
、
超
越
次
元
の
喪
失
、
内
在
主
義
、
世
俗
主
義
と
い
う

ぞ
れ
自
体
と
し
て
は
非
科
学
的
な
枠
組
み
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
生
命
科
学
L

「
生
命
技
術
」
と
「
生
命
の
神
学
」

の
協
関
の
選
が
相
互
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
生
命
倫
理
L

は
相
互
の
協
関
の
場
で
も
あ
る
。

「
生
命
の
創
造
」
に
つ
い
て
、
現
代
の
神
学
が
特
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、

にの
つ
い理

ぞ理
者多
た2 翁2
o 20 
ぞ 伎
の紀
際 の
、 ft

彼表
が 的
主な
題 神
に学

品
名

p
-
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
の
、
烹
箸
「
組
織
神
学
」
第
一
一
一
巻
に
お
い
て

し
た
の
は
生
命
一
般
で
は
な
く
、
人
間
的
な
生
で
あ
り
、
主
と
し
て
人
間
の
精
神
的
な
生
、
道
徳
や
文
化
に
展
開
す
る
生
を
理
解
し
た
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
彼
は
同
時
に
、
精
神
、
心
理
、
身
体
を
統
合
し
た
多
次
元
的
な
生
と
し
て
の
人
間
の
伎
を
問
題
に
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し
た
。
そ
し
て
そ
の
多
次
元
的
な
競
合
体
と
し
て
の
生
を
生
か
し
、
ぞ
れ
を
癒
す
神
的
な
力
と
し
て
「
聖
霊
」
を
理
解
し
た
。
テ
ィ
リ
ッ

ピ
は
、
生
が
「
自
己
悶

的
な
統
合
」
の
維
持
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
「
自
己
創
造
的
」
で
あ
り
、
「
自
己
超
越
的
」

で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
こ
の
生
の
規
定
は
、
た
だ
精
神
的
生
の
緩
定
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
な
生
を
も
含
ん
だ
統
合
体
と
し

生命の神学と生命倫理(近藤)

て
の
生
の
規
定
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
聖
霊
は
、
自
記
間
一
性
を
破
壊
す
る
こ
と
の
な
い
生
命
の
自
記
超
越
、
自
己
創
造
の
力
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
生
命
の
「
脱
自
的
カ
」
と
し
て
の
墜
霊
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
テ
f
リ
ッ
と
の
こ
の
指
摘
を
さ
ら
に
継
承
し

な
が
ら

を
「
ル
ム
命
の
霊
」
と
し
て
理
解
し
、
「
護
霊
に
よ
る
生
命
の
創
造
」
を
主
張
し
て
い
る
の
が
、
現
代
の
仕
表
的
な
神

〈

3
)

学
者

wa
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。
元
来
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
翠
震
の
働
き
を
常
持
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
、
教
会
な
ど
の
関
連
で
理

解
し
て
き
た
。
あ
る
い
は
義
誌
、
翠
化
、
馬
会
と
い
っ
た
救
済
論
の
文
脈
で
理
解
し
て
き
た
。
し
か
し
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
創
造
に
働
く

「
生
命
の

と
い
う
理
解
を
強
調
寸
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
旧
約
聖
惑
の
詩
…
緩
や
創
世
紀
第
ニ
療
に
示
さ
れ
て
い
る
理
解
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
神
学
の
本
来
の
議
論
と
し
て
は
、
今
言
及
し
た
聖
霊
を
め
ぐ
る
二
つ
の
理
解
の
流
れ
、

つ
ま
り
一
方
、
従
来
の
「
信
仰
仰
の
霊
」

「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
や
教
会

と
、
他
方
「
生
命
の
議
」
と
の
関
連
や
結
合
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
今
は
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
場
所
で
は
な
い
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
生
命
の
「
脱
自
的
カ
」
と
し
て
の
製
品
涯
を
さ
ら
に
、
生
命

の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
や
「
場
」
の
議
論
と
結
び
つ
け
て
い
く
。
袈
誉
に
よ
れ
ば
、
神
が
怠
(
ル

i
ア
ツ
ハ
、

を
吹
き
か
け
て
人
間

は
生
き
る
も
の
に
な
っ
た
と
あ
る
の
そ
の
よ
う
に
、
生
命
の
力
は
外
か
ら
く
る
。

、
そ
の
外
か
ら
き
て
、
生
か
し
、
生
き
る
も

の
に
内
性
し
て
生
か
す
、
そ
う
い
う
力
で
あ
り
、
ま
た
力
の
場
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
聖
霊
は
、
た
だ
単
に
人
間
の
生
命
だ
け
で
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
生
か
す
力
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
訴
絡
に
議
論
を
辿
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
議
論
の
根
本
特
徴
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
に
は

ま
だ
蝶
昧
で
あ
っ
た
三
位

体
論
の
意
味
が
発
揮
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
三
位
一
体
論
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
創
造
の
回
収
解
、
従
っ
て
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生
命
の
斜
造
の
理
解
も
、
さ
ら
に
詳
細
な
議
論
の
中
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
著
し
い
特
徴

を
な
し
て
い
た
繋
霊
に
よ
る
「
癒
し
の
神
学
」
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
で
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

3 

「
神
の
像
」

l
人
関
生
命
の
佼
置
!

キ
リ
ス
ト
教
的
生
命
倫
理
の
基
本
を
形
成
す
る
原
理
と
し
て
、
神
と
生
命
と
の
区
別
と
関
係
の
問
題
に
次
い
で
、
も
う
一
つ
不
可
欠

な
原
理
が
あ
る
。
ぞ
れ
は
、
人
間
の
生
命
と
他
の
被
造
物
の
生
命
と
の
区
別
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
区
別
は
、
神
と
被
造
物
全
体
や

そ
の
生
命
と
の
夜
一
別
の
場
合
の
よ
う
に
絶
対
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
他
の
生
命
の
創
造
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
も
、

他
の
生
命
体
と
問
様
、
被
造
物
と
し
て
そ
れ
ら
と
の
共
通
性
の
中
に
あ
る
。
共
通
性
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
棺
「
均
一
関
連
の
中
に

あ
り
、
共
属
性
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
人
間
は
、
既
述
の
ご
と
く
そ
の
食
生
活
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
被
造
物



や
そ
の
生
命
の
存
在
を
欠
い
て
自
己
の
生
命
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
環
境
と
の
繋
が
り
が
生
命
の
根
拠
を
な
し
て
も
い
る
。

し
か
し
他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
人
間
の
生
命
と
他
の
被
造
物
の
生
命
と
を
同
一
の
生
命
の
流
れ
の
中
に
撞
く
だ
け
で
理
解
す
る

こ
と
を
し
な
い
。
人
聞
の
「
特
別
な
位
置
」
を
認
識
す
る
。
た
だ
し
、
人
間
の
こ
の
特
別
な
位
罷
の
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
と
人

関
理
解
の
中
に
、
「
人
間
中
心
主
義
」
を
見
る
と
し
た
ら
、
ぞ
れ
は
正
確
で
は
な
い
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
け
る
世

界
と
人
聞
の
理
解
も
、
決
し
て
人
間
を
万
物
の
中
心
に
据
え
て
は
い
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
、
世
界
観
を
人
間
中
心
主
義
と
見
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
か
ら
近
代
の
人
間
に
よ
る
自
然
の
収
奪
や
破
壊
が

起
こ
っ
た
と
見
る
主
張
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
現
代
の
環
境
破
壊
の
宗
教
的
背
景
を
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
と
指
摘
し
、

そ
の
克
服
を
東
洋
画
婦
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
正
雄
な
論
拠
を
欠
い
た
、
ほ
と
ん
ど
一
言
い

掛
り
に
類
し
た
主
張
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ぞ
れ
は
む
し
ろ
、
近
代
に
お
け
る
非
宗
教
的
人
間
主
義
の
台
誤
と
い
う

キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
解
離
現
象
と
そ
の
中
で
生
じ
た
事
態
を
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
の
賞
め
に
帰
す
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
し
か
も
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実
際
に
は
、
今
世
紀
の
環
境
問
題
に
い
ち
早
く
取
り
組
ん
だ
の
は
、
東
洋
で
は
な
く
、
ま
た
高
度
技
術
の
発
達
を
見
た
東
洋
の
日
本
で

は
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
を
、
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

般
に
キ
リ
ス
ト
教
的
態
響
が
強
く
働
い
て
い
る
諮

生命の神学と生命倫理(近藤)

国
に
お
い
て
こ
そ
、
環
境
問
題
と
の
取
り
汲
み
は
い
ち
早
く
発
足
し
た
。
そ
れ
が
一
段
史
的
事
実
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
問
問
題
を
め
ぐ

る
東
洋
の
壊
れ
に
こ
そ
、
そ
の
自
然
観
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
白
本
的
白
熱
主
義
は
、
こ
の
点
で
の
著
し
い
遅
れ
を

と
っ
た
と
き
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
な
お
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
環
境
問
題
と
の
積
極
的
取
組
み
は
、
思
想
的
に
は

む
し
ろ
東
洋
的
自
然
観
の
克
線
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

キ
・
リ
ス
ト
教
翻
造
論
に
お
け
る
人
間
の
投
霞
は
、
人
間
中
心
主
義
と
は
緩
め
て
速
い
。
人
間
が
生
命
の
所
有
者
で
も
主
で
も
な
い
と

い
う
認
識
は
、
す
で
に
、
神
に
よ
る
生
命
の
創
造
と
の
関
連
で
指
摘
し
た
。
人
間
は
、
他
の
被
造
物
に
対
し
で
も
当
然
、
そ
の
所
有
者
、
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主
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
人
間
は
、
神
の
前
で
他
の
被
造
物
と
と
も
に
被
造
物
と
し
て
の
「
逮
帯
」
に
あ
り
つ
つ
、
ぞ
れ

ら
を

す
る
と
こ
ろ
に
特
別
の
投
置
を
持
っ
て
い
る
。
「
管
理
」
と
は
、
明
篠
に
、
そ
し
て
意
図
的
に
「
所
有
」
や
「
支
配
」
と

区
別
さ
れ
た
聖
書
的
概
念
(
「
オ
イ
コ
ノ
モ
ス
」
と
い
う
)
で
あ
る
。
「
管
理
者
」
〈
田
仲
坊
さ
弓
ふ
)
は
、
「
所
有
者
」

2
5
M抑
止
や
「
支
配

者」

(
2宏
之
と
は
異
な
っ
た
存
夜
の
理
由
と
責
任
と
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
は
創
造
の
白
的
に
向
か
っ
て
、
そ
の
た
め
に
管
理
の

笹
を
負
っ
て
い
る
。
「
完
成
」
に
お
け
る
人
間
と
自
然
の
関
係
も
「
支
配
」
で
は
な
く
、
自
然
と
の
「
和
解
」
で
あ
る
。
イ
ザ
ヤ
議
官
第

十

メ
シ
ア
の
到
来
の
時
に
生
起
す
る
人
間
と
自
然
と
の
関
係
が
額
一
ぎ
さ
れ
て
い
る
。
「
お
お
か
み
は
子
学
と
共
に
や
ど
り
、
ひ
ょ

う
は
子
ゃ
ぎ
と
共
に
伏
し
、
子
牛
、
若
じ
し
、
問
え
た
る
家
畜
は
共
に
い
て
、
小
さ
い
わ
ら
ぺ
に
導
か
れ
、
:
・
乳
の
み
子
は
毒
蛇
の
ほ

ら
に
裁
れ
」

れ
る
。
こ
の
メ
シ
ア
的
完
成
の
時
に
お
け
る
人
間
と
自
然
の
和
解
の
感
覚
が
、
や
が
て
、
例
え
ば
中
世
に
お
け
る

ア
シ
ジ
の
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
自
然
観
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
、
彼
の
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数
少
な
い
文
書
の
…
っ
、

い
わ
ゆ
る
「
太
陽
の
賛
歌
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
陽
に
も
月
に
も
、
風
に
も
、
兄
弟
郁
妹
と
呼
び

掛
け
た
。
そ
し
て
こ
の
兄
弟
姉
妹
な
る
自
然
の
ゆ
え
に
、
神
に
感
謝
し
、
神
を
賛
美
し
て
い
る
。
決
し
て
自
然
上
定
義
で
な
く
、
し
か
も

こ
の
自
然
の
肯
定
的
な
見
方
は
、
さ
ら
に
、

で
あ
っ
た
ジ
ヨ
ッ
ト
ー
な
ど
を
介
し
て
、
や
が
て
ル
ネ
ッ
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
第
一
一

ス
の
自
然
常
定
に
も
影
響
を
及
ほ
し
た
と
い
、
つ
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
は
'
隠

然
の
中
で
特
別
な
位
霞
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
位
霞
は
人
間
中
心
主
義
に
よ
る
自
然
の
抑
圧
や
収
奪
、
破
壊
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

と
見
る
思
慈
の
流
れ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
鋭
造
論
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
万
物
の
創
造
は
神
の
栄
光
の
賛
美
に
、
そ
の
目
的
を
持
つ

て
い
る
。
す
べ
て
の
も
の
の
和
解
を
基
盤
と
し
た
神
の
栄
光
の
繁
美
が
、
ま
た
、
完
成
に
お
け
る
人
間
と
自
然
の
共
通
の
規
定
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
人
間
は
特
別
な
泣
覆
を
与
え
ら
れ
仕
え
て
い
る
。
そ
れ
が
、
管
理
者
(
オ
イ
コ
ノ
モ
ス
)
の
位
慢
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
特
別
の
位
霞
の
認
識
は
、
「
抽
仰
の
像
」
と
い
う
護
設
的
表
象
に
よ
っ
て
明
示
怒
れ
て
い
る
。
人
間
の
生
命
は
、
神
関
係



に
お
い
て
特
別
で
あ
る
。
「
神
の
像
」
に
よ
っ
て
、
人
間
は
「
神
に
似
せ
て
創
造
さ
れ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
神
に
似
せ
て
」
と
い

う
こ
と
は
、
神
と
の
特
別
な
「
対
応
関
係
い
に
あ
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
「
対
応
関
係
」
は
ま
た
、
「
契
約
関
係
」

っ
て
も

よ
い
。
そ
こ
か
ら
、
あ
の
「
管
理
」
の
焚
任
が
伎
と
て
く
る
。
こ
う
し
て
、
人
間
の
位
置
の
特
別
さ
は
、
世
界
の
中
心
に
あ
る
こ
と
で

は
な
く
、
神
に
似
せ
て
遺
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
神
へ
の
対
応
、
応
答
に
あ
り
、
契
約
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
特

別
な
寅
任
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
「
神
の
像
」
と
い
う
表
象
は
、
さ
ら
に
、
「
キ
リ
ス
ト
の
形
」
「
御
子
の
形
」
「
神
の
子
」

「
神
の
民
」
と
い
っ
た
表
象
に
も
通
じ
て
い
く
。
「
怖
仰
の
国
」
に
は
、
「
神
が
す
べ
て
の
も
の
の
中
で
す
べ
て
と
な
ら
れ
る
」
と
い
う
聖

警の…一
Ha葉
が
示
す
よ
う
に
、
す
べ
て
の
も
の
、
万
物
が
含
ま
れ
て
い
る
。
当
然
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
の
開
設
と
完
成
が
そ
こ
に
は
希
望

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
そ
こ
に
も
人
間
の
特
別
な
位
置
が
あ
る
。
「
仙
仰
の
国
」
に
は
、
「
神
の
子
」
「
神
の
民
」
と
し
て
の
人
間
が

い
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
聞
に
よ
る
他
の
被
造
物
に
対
す
る
管
理
は
、
自
然
の
回
復
や
保
全
を
目
指
す
が
、
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そ
の
究
極
の
目
標
は
「
万
物
に
よ
る
神
賛
美
」
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
特
別
な
仕
方
で
の
神
へ
の
応
答
責
任
を
与
え
ら

れ
て
い
る
。
ぞ
れ
が
人
間
の
特
別
な
位
寵
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
倫
理
の
神
学
的
根
拠
を
形
成
し
て
い
る
。

人
間
の
特
別
の
泣
賓
の
認
識
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
一
括
す
る
生
命
観
と
は
呉
な
っ
て
く
る
。
人
間
と
他
の
生
命
の
区
間
仰
が

主主命の神学と致命倫理{近畿)

意
味
を
持
つ
。
人
間
と
他
の
生
命
の
一
民
別
を
排
除
す
る
生
命
館
は
、
「
自
然
の
人
間
化
」
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
実
は
「
人
間
の
自
然
化
」

で
あ
り
、
し
ば
し
ば
「
人
間
の
非
人
間
化
」
に
到
る
運
命
を
免
れ
が
た
い
。
人
聞
の
生
命
に
対
し
真
実
に
人
間
的
で
あ
る
た
め
に
は
、

入
閣
の
長
命
を
た
だ
臨
然
の
中
で
だ
け
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
を
神
と
の
対
誌
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
い
わ
ば
「
内
夜
的
ピ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
自
然
主
義
」
と
し
て
、
た
だ
人

間
と
自
然
以
外
の
も
の
を
知
ら
な
い
持
、
ぞ
れ
は
容
易
に
ア
ン
チ
・
ヒ
ュ
!
マ
ニ
ズ
ム
に
転
落
し
て
し
ま
う
。
自
然
主
義
的
ヒ
ュ

1
マ

ニ
ズ
ム
の
非
人
間
性
へ
の
転
落
と
い
う
危
険
会
}
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
以
下
の
存
在
者
を
神
格
化
す
れ
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ぱ
、
当
然
、
人
間
は
非
人
間
的
に
扱
わ
れ
、
破
壊
さ
れ
定
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
家
庭
で
、
ま
た
社
会
で
鵡
き
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
、
同
時
に
同
じ
人
間
を
神
格
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
非
人
間
的
に
扱
わ

れ
、
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
も
世
界
史
に
お
い
て
し
、
ば
し
ば
、
ま
た
わ
が
院
の
渡
史
に
お
い
て
も
具
体
的
に
経
験
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
常
に
、
単
に
ヒ
ュ

i
マ
ン
な
も
の
を
越
え
た
次
元
、
し
か
も
単
に
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
も

の
を
越
え
た
そ
の
も
の
が
問
時
に
真
に
ヒ
ュ
ー
マ
ン
で
あ
る
、
そ
う
い
う
も
の
の
次
元
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ぞ
れ
は
真
に
ヒ
ュ

i
マ
ン
で
は
あ
り
得
な
い
。
ぞ
れ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
構
造
で
あ
ろ
う
。

真
の
神
を
真
実
に
神
と
し
て
認
識
し
、
そ
れ
と
関
係
し
、
ぞ
れ
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
人
間
は
真
に
人
間
た
り

得
る
。
神
の
次
元
と
の
関
係
は
、
人
間
が
真
に
人
間
で
あ
り
得
る
た
め
の
本
質
構
成
的
な
契
機
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
祢

と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
人
間
測
の
自
己
超
越
的
自
由
は
自
己
破
壊
的
で
な
く
貰
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
神
の
像
」
は
そ
う
い
う
人

-10-

簡
の
忠
由
の
秘
密
を
表
し
て
も
い
る
。

4 

キ
リ
ス
ト
教
の
死
生
観
と
霊
魂
不
滅

生
命
倫
漂
に
と
っ
て
重
大
な
役
割
を
は
た
す
の
は
、
「
生
命
」
の
浬
解
と
と
も
に
、
「
死
」
の
理
解
で
あ
る
。
難
命
技
術
の
飛
閥
織
的

発
展
が
山
引
き
起
こ
し
て
い
る
臨
終
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
倫
理
判
断
に
と
っ
て
も
、
死
の
理
解
は
不
可
避
的
な
問
題
で
あ
る
。
「
招
死
」

と
「
臓
器
移
植
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
も
、
こ
の
死
の
定
義
の
問
題
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
飼
知
の
こ
と
で

あ
る
。
関
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
長
ら
く
菌
誌
の
意
識
を
規
定
し
て
き
た
諸
国
に
お
い
て
は
、
脳
死
に
よ
る
死
を
承
認
し
、
そ
れ
に
落

づ
く
臓
器
移
植
を
容
器
す
る
傾
向
が
、
比
較
的
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
死
の
理
解
が

働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
想
定
さ
え
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
日
本
で
「
脳
死
」
の
承
認



が
護
れ
、
む
し
ろ
「
生
体
問
移
植
」
と
い
っ
た
現
象
が
克
ら
れ
る
の
は
、
臼
本
人
の
死
の
理
解
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
。

一
体
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
死
の
定
義
は
、
脳
死
を
受
入
れ
、
さ
ら
に
は
死
後
の
肉
体
の
処
理
を
可
能
に
す
る
傾

向
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
、
概
略
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
一
夜
、
つ
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
死
生
観
は
、
肉
体
を
冷
静
に
処
理
し
得
る
、
非
肉
体
的
死
象
観
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
そ
の
非
肉
体
的
死
生
観
は
、
霊
前
向
二
党
論
や
心
身
二
元
論
会
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
一
世
間
え
ば
、
そ
の
河
一
視
は
否
定

き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
死
生
観
を
霊
肉
ニ
一
冗
論
や
心
身
一
一
元
論
と
間
一
視
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
脳
死

を
受
入
れ
、
死
後
の
肉
体
の
処
理
を
可
能
に
す
る
傾
向
を
キ
リ
ス
ト
教
死
生
観
の
中
に
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
護
一
肉
ニ
完
論
や
心

身
二
一
光
論
と
は
加
の
文
脈
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

般
的
宗
教
意
識
の
レ
ベ
ル
と
神
学

的
議
論
の
レ
ベ
ル
と
を
問
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
神
学
的
な
死
と
生
の
理
解
が
、
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一
冗
論
で
な
い
こ

と
は
指
描
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
一
方
に
、
死
を
肉
体
か
ら
の
霊
魂
の
解
放
と
見
る
見
方
が
あ
る
。
プ
ラ

ト
ン
の
「
パ
イ
ド
ン
い
に
も
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
、
こ
の
思
想
は
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
世
界
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
思
想
は
、

元
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
死
の
理
解
で
は
な
い
。
こ
の

一
元
論
と
い
わ
ゆ
る
「
骨
量
魂
不
滅
」
の
説
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
死
と
生

生命の練学と生命爺理(近藤)

の
理
解
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
替
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

L

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
死
と
生
の
理
解
を
、
議
肉
一
一
元
論
や
心
身
一
一
元
議
と
結
び
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
死
後
の
生
の

理
解
を
晶
表
塊
不
滅
の
説
と
純
一
視
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
こ
で
は
特
に
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た

ぃ
。
第
一
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
的
思
惟
の
特
震
と
い
う
点
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
的
思
惟
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
一

一
光
地
調
と
異
な
り
、
心
身

統
合
的
な
思
惟
を
特
鷺
と
し
て
い
る
。

一
種
イ
ス
ラ
エ
ル
的
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
、
神
的
マ
叩
ア
リ
ア
リ
ズ
ム
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ

る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
信
仰
聞
に
よ
れ
ば
、
神
は
壁
史
の
中
に
行
為
し
、
憲
一
は
肉
の
中
に
内
位
す
る
。
こ
の
心
身
統
合
的
な
生
命
理
解
は
、
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や
が
て
は
「
体
の
護
活
」
と
い
う
希
望
の
中
に
現
わ
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。
古
代
教
会
の
「
使
徒
信
条
」
は
、
こ
れ
を
「
肉
の
復
活
」

〈吋由主吋立のけル

0
3
5芝
と
呼
ん
だ
。
内
の
復
活
の
希
撃
に
表
わ
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
生
命
理
解
を
霊
肉
一
一
元
論
と
結
び
つ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
肉
の
護
活
」
を
「
霊
魂
不
滅
」
と
河
一
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
う
一
つ
の
論
点
は
、

キ
リ
ス
ト
教

神
学
に
よ
れ
ば
「
死
」
は
「
葬
」
と
の
関
連
で
理
解
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
死
」
と
は
喪
失
マ
あ
り
、
分
離
で
あ
る
。
生
命
な

ら
び
に
生
命
の
源
泉
か
ら
の
分
離
で
あ
る
。
警
察
は
こ
の
死
を
擦
と
結
び
付
け
て
理
解
し
た
。
「
死
の
と
げ
は
罪
」
〈
コ
リ
ン
ト
第
一
日
・

日
)
と
一
吉
わ
れ
、
「
罪
の
支
払
う
報
酬
は
死
」
(
ロ

i
マ
6
・

n〉

て
い
る
。
罪
は
人
間
を
神
か
ら
分
離
さ
せ
る
。
神
か
ら
分

離
さ
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
か
ら
、
そ
し
て
自
己
か
ら
も
分
離
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
緊
は
致
命
の
源
泉
や
生
命
の
相
互

関
係
か
ら
人
間
を
引
き
離
す

Q

そ
し
て
、
ぞ
れ
は
死
を
も
た
ら
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
罪
」
が
関
係
し
て
い
る
の
は
、
人
衡
の
肉
体

的
側
面
に
線
つ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
確
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
肉
体
的
、
本
能
的
リ
ピ
ド
!
の
中
に
葬
の
座
を
認
識
し
た
。
し

← 12-

か
し
、
聖
書
の
元
来
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

は
む
し
ろ
人
間
の
自
由
の
能
力
、
神
に
対
す
る
応
答
の
能
力
と
関
係
し
て
い
る
。

む
し
ろ
自
由
な
主
体
と
し
て
の
人
間
の
座
、
人
間
の
人
格
的
な
自
由
と
意
志
に
、
界
は
よ
り
深
く
関
係
し
て
い
る
。
第
は
心
身
統
合
体

と
し
て
の
人
間
の
す
べ
て
に
関
係
し
て
い
る
が
、
し
か
し
よ
り
漆
く
は
人
間
の
主
体
的
馬
頭
、
あ
の
神
と
の
対
応
の
康
、
つ
ま
り
霊
魂

に
関
係
し
て
い
る
。
人
間
の
死
は
心
身
統
合
体
と
し
て
の
人
間
の
死
、
全
体
的
死
で
あ
り
、
肉
だ
け
の
部
分
死
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
死
は
罪
の
報
酬
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
そ
の
会
的
死
を
特
に
意
志
的
人
格
的
な
主
体
の
死
、
霊
油
刊
の
死
に
お
い
て
理
解
す
る
こ

と
に
な
る
。
護
魂
不
滅
の
説
は
、
霊
魂
の
無
罪
性
会
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
霊
魂
の
無
罪
性
は
、
キ
リ

ス
ト
教
神
学
で
は
到
底
成
り
立
ち
が
た
い
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
議
魂
不
滅
は
、

一
つ
に
は
部
分
死
の
理
解
の
誤
り
で
あ
る
と
と

も
に
、
こ
の
罪
と
死
の
関
係
理
解
か
ら
し
て
神
学
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
歴
史
の
事
実
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
史
の
中
で
一
一
穫
の
霊
魂
不
滅
に
近
い
形
で
、
「
魂
の
永
生
」
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と



は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
生
煎
の
地
上
の
人
生
に
尽
き
な
い
「
永
遠
の
生
命
」
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
ぞ
れ
も
、

「
肉
体
の
援
活
」
と
は
反
別
さ
れ
て
、
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
の
死
と
そ
の
複
活
と
の
聞
に
、
そ
の

人
格
の
あ
る
意
味
で
の
死
後
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
体
と
し
て
の
人
間
の
、
死
後
に
お
け
る
、

あ
る
意
味
で
の
不
滅
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
不
滅
は
、
単
純
な
意
味
で
の
連
続
的
な
不
滅
で
は
な

ぃ
。
も
し
そ
う
な
ら
、
ぞ
れ
は
霊
魂
不
滅
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
あ
の

と
「
死
」
の
関
連
に
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ぞ

こ
で
、
そ
れ
は
単
純
な
意
味
で
の
連
続
的
な
魂
の
不
滅
で
は
な
く
、
会
的
死
を
経
た
、
従
っ
て
罪
の
結
来
と
し
て
の
死
に
よ
っ
て
、
震

魂
も
死
ん
だ
う
え
で
の
、
死
後
の
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
霊
魂
の
実
体
的
な
生
命
で
は
な
く
、
た
だ
待
関
係
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
人
格

と
し
て
の
そ
の
人
の
、
神
の
創
造
と
救
済
の
カ
に
よ
る
存
続
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
永
遠
の
生
命
」
と
は
、
そ
の
よ
う
に
神
に
捉
え

ら
れ
た
伎
に
誌
か
な
ら
ず
、
持
関
係
に
参
与
さ
せ
ら
れ
た
伎
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ぞ
れ
が
全
的
死
の
後
に
、
姉
仰
の
創
造
と
救
済
の
カ
に
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よ
っ
て
、
ぞ
れ
以
前
の
個
体
と
し
て
の
生
と
の

一
性
」
い
お
い
て
、
ま
た
同
時
に
「
変
化
」
の
や
で
考
え
ら
れ
る
。
統
合
体

と
し
て
の
人
間
の
会
的
な
死
の
後
に
、
神
関
係
の
中
に
あ
り
、
な
お
神
の
創
造
と
救
済
の
力
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
そ
の
人
間
の

儲
と
し
て
の
存
在
が
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
死
ぬ
」
時
、

リ
ス
ト
に
あ
る
」
と
い
う
あ
り
方
、
つ
ま
り

生命の神学と生命倫葱{近藤)

「
神
が
共
に
お
り
」
、
神
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
が
、
分
離
の
カ
で
あ
る
「
死
い
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
な
お
そ
の
「
死
」

を
越
え
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、
神
の
愛
の
結
合
は
、
死
の
分
離
よ
り
も
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
解
が
、
あ
る
意
味
で
平
一
一
晶

魂
不
滅
」
に
近
い
死
生
観
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
に
引
き
起
こ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
各
人
の

「
復
活
の
希
望
」
の
中
に
心
身
統
合
的
生
の
理
解
を
保
持
し
つ
つ
も
、
な
お
各
人
の
後
活
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、

種
、
肉
体
と
は

別
次
元
に
お
け
る
「
神
に
あ
る
生
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、

一
般
的
な
宗
教
意
識
の
次
充
で
は
「
神
の
徹
も
と
に
忍
さ

〈

4
)

れ
る
」
あ
る
い
は
「
天
国
に
宿
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
表
象
と
な
り
、
ま
た
そ
の
確
習
と
し
た
宗
教
的
信
念
を
形
成
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
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以
上
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
見
方
は
、

一
方
で
心
身
分
離
の
二
元
論
で
は
な
い
。
ぞ
れ
は
、

「
復
活
」
が
示
し
て
い
る
全
体
的
、
心
身
統
合
的
生
命
相
続
に
一
不
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
「
死
」
の
理
解
と
し
て
は

的
死
」
の
理
解
に
な
る
。
し
か
し
も
う
一
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
死
生
観
は
、
ま
っ
た
く
の
心
身
一
体
の

元
議
で
は
な
い
。

生
命
の
座
は
、
身
体
の
ど
の
部
分
に
も
ま
っ
た
く
一
体
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
見
方
で
は
な
く
、
身
体
的
生
即
人
間
的
生
と
い
う

の
で
は
な
い
。
ぞ
の
人
間
の
生
の
座
と
し
て
の
人
格
的
主
体
(
魂
)
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
心
身
の
区
別
が
ま
た
可

能
と
な
る
。
例
え
ば
、

は
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
の
人
の
歴
史
や
性
格
を
刻
み
つ
け
た

で
あ
り
、
そ
の
人
自
身
を
表
わ
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
「
手
」
を
喪
失
し
て
も
、
な
お
そ
の
入
の
人
格
の
・
自
己
尚
一
性
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
心
身
の
統

と

と
も
に
、
区
別
も
ま
た
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
死
生
観
は
、
金
一
組
鞄
の
死
滅
ま
で
人
間
の
死
は
な

い
と
い
っ
た
心
身
一
体
観
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
肉
体
と
魂
の
統
合
に
お
い
て
入
閣
の
生
命
を
理
解
し
な
が
ら
、
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同
時
に
一
偶
者
の
区
部
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
の
仕
方
は
、
「
脳
死
」
の
承
認
を
可
能
と
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の

「
織
死
」
の
判
定
が
技
術
的
に
ど
う
な
さ
れ
る
か
、
「
機
能
死
」
で
十
分
か
、
「
機
繋
死
」
で
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
は
残
さ
れ
る
。

し
か
し
、
「
身
体
の
会
細
臨
の
死
」
で
は
な
く
、
「
倒
的
全
体
的
生
の
統
合
の
度
」
を
認
識
し
、
そ
れ
を
ウ
心
臓
」
で
な
く
、
「
街
」
に

見
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
理
由
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
人
格
の
同
一
性
を
考
え
れ
ば
、
心
臓
を
替
え
て
も
、
そ
の
入
は
そ
の
人
で
あ
る

が
、
絡
を
答
え
る
こ
と
は
マ
き
な
い
。
そ
の
時
、
そ
の
人
は
も
は
や
そ
の
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
人
間
の
値
的
統
合
の
慶
が
「
脳
」

に
あ
る
こ
と
は
、
了
解
し
得
る
認
識
で
あ
る
。

5 

バ
イ
オ
フ
ィ
ラ
ス
な
神
と
バ
イ
オ
フ
ィ
ラ
ス
な
倫
理

キ
リ
ス
ト
教
的
生
命
倫
理
に
と
っ
て
決
定
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
神
理
解
は
、
既
述
の
よ
う
に
「
生
命
の
主
」
と
い
う
中
に
示
さ
れ
て



い
る
。
神
は
「
生
命
の
主
」
で
あ
り
、
そ
の
節
造
者
、
救
済
者
、
完
成
者
で
あ
る
。
死
は
神
か
ら
の
分
離
の
鍔
の
報
麟
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
神
は
最
後
に
死
会
滅
ぼ
す
と
い
う
。
「
最
後
の
敵
と
し
て
滅
ほ
さ
れ
る
の
が
、
死
で
あ
る
」
(
第
一
コ
リ
ン
ト
日
・
指
)

れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
神
は
死
を
肯
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
の
現
実
は
克
間
関
さ
れ
る
べ
き
現
実
で
あ
る
。

神
は
御
子
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
け
る
死
に
お
い
て
、
死
を
…
一
一
位

体
の
御
自
身
の
中
に
受
け
止
め
、
御
子
の
復
活
を
通
し
て
、
生

命
創
造
的
な
力
に
よ
っ
て
御
子
に
お
い
て
死
を
克
醸
し
た
。
こ
う
し
て
神
は
、
生
命
を
救
済
し
、
完
成
す
る
。
そ
し
て
御
子
に
お
け
る

死
の
克
践
は
、
終
末
の
神
の
舗
に
お
い
て
万
人
に
お
け
る
復
活
と
し
て
顕
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
は
、
死
を
よ
し
と
さ
れ
ず
、

生
命
を
よ
し
と
し
、
生
命
を
愛
し
、
促
進
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
神
は
、
「
生
命
の
主
」
「
生
命
の
創
造
者
、
救

済
者
、
完
成
者
」
と
し
て
「
生
命
を
愛
す
る
神
」
す
な
わ
ち

イ
オ
フ
イ
ラ
ス
な
神
ん
で
あ
る
。
創
世
記
第
一
殺
の
創
造
の
物
語
に

繰
り
返
さ
れ
る
神
の
替
業
「
生
め
よ
、
ふ
え
よ
、
地
に
満
ち
よ
い
(
認
、
お
節
)
は
、
「
バ
イ
オ
フ
ィ
ラ
ス
な
神
」
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の
言
葉
と

っ
て
よ

し達
。

5
・
ブ
ロ
ム
は
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
に
対
銃
す
る
パ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
を
、
比
較
的
広
義
に
と
っ
て
、
生
命
、
成
長
、
美
し
き
も
の
へ
の

〈

5
)

愛
と
理
解
し
、
あ
の
旧
約
襲
警
の
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
の
中
に
も
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
子

生命の神学と生命鎗淫イ近藤}

供
を
奪
い
合
う
二
人
の
女
性
の
中
で
、
予
を
愛
し
、
予
の
生
命
を
愛
す
る
女
の
方
を
そ
の
予
の
母
で
あ
る
と
認
め
た
知
恵
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
襲
警
に
は
、
イ
エ
ス
の
諮
ら
れ
た
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
物
語
も
あ
る
。
傷
つ
き
倒
れ
た
未
知
の
者
に
対
し
関
心
を
払
い
、

そ
の
癒
し
に
心
を
向
け
る
サ
マ
リ
ア
人
の
山
?
に
、
イ
エ
ス
は
隣
人
と
な
る
人
の
姿
を
見
た
。
こ
の
物
語
も
、
パ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
物
語

で
あ
る
。
生
命
愛
的
(
バ
イ
オ
フ
イ
ラ
ス
)
な
人
が
、
隣
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
癒
し
の
働
き
の
中
に
、

あ
る
い
は
罪
人
と
と
も
に
な
す
そ
の
食
事
の
中
に
、
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
仕
え
る
そ
の
十
字
架
の
中
に
、
叫
仰
の
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
が

現
れ
て
い
る
。
整
餐
は
キ
リ
ス
ト
が
御
自
身
の
犠
牲
を
通
し
て
神
の
民
を
生
か
す
生
命
愛
的
な
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
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年
リ
ス
ト
教
生
命
倫
理
は
、
こ
の
「
生
命
の
主
」
へ
の
対
応
に
お
い
て
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
倫
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
に

関
し
て
倫
理
的
判
断
が
問
わ
れ
る
持
、
生
命
愛
的
に
判
断
し
、
生
命
愛
的
に
行
為
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア

は
、
た
だ
個
人
の
動
機
を
形
成
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
フ
ロ
ム
の
指
摘
に
よ
る
と
、
バ
イ
寸
フ
イ
リ
ア
は
環
境
遺
伝
す
る
。
つ
ま
り
、

パ
イ
寸
ブ
ィ
リ
ア
の
優
勢
な
人
の
も
と
で
、
人
は
バ
イ
オ
ブ
イ
リ
ア
の
優
勢
な
人
と
な
る
。
そ
こ
で
叢
大
な
の
は
た
だ
鰭
人
の
エ
!
ト

ス
だ
け
で
は
な
い
。
家
族
や
集
出
で
あ
り
、
共
同
体
や
社
会
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
制
度
や
法
で
あ
る
。
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
優
勢
な
家

族
、
集
団
、
共
同
体
、
社
会
、
制
度
、
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
σ

そ
う
し
た
文
脈
の
や
で
、
教
会
は
キ
リ
ス
ト
と
共
に
生
き
る
共
向

体
と
し
て
、
生
命
を
愛
す
る
力
の
働
く
場
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ぞ
れ
が
、
ま
た
教
会
が
、

の
宮
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
教
会
は
、
社
会
が
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
優
勢
な
社
会
に
な
る
た
め
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
脳
死
と
臓
器
移
植
」
に
鎮
定
し
て
言
え
ば
、
そ
の
実
行
は
、
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一
人
の
人
の
死
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
…
人
の
生
命
が
可
能
に
さ

れ
る
冒
険
の
道
で
あ
る
。
そ
の
冒
険
の
道
が
、
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
〈
死
体
愛
好
)
で
は
な
く
、
パ
イ
ア
フ
ィ
リ
ア
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
冒
険
の
道
は
倫
理
的
に
歩
ま
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

(怠〈
S
E
Z
)
を
通
し
て
、
生
命

愛
の
「
到
来
」

が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
倫
理
的
行
為
と
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
加
納
入
の
動
機
の
レ

ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
を
促
進
さ
せ
る
概
述
の
環
境
、
集
団
、
法
、
制
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
屈
と
し
て
も
、

法
と
し
て
も
、
制
度
と
し
て
も
、
ネ
ク
フ
ィ
リ
ア
を
防
止
し
、
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
を
促
進
き
そ
る
道
が
撃
機
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

わ
け
で
あ
る
。
ド
ナ
i
の
「
明
採
な
意
志
い
や
、
そ
の
ド
ナ
ー
家
族
の
「
自
発
的
了
解
い
の
決
定
的
な
尊
重
が
当
然
求
め
ら
れ
る
。
死

者
の
人
権
を
尊
重
し
、
そ
の

員
を
失
っ
た
家
族
の
痛
み
が
分
か
る
こ
と
は
、
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
条
件
の
一
つ
で
あ
る
。
人
権
や
自

発
牲
を
無
視
し
て
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
医
療
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
信
頼
の
醸
成
〕
も
、
当
然
求
め
ら
れ
る
。

信
頼
を
破
壊
し
て
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
権
や
法
の
問
題
は
、
ぞ
れ
臨
体
、
神
学
的
関



題
と
し
て
さ
ら
に
究
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
の
検
討
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

j主

〈l
)

線
開
成
路
地
『
饗
骨
骨
』
〈
準
備
設
省
)
印
岬
国
民
以
下
を
参
娘
。

〈2
)
桝

Y
3
5
5端
的
支
g
B陶
器
付
寸
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山
子
ぐ
え
ω
W
C
F
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辺
白
仰
の
同
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刊
現
z
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な
皇
内
山
け
『
均
的
旬
以
内
向
ぺ
を
参
加
問
…
。

(
3〉
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
司
祭
仰
と
現
実
』
〈
佐
々
木
勝
滋
訳
、
日
本
基
督
数
問
自
販
路
)
お
夜
以
下
参
照
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ケ
の
吋
止
L
A
仰
の
震

認
可
。
何
回
ロ

3
宮
内
問
"
〉
出
H
m
q
o
m
2
2
F
O
努
け
O
町
宮
廷
自
刊
呂
、
吋
g
c
}
O
F
J
司
迄

EMM拘
S
5
3
M
M
U
M》
臼
吋
お
を
参
照
。

(
4
)

死
に
つ
い
て
の
禅
学
的
獲
熊
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
機
論
「
死
の
教
義
学
的
考
祭
」
〈
吋
神
学
』
日
刊
号
、
東
京
一
神
学
大
学
神
学
会
、
教
文
館
苛

MgA午、
ω

間
話
会
一
良
)
を
参
殺
し
て
ほ
し
い
。

〈5
)

フ
ロ
ム
の
バ
イ
オ
フ
ィ
ワ
ア
ド
つ
い
て
の
考
察
は
、
『
惑
に
つ
い
て
』
(
鈴
木
道
官
訳
、
紀
伊
同
期
建
番
街
)
並
び
に
『
後
壌
』
(
下
)
(
作
問
、
佐
野
訳
、
紀
伊

盟
国
線
香
窓
)
を
参
照
。

に
つ
い
て
は
さ
ら
に

生命の神学と致命倫理(近藤}
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