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【
二
〇
一
七
年
度　

オ
ム
ニ
バ
ス
講
座
「
信
仰
と
、
〇
〇
」
の
概
要
】

 

（
５
月
、
６
月
、
７
月
、
10
月
、
11
月
、
12
月
の
第
２
金
曜
日
４
限
：15:10

〜16:40

）

 

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
：
冨
原
眞
弓

　　

昨
年
度
の
「
一
神
教
と
多
神
教
」
に
ひ
き
つ
づ
き
、
今
年
度
も
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
で
は
、
真
正
面
か
ら
信
仰
を
テ
ー
マ
に

と
り
あ
げ
、
六
人
の
講
師
か
ら
な
る
オ
ム
ニ
バ
ス
講
座
を
企
画
し
て
み
ま
し
た
。

　

多
神
教
的
な
風
土
の
な
か
で
、
な
ん
と
な
く
神
仏
に
な
じ
ん
で
き
た
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
究
極
的
な
選

択
を
迫
る
と
み
え
る
西
欧
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
な
る
神
へ
の
信
仰
は
、
な
ん
だ
か
と
っ
つ
き
に
く
く
異
質
な
も
の
と
思
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
毎
日
い
や
で
も
耳
目
に
入
っ
て
く
る
現
代
の
政
治
的
・
文
化
的
・
社
会
的
・
経
済
的
な
状
況
を
み
る
に
つ
け
、

こ
う
し
た
「
も
の
を
突
き
つ
め
て
」
つ
ま
り
「
シ
ロ
ク
ロ
つ
け
て
」
考
え
る
姿
勢
じ
た
い
が
、
ゆ
る
や
か
で
自
発
的
な
人
的
交
流
を

阻
害
す
る
元
凶
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
る
ひ
と
も
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

け
れ
ど
一
方
で
、
人
間
の
理
性
や
能
力
で
は
ど
う
や
っ
て
も
捉
え
き
れ
な
い
な
に
か
、
ど
れ
ほ
ど
科
学
が
発
達
し
て
も
す
く
い
と

れ
な
い
な
に
か
が
あ
っ
て
、
じ
つ
は
そ
れ
こ
そ
が
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
だ
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
、
漠
然
と
感
じ
て
い
る

ひ
と
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ど
ん
な
人
間
も
な
に
か
に
「
献
身
」
し
た
く
て
た
ま
ら
な
い
。
そ
れ
が
人
間
の
本
性
だ
か
ら
。
よ
っ
て
か
な
ら
ず
自
分
な
り
の
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「
偶
像
」
を
み
つ
け
だ
す
。
そ
う
言
っ
て
の
け
た
哲
学
者
が
い
ま
す
。
崇
拝
の
対
象
は
な
ん
で
も
よ
い
。
経
済
活
動
で
も
、
人
び
と

の
賞
讃
で
も
、
権
力
で
も
、
共
同
体
や
国
家
で
も
、
芸
術
作
品
で
も
、
学
問
研
究
で
も
、
家
族
や
友
人
へ
の
愛
情
さ
え
も
。
な
か
に

は
文
句
な
く
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ど
こ
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ん
だ
か
気
に
な
る

な
と
い
う
か
た
は
、
ぜ
ひ
、
講
座
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

本
年
度
の
オ
ム
ニ
バ
ス
（
第
２
金
曜
日
：
前
期
３
回
、
後
期
３
回
）
は
、「
信
仰
と
、
〇
〇
」
と
題
し
て
、
講
師
の
か
た
に
〇
〇
を

入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
あ
ら
た
な
試
み
と
し
て
、
本
講
座
を
初
め
て
ご
担
当
い
た
だ
く
若
手
研
究
者
を
複
数
お

迎
え
し
ま
し
た
。
抑
え
る
べ
き
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
な
組
み
合
わ
せ
も
あ
れ
ば
、
思
い
が
け
な
い
組
み
合
わ
せ
も
あ
り
ま
す
。
あ
た
ら
し

い
物
の
見
方
の
ヒ
ン
ト
が
あ
ち
こ
ち
に
詰
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　　

【
二
〇
一
七
年
度　

オ
ム
ニ
バ
ス
講
座
「
信
仰
と
、
〇
〇
」
の
報
告
】

　

今
回
は
、
初
め
て
の
試
み
と
し
て
、
各
回
の
講
師
に
講
義
の
要
約
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
、
い
た
だ
い
た
原
稿
を
、

以
下
に
そ
の
ま
ま
掲
載
し
ま
し
た
。
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
受
講
生
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
は
、
ど
う
い
っ
た
講
義
だ
っ
た
か
を
思
い
だ

す
よ
す
が
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
参
加
な
さ
ら
な
か
っ
た
皆
さ
ま
に
も
、
お
読
み
い
た
だ
く
こ
と
で
、
オ
ム
ニ
バ
ス
講

義
の
雰
囲
気
が
す
こ
し
で
も
伝
わ
る
な
ら
ば
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
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来
学
期
も
新
し
い
オ
ム
ニ
バ
ス
講
座
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
ま
だ
、
詳
細
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
大
き
な
テ
ー
マ
は
「
芸
術
」

で
す
。
演
劇
、
文
学
、
音
楽
、
古
典
芸
能
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
。
決
ま
り
し
だ
い
、
本
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

チ
ラ
シ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　　

第
１
回　

信
仰
と
、
真
空

│
あ
る
い
は
絶
望
の
効
用

│

 

冨
原　

眞
弓
（
近
現
代
西
欧
哲
学
：
本
学
哲
学
科
教
授
）

　　
　
「
こ
の
病
は
死
に
至
ら
ず
」（「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
11
章
）。
こ
れ
は
弟
ラ
ザ
ロ
の
死
を
悼
む
マ
ル
タ
と
マ
リ
ア
へ
の
イ
エ
ス
の
言

葉
で
あ
る
。
で
は
、「
死
に
至
る
病
」
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
「
絶
望
」
で
あ
る
、
と
セ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（1813 -1855

）

は
『
死
に
至
る
病
』
で
い
っ
た
。
絶
望
に
は
三
つ
の
形
態
が
あ
る
。

　

Ⅰ　

絶
望
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
る
状
態
：
自
己
か
ら
の
逃
走

　

1　

パ
ス
カ
ル
の
「
気
晴
ら
し
」：「
人
々
は
、
死
も
悲
惨
も
無
知
も
免
れ
え
ぬ
の
で
、
そ
れ
ら
を
考
え
ず
に
す
ま
せ
て
幸
せ
に

な
ろ
う
と
し
た
」（『
パ
ン
セ
』A

133

、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
ヴ
ィ
ク
版168
）

　

2　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
頽
落
」：「
現
存
在
は
自
分
自
身
か
ら
頽
落Verfallen

し
な
が
ら
逃
避Flucht

す
る
」（『
存
在
と
時
間
』

第
１
部
、
第
１
篇
、
第
６
章
、
第
40
節
、538

）
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3　

サ
ル
ト
ル
の
「
自
己
欺
瞞
」：「m

auvaise foi

」（『
存
在
と
無
』
第
１
部
、
第
２
章
）

　

Ⅱ　

絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
し
な
い
絶
望
：
弱
さ
の
絶
望

　

Ⅲ　

絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
絶
す
な
わ
ち
望
：
反
抗
↓
自
己
を
措
定
し
た
存
在
へ
の
否
定
的
な
承
認

　

こ
の
第
３
段
階
の
絶
望
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
し
て
絶
望
と
い
う
名
の
罪
に
陥
る
状
態
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
、

逆
説
的
に
、
救
い
の
可
能
性
が
開
け
て
く
る
。
こ
の
罪
に
も
３
つ
の
段
階
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
1
．
自
己
の
罪
に
つ
い
て
絶
望
す

る
罪
、
2
．
罪
の
赦
し
に
つ
い
て
絶
望
す
る
罪
、
3
．
精
霊
に
逆
ら
う
罪
（「
マ
タ
イ
福
音
書
」
12
）
で
あ
る
。

　

絶
望
は
「
単
独
者den Enkelte

」
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
、
悪
で
あ
り
、
苦
し
み
で
あ
り
、
罪
で
あ
る
が
、
治
癒
薬
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
絶
望
は
「
信
仰
へ
の
通
路
」
た
り
う
る
。
た
だ
し
、
救
い
な
き
無
条
件
の
「
絶
望
」
を
体
験
す
る
と
い
う
条
件
が
つ

く
。

　
「
重
要
な
の
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
の
真
理
を
み
い
だ
す
こ
と
、
わ
た
し
が
そ
れ
が
た
め
に
生
き
、
ま
た
死
ぬ
こ
と
を
欲
す
る
理

念
を
み
い
だ
す
こ
と
だ
。
い
わ
ゆ
る
客
観
的
真
理
と
や
ら
を
み
い
だ
し
た
と
し
て
、
そ
ん
な
も
の
が
わ
た
し
に
な
ん
の
役
に
た
つ
と

い
う
の
か
」（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
22
歳
の
「
日
記
」）。
換
言
す
れ
ば
、
主
体
的
・
実
存
的
な
真
理
と
は
単
独
者
に
か
か
わ
り
、
信
仰

へ
と
通
じ
て
い
る
が
、
客
観
的
・
普
遍
的
な
真
理
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
集
合
に
か
か
わ
る
が
ゆ
え
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
信

仰
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。

　

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
（1909 -1943

）
に
よ
れ
ば
、「
魂
の
本
性
的
な
動
き
の
い
っ
さ
い
は
、
物
質
的
な
重
力
の
法
則
に
類
す
る

法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
恩
寵
の
み
が
例
外
を
な
す
」（『
重
力
と
恩
寵
』1 -1
）。「
重
力
」
と
は
想
像
力
ま
た
は
膨
張
す
る
力
を
、

「
恩
寵
」
と
は
重
力
に
よ
ら
ず
に
下
降
す
る
力
を
さ
す
が
、
両
者
を
む
す
び
つ
け
る
の
は
想
像
力
の
停
止
ま
た
は
収
縮
す
る
力
、
す
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な
わ
ち
「
真
空
」
で
あ
る
。
重
力
に
逆
ら
い
、
真
空
が
生
ま
れ
る
と
き
、
恩
寵
が
は
た
ら
く
。
し
か
し
、
恩
寵
が
な
け
れ
ば
重
力
に

逆
ら
う
力
も
な
く
、
真
空
も
生
ま
れ
な
い
。
か
く
て
逆
説
が
生
ま
れ
る
。「
恩
寵
は
充
た
す
。
た
だ
し
、
恩
寵
を
迎
え
い
れ
る
真
空

の
あ
る
と
こ
ろ
に
し
か
入
り
こ
め
な
い
。
か
つ
、
こ
の
真
空
を
生
み
だ
す
の
も
ま
た
恩
寵
で
あ
る
」（『
重
力
と
恩
寵
』3 -4

）。

　

卵
が
先
か
鶏
が
先
か
に
も
似
た
疑
似
問
答
だ
が
、
嘆
願
こ
そ
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
説
く
。「
神
的
な
諸
価
値

を
自
身
の
魂
へ
と
転
移
さ
せ
る
試
み
」、
つ
ま
り
「
内
的
な
真
空
」
へ
の
耐
性
だ
か
ら
で
あ
る
（『
重
力
と
恩
寵
』7 -11

）。

　　

第
２
回　

信
仰
と
、
母
娘

│
青
年
期
を
迎
え
た
娘
と
母
親
の
関
係

│

 

久
保
田　

桂
子
（
発
達
心
理
学
：
本
学
心
理
学
科
非
常
勤
講
師
）

　　

他
の
哺
乳
類
動
物
と
は
異
な
り
、
人
間
の
親
子
関
係
は
子
が
自
立
し
た
あ
と
も
一
方
が
死
ぬ
ま
で
形
を
変
え
な
が
ら
生
涯
続
い
て

い
く
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
中
で
も
「
す
べ
て
の
母
娘
関
係
が
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ひ
と
た
び
こ
じ
れ

る
と
、
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
愛
憎
関
係
の
温
床
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
斎
藤
、2008

）」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
人
間
の
母
親
と
娘
の
関
係
は
特
殊
さ
を
秘
め
て
い
る
。
宗
教
や
哲
学
の
中
で
も
「
母
娘
関
係
」
に
つ
い
て
は
様
々
な

角
度
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
本
講
義
で
は
、
心
理
学
の
視
点
を
中
心
に
青
年
期
を
迎
え
た
娘
と
母
親
の
関
係
に
つ
い
て
紐
解
い
て
い

き
た
い
。
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第
３
回　

信
仰
と
、
教
父

│
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係

│

 

山
田　

庄
太
郎
（
初
期
ラ
テ
ン
教
父
学
：
本
学
哲
学
科
専
任
講
師
）

　　

紀
元
一
世
紀
、
ロ
ー
マ
帝
国
ユ
ダ
ヤ
属
州
に
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
と
信
じ
る
人
々
の
共
同
体
が
登
場
す
る
。
こ
の
新
た
な
共
同
体

は
そ
の
後
ロ
ー
マ
全
土
に
広
が
り
、
四
世
紀
に
は
帝
国
唯
一
の
公
認
宗
教
と
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
揺
籃
の
時
代
を
、
ロ
ー

マ
と
い
う
一
つ
の
社
会
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。

　

後
の
正
統
信
仰
の
基
礎
を
築
い
た
教
父
た
ち
の
思
索
も
、
こ
う
し
た
社
会
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
無
縁
で
は
な
い
。
東
方

の
密
儀
宗
教
と
の
形
態
的
類
似
性
を
も
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
拡
大
の
過
程
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
の
知
識
人
か
ら
の
批
判
に
直

面
す
る
こ
と
に
な
る
。
迷
信
と
宗
教
と
を
峻
別
し
、
前
者
を
退
け
る
キ
ケ
ロ
（『
占
い
に
つ
い
て
』2.72.148

）
の
態
度
に
特
徴
的
に
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
の
知
識
人
に
は
宗
教
を
で
き
る
だ
け
合
理
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
実
際
、
二
世

紀
末
の
ガ
レ
ノ
ス
や
ケ
ル
ソ
ス
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
批
判
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
理
性
的
な
論
拠
を
欠
い
て
い
る
と
い
う

ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

信
仰
を
異
に
す
る
他
者
に
、
自
ら
の
教
え
の
妥
当
性
、
正
当
性
を
示
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
教
父
た
ち
は
こ
の
課
題
に

対
し
、
地
中
海
世
界
の
共
通
言
語
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
の
伝
統
を
採
用
す
る
こ
と
で
応
え
た
。
当
然
キ
リ
ス
ト
教
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徒
た
ち
の
間
に
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
伝
統
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
対
す
る
警
戒
の
念
も
存
在
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
の
受
容
を
グ
ノ

ー
シ
ス
派
や
異
端
の
発
生
と
結
び
付
け
る
者
も
い
た
。
し
か
し
、「
ア
テ
ネ
と
エ
ル
サ
レ
ム
に
何
の
関
係
が
あ
る
の
か
」（『
異
端
者

へ
の
抗
弁
』7.9

）
と
述
べ
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
で
さ
え
、
自
ら

の
信
仰
を
説
明
す
る
際
に
、
積
極
的
に
ス
ト
ア
哲
学
の
諸
概
念
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
よ
り
積
極
的
に
、
哲
学
を
信
仰
の
た
め
の
有
益
な
道
具
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
（『
ス

ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』1.5; 1.9; 6.10

）。
ク
レ
メ
ン
ス
の
こ
の
姿
勢
は
後
の
教
父
た
ち
に
基
本
的
な
方
向
性
を
与
え
た
。
教
父
た
ち
は
、
ギ

リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
の
諸
概
念
を
、
時
に
キ
リ
ス
ト
教
的
に
改
変
を
加
え
な
が
ら
、
批
判
的
に
摂
取
し
、
自
ら
の
信
仰
を
言
語

に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
く
。
我
々
は
こ
こ
に
教
父
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　　

第
４
回　

信
仰
と
、
進
歩

│
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る「
揺
れ
」の
発
展
的
機
能
に
つ
い
て

│

 

磯
部　

悠
紀
子
（
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
：
本
学
哲
学
科
非
常
勤
講
師
）

　　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
に
は
、「
揺
れ
」
と
い
う
言
葉
、
特
に
原
語
でoscillation

と
表
記
さ
れ
る
「
揺
れ
」
が
、
あ
る
一
貫
性
の

も
と
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
四
つ
の
主
著
を
通
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
論
者
の
多
く
は
、
現
代
物
理

学
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
影
響
の
大
き
さ
を
論
じ
る
文
脈
で
「
揺
れ
」
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
言
葉
の
与
え
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る
即
物
的
な
印
象
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
適
切
な
理
解
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
建
設
的
な
解
釈
を
避
け
て
き
た
。

だ
が
各
著
作
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
と
り
わ
けoscillation

と
表
記
さ
れ
る
「
揺
れ
」
が
出
現
す
る
箇
所
の
中
に
は
、
む
し
ろ
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
学
の
理
解
を
促
す
解
釈
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、「
揺
れ
」
の
全
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
特
にoscillation

と
表
記
さ
れ
る
「
揺
れ
」
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
四
つ
の
主
著
を
通
し
て
持
ち
う
る
一
貫
性
の
解

明
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、「
揺
れ
」
の
積
極
的
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
一
つ
の
研
究
を
手
が
か
り
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
中

心
的
概
念
で
あ
る
「
持
続
」
に
込
め
ら
れ
た
生
成
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
現
す
る
役
割
を
「
揺
れ
」
に
見
出
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、

そ
の
研
究
は
「
揺
れ
」
に
対
し
て
、「
持
続
」
に
通
じ
る
資
質
を
持
つ
萌
芽
的
な
概
念
性
を
読
み
取
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
ベ
ル
ク

ソ
ン
哲
学
の
展
開
に
沿
っ
て
生
成
変
化
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
先
行
研
究
は
四
つ
の
主
著
す

べ
て
を
参
照
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
成
長
す
る
概
念
と
い
う
主
張
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
、
同
様
の
こ
と
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て

を
通
じ
た
一
貫
性
の
も
と
で
確
認
さ
れ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
の
経
緯
に
よ
り
本
稿
で
は
、oscillation

と
表
記
さ
れ
る
「
揺
れ
」
が
出
現
す
る
箇
所
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
四
つ
の
主
著
、

す
な
わ
ち
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』、『
物
質
と
記
憶
』、『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
か
ら
順
に
一
つ
ず

つ
取
り
出
し
、
想
定
さ
れ
る
一
貫
性
の
存
在
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
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第
５
回　

信
仰
と
、
救
済

│
光
源
氏
は
救
わ
れ
た
の
か

│

 

倉
持　

長
子
（
中
古
・
中
世
日
本
文
学
：
聖
心
女
子
大
学 

非
常
勤
講
師
）

　　
　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
宗
教
的
救
済
は
、
物
語
が
抱
え
込
ん
だ
中
心
的
主
題
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
の
登
場
人
物
に
も
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
課
題
」（
張
龍
妹
『
源
氏
物
語
の
救
済
』
序
）
で
あ
る
。
一
方
、
亡
霊
の
供
養
や
成
仏
な

ど
の
宗
教
的
救
済
を
目
的
と
す
る
中
世
の
能
は
、
光
源
氏
を
は
じ
め
と
し
て
救
わ
れ
ず
に
い
た
物
語
中
の
人
物
た
ち
を
シ
テ
に
設
定

し
、
源
氏
物
（
源
氏
能
）
の
作
品
群
を
次
々
に
生
み
出
し
て
い
っ
た
。

　

本
講
座
で
は
、
ま
ず
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
の
宗
教
的
救
済
に
関
わ
る
叙
述
を
振
り
返
り
つ
つ
、
中
世
に
お
い
て
光
源
氏
の
亡
霊

を
シ
テ
と
し
、
そ
の
観
音
の
化
身
と
し
て
の
姿
を
描
く
能
〈
須
磨
源
氏
〉
の
詞
章
を
味
読
し
た
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
須
磨
は

「
青
鈍
」
の
衣
装
に
身
を
包
み
、
精
進
潔
斎
に
励
む
清
ら
か
な
光
源
氏
の
姿
を
刻
む
地
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
光
源
氏
の
姿
が
、「
童

男
」
と
い
う
中
世
の
宗
教
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
で
、〈
須
磨
源
氏
〉
の
シ
テ
光
源
氏
は
造
型
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

次
に
、
院
政
期
の
源
氏
文
化
の
一
つ
で
あ
る
源
氏
供
養
を
舞
台
化
し
た
能
〈
源
氏
供
養
〉
に
お
け
る
光
源
氏
の
回
向
の
様
相
に
つ

い
て
考
察
し
た
。〈
源
氏
供
養
〉
は
『
源
氏
供
養
草
子
』
お
よ
び
そ
の
中
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
「
源
氏
物
語
表
白
」
を
取
り
込
ん
で

成
り
立
つ
が
、
作
者
紫
式
部
が
シ
テ
と
な
り
、
光
源
氏
の
供
養
を
怠
っ
た
罪
の
た
め
に
成
仏
が
で
き
な
い
と
す
る
点
、『
源
氏
物

語
』
起
筆
伝
承
の
あ
る
石
山
寺
に
供
養
の
場
が
設
定
さ
れ
、
同
時
に
紫
式
部
が
石
山
観
音
の
化
身
と
さ
れ
て
い
る
点
、
シ
テ
紫
式
部
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と
ワ
キ
安
居
院
法
印
と
が
濃
密
に
心
を
通
わ
せ
つ
つ
共
に
源
氏
供
養
を
執
り
行
う
点
な
ど
、『
草
子
』
と
の
違
い
も
多
々
挙
げ
ら
れ

る
。

　

宗
教
的
救
済
の
「
絶
望
的
な
」
あ
り
方
を
見
せ
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
源
氏
能
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
新

し
い
救
済
の
物
語
を
紡
い
で
い
る
の
か
。
主
人
公
光
源
氏
に
加
え
、
女
君
た
ち
の
救
済
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
作
品
ご
と
に
詳
細

な
考
察
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　　

第
６
回　

信
仰
と
、
異
端

 

印
出　

忠
夫
（
中
世
フ
ラ
ン
ス
史
：
本
学
史
学
科
教
授
）

　　

現
代
と
は
異
な
っ
て
、
宗
教
的
な
多
様
性
を
望
ま
し
く
な
い
事
態
と
と
ら
え
る
宗
教
観
か
ら
、
西
欧
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
、

「
異
端
」
と
み
な
さ
れ
た
多
く
の
人
々
が
権
力
を
持
っ
た
教
会
の
手
に
よ
っ
て
弾
圧
の
対
象
と
さ
れ
、
最
後
ま
で
教
会
の
権
威
を
受

入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
人
々
は
処
刑
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
史
上
に
お
い
て
、「
異
端
者
の
弾
圧
」
は
忌
ま
わ
し
い
、
繰
り
返
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
出
来
事
の
ひ
と

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
よ
り
長
い
歴
史
の
ス
パ
ン
か
ら
考
察
す
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
異
端
発
生
の
背
後
に
潜
む
問
題
提

起
か
ら
学
ん
で
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
異
端
的
信
仰
と
は
、
そ
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
は
ら
ん
で
い
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た
ひ
と
つ
の
傾
向
が
、
時
代
の
状
況
の
中
で
極
端
に
重
視
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
と
い
う
一
面
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
対
決
を

経
験
し
た
教
会
は
、
次
の
時
代
に
は
よ
り
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
新
た
な
教
義
や
信
仰
の
形
成
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

　

じ
っ
さ
い
、
一
二
世
紀
に
出
現
し
た
異
端
集
団
「
カ
タ
リ
派
」
の
教
義
の
特
色
は
、
聖
書
か
ら
の
恣
意
的
な
引
用
で
組
み
立
て
ら

れ
た
神
話
に
基
づ
く
善
悪
「
二
元
論
」
的
世
界
観
で
あ
る
が
、
信
仰
を
悪
神
（
サ
タ
ン
）
に
対
す
る
闘
争
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
す
る

こ
と
自
体
は
、
こ
の
時
代
の
騎
士
的
な
心
性
と
合
致
す
る
ゆ
え
に
教
会
で
も
広
く
受
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後

に
発
展
し
た
ト
マ
ス
に
代
表
さ
れ
る
ス
コ
ラ
学
が
、
聖
書
の
「
字
義
通
り
」
の
解
釈
を
重
視
し
た
事
実
は
、
少
な
く
も
神
学
の
レ
ベ

ル
に
お
け
る
聖
書
理
解
が
寓
意
的
、
恣
意
的
解
釈
に
引
き
ず
ら
れ
な
い
た
め
の
警
戒
的
な
態
度
と
も
理
解
で
き
る
。

　

同
じ
く
「
ワ
ル
ド
ー
派
」
は
、
一
般
信
徒
が
こ
れ
ま
で
の
受
身
的
な
態
度
か
ら
転
じ
、
自
ら
聖
書
を
解
釈
し
主
体
的
に
福
音
宣
教

の
活
動
に
加
わ
ろ
う
と
い
う
運
動
で
あ
っ
た
。
聖
書
と
い
う
「
テ
キ
ス
ト
」
に
価
値
を
見
出
す
ワ
ル
ド
ー
派
の
発
生
の
背
景
に
は
、

当
時
の
社
会
生
活
が
法
や
契
約
を
記
録
し
た
「
テ
キ
ス
ト
」
に
基
づ
い
て
機
能
し
て
い
た
事
実
を
広
範
な
民
衆
層
が
認
識
し
は
じ
め

て
い
た
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
初
等
教
育
を
受
け
る
機
会
さ
え
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
の
時
代
の
民
衆
の
読
み
書
き
能
力
（
リ
テ
ラ
シ
ー
）
は
、
一
般
に
極

め
て
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
彼
ら
に
聖
書
を
「
読
む
」
こ
と
を
許
可
す
る
の
は
、
教
会
当
局
か
ら
見
て
あ
ま
り
に
危
険
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
ワ
ル
ド
ー
派
の
問
題
提
起
に
積
極
的
な
回
答
が
示
さ
れ
る
に
は
、
識
字
率
が
向
上
し
人
文
主
義
が
興
る
中
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
出
現
を
見
た
一
六
世
紀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。


