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ン
タ
ク
ト
〉
が
生
じ
る
場
と
な
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
っ
て
保
存
・
発
展
せ
ら
れ
た
（「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〈
起

源
〉」
と
さ
れ
る
）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
発
祥
の
諸
学

―
と
い
っ
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
イ
オ
ニ
ア
植
民
地

（
現
在
の
ト
ル
コ
）
と
い
う
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
に
〈
始
ま
り
〉
を
有
す
る
の
で
す
が

―
を
ラ
テ
ン

語
に
移
す
「
翻
訳
セ
ン
タ
ー
」
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
、
異
教
徒
に
も
寛
容
な
イ
ス
ラ
ー

ム
の
知
識
人
た
ち
、
必
死
に
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ぶ
進
取
の
気
性
に
富
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
学
徒
た
ち
（
今
日
で

い
え
ば
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
で
し
ょ
う
か
？
）、
そ
し
て
、
就
中
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ほ
か
の
故
国
喪
失
者
（exile

）

た
ち
が
、
と
こ
ろ
せ
ま
し
と
活
躍
し
て
い
た

―
ま
さ
に
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で

す
。

（
同
志
社
大
学
准
教
授
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
言
語
的
ア
プ
ロ
ー
チ
︱ 

複
数
言
語
の
は
ざ
ま
か
ら
日
本
と
宗
教
学
を
考
え
る

エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
・
ポ
ル
ク

私
は
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
環
境
で
育
っ
た
研
究
者
で
す
。
大
学
教
育
は
イ
タ
リ
ア
で
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス

ペ
イ
ン
で
勉
強
を
継
続
し
、
ド
イ
ツ
、
イ
ン
ド
に
留
学
し
、
ド
イ
ツ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
宗
教
学
（
日
本

宗
教
）
の
博
士
号
を
取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
の
教
員
国
家
資
格
を
取
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り
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
で
語
学
の
講
師
を
し
な
が
ら
、
国
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
異
文
化
交

流
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
日
本
、
ド
イ
ツ
、
ハ
ワ
イ
の
大
学
教
員
と
し
て
、
日
本
宗
教
と
そ
の
社

会
的
・
文
化
的
意
義
に
関
す
る
講
義
を
受
け
も
っ
て
き
ま
し
た
。

研
究
者
と
し
て
は
、
国
際
宗
教
学
宗
教
史
学
会
（
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｒ
）
の
綱
領
に
基
づ
く
宗
教
学
（
ド
イ
ツ
語
：

R
eligionsw

issenschaft

、
英
語
：R

eligious Studies, 

あ
る
い
は the A

cadem
ic Study of R

eligions

、
イ
タ

リ
ア
語
：Storia delle religioni

）
の
視
点
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
現
象
を
分
析
し
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｒ

の
研
究
者
は
、
方
法
論
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
が
、「
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｒ
は
特
定
の
主
義
、
信
条
、
宗
教
を
奨
励
す
る

た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
な
い
」
と
い
う
原
則
は
共
有
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
宗
教
学
は
特
定
の
宗
教
の
振
興

の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
学
問
分
野
と
し
て
、
ど
の
宗
教
現
象
の
分
析
や
説
明
も
、
反
証
に
対
し

て
常
に
オ
ー
プ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｒ
の
方
針
に
則
り
な
が
ら
研
究
及
び
教
育
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
宗
教
現
象
を
、
い
か
な
る
偏
向
を
も
排
し
て
、
歴
史
的
、
経
験
的
デ
ー
タ
と
し
て
分
析

し
、
社
会
科
学
の
方
法
論
を
適
用
す
る
な
ど
、
学
際
的
に
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
き

た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
私
は
、
主
に
現
代
社
会
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
、
特
に
仏
教
と
日
本
の
文
化
・
社
会
の
関
係
、
宗

教
的
表
象
、
日
本
の
宗
教
と
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
世
俗
社
会
・
共
同
体
と
の
関
係
に
研
究
の
焦
点
を
あ
て
て
き

ま
し
た
。
ま
た
宗
教
と
文
明
・
文
化
の
関
係
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
欧
米
と
日
本
で
宗
教
が
ど
の
よ

う
に
表
象
さ
れ
受
容
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
に
も
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

教
育
に
お
い
て
も
、
私
は
、
こ
う
し
た
学
問
的
客
観
性
と
、
社
会
・
文
化
と
の
関
連
を
通
じ
て
考
証
し
て
い

く
方
法
論
を
重
視
し
、
宗
教
学
の
最
新
の
分
析
ツ
ー
ル
を
紹
介
し
た
り
、
比
較
と
い
う
視
点
を
導
入
し
な
が

ら
、
様
々
な
宗
教
、
及
び
宗
教
現
象
を
分
析
し
説
明
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
宗
教
と
メ
デ
ィ
ア
、
宗
教
と
現
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代
社
会
・
政
治
・
経
済
・
文
化
の
関
係
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
世

俗
化
と
い
っ
た
今
日
的
イ
シ
ュ
ー
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
説
明
や
議
論
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
学
生

た
ち
に
、
人
文
学
と
宗
教
学
を
、
今
の
具
体
的
な
文
脈
の
中
で
、
現
実
に
即
し
な
が
ら
学
ん
で
も
ら
い
た
い
と

い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
す
。

学
生
の
関
心
を
か
き
立
て
、
授
業
で
扱
う
テ
ー
マ
と
社
会
的
・
文
化
的
現
実
を
関
連
づ
け
る
た
め
に
、
視
聴

覚
資
料
を
積
極
的
に
使
用
し
て
い
ま
す
。
宗
教
学
の
研
究
で
も
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、
そ
の
方
法
論
的
な
ツ
ー
ル
も
学
生
た
ち
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
外
国
語
学
習
の
重
要
性
も
強
調
し
て

い
ま
す
。
外
国
語
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
視
野
が
広
が
り
、
他
文
化
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

し
、
ま
た
自
分
の
将
来
の
研
究
や
職
業
上
の
可
能
性
を
高
め
て
く
れ
ま
す
。

世
界
の
各
地
で
戦
争
が
起
こ
り
、
と
も
す
る
と
宗
教
に
つ
い
て
の
偏
見
が
持
た
れ
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
宗
教
学
者
は
、
様
々
な
宗
教
的
伝
統
に
つ
い
て
の
公
正
で
正
確
な
情
報
を
提
供

す
る
と
い
う
重
要
な
任
務
を
担
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
長
年
に
わ
た
り
国
際

的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
異
文
化
交
流
の
経
験
を
積
ん
で
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
活
か
し
、
学
生
た
ち
が
、
宗
教

的
伝
統
に
つ
い
て
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
真
当
な
理
解
に
た
ど
り
つ
く
よ
う
促
し
て
い

ま
す
。
教
育
に
お
い
て
も
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
努
力
を
今
後
と
も
続
け
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

日
本
学
を
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
の
視
点
か
ら
研
究
、
教
育
す
る
こ
と
は
、
知
的
刺
激
に
富
む
豊
か
な
経
験
を
も

た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。
別
に
日
本
学
や
宗
教
学
に
限
り
ま
せ
ん
。
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
の
視
点
と
い
う
の
は
、
他

の
地
域
研
究
、
他
の
学
問
分
野
に
も
応
用
で
き
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
は
ま
り
込
ん
で

し
ま
っ
た
り
、
平
板
な
西
洋
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
中
心
主
義
に
陥
っ
た
り
し
な
く
て
済
む
よ
う
に
な
る
の
も
そ
の

功
徳
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
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言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
を
扱
う
研
究
者
は
、
日
本
語
を
よ
く
知
っ
て
い
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
特
に
日
本
研
究
を
志
す
人
は
、
日
本
語
研
究
を
二
次
的
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
日
本
人
研
究
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
交
わ
し
、
創
造
的
な
意
見
交
換
が
で
き
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
相
互
理
解
を
増
進
さ
せ
、
研
究
の
水
準
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
地
域
研
究
一
般
に
も
敷
衍
で
き
る
で
し
ょ
う
。
地
域
研
究
に
お
い
て
当
該
地
域
の
言
語
を
知
ら

な
い
ま
ま
二
次
的
（
大
半
が
英
語
の
）
資
料
に
の
み
依
存
す
る
の
は
、
研
究
を
大
き
く
制
限
さ
れ
た
も
の
に
し

て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。
研
究
対
象
の
地
域
の
研
究
者
や
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
く
て
は

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
研
究
に
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
悪
く
す
る
と
、
社
会
現
象
の
解
釈
を
誤
っ
て
し
ま
い
、
と
ん

で
も
な
い
誤
解
に
導
か
れ
る
お
そ
れ
さ
え
あ
り
ま
す
。

特
に
（
旧
）
植
民
地
に
つ
い
て
研
究
す
る
際
に
は
、
覇
権
的
な
（
宗
主
国
の
）
文
化
圏
の
言
語
だ
け
で
研
究

を
行
う
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
研
究
が
一
方
的
な
見
方
に
陥
る
危
険
性
が
高
く
、
現
に
そ
れ
は

今
日
で
も
あ
ち
こ
ち
で
目
に
つ
く
弊
風
で
す
。
こ
う
し
た
不
公
正
さ
は
た
だ
学
問
分
野
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
支

配
的
な
文
化
が
、
自
分
た
ち
の
見
方
を
他
文
化
に
押
し
つ
け
て
く
る
の
は
、
経
済
的
・
政
治
的
国
際
関
係
に
も

見
ら
れ
、
現
在
の
南
北
格
差
、
中
心
と
周
縁
の
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
ま
す
。
私
自
身
、「
南
」
に
属
す
る
周

縁
の
地
の
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
島
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
で
あ
る
た
め
、
権
力
と
富
か
ら
の
疎
外
、
文
化
的
な
押
し

つ
け
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
悩
み
と
い
っ
た
問
題
に
特
に
敏
感
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
一
方
で
、「
島
」
育
ち
に
は
い
い
面
も
あ
り
ま
す
。
他
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
支
配
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
ば
か
り
依
存
す
る
こ
と
を
警
戒
し
、
現
地
の
言
語
を
習
い
、
現
地
の
観
点
か
ら
文
化
を
知
ろ

う
と
す
る
動
機
に
親
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
日
本
研
究
を
始
め
た
と
き
に
も
そ
う
し
た
動
機
が
働
き
ま

し
た
。
私
は
当
時
の
日
本
研
究
の
中
に
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
還
元
主
義
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的
、
本
質
主
義
的
な
方
法
論
が
支
配
的
で
あ
る
の
を
感
知
し
、
そ
れ
が
日
本
文
化
や
日
本
の
宗
教
に
対
し
て
歪

ん
だ
解
釈
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
仏
教
が
西
洋
（
欧
米
）
に
伝
え
ら
れ
る

と
き
に
、
重
要
な
仏
教
の
宗
派
、
特
に
浄
土
真
宗
が
不
当
に
矮
小
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
そ
の
一
例
で
す
。

日
本
研
究
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ
、
私
の
関
心
は
広
が
っ
て
い
き
、
今
は
日
本
の
地
域
社
会
に
お
け
る
宗
教

と
世
俗
の
問
題
、
日
本
の
宗
教
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
関
連
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
中
心
に
研
究
を

行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
の
研
究
方
法
は
以
前
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
の
一
次
資
料
に
あ
た
る
こ
と
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
多
言
語
の
参
考
文
献
を
参
照
す
る
こ
と
を
励
行
し
て
い
ま

す
。
私
は
こ
う
し
た
多
文
化
的
、
多
言
語
的
な
研
究
方
法
を
含
む
、
多
様
な
視
点
か
ら
物
事
を
見
て
考
え
る
と

い
う
姿
勢
は
、
学
問
の
世
界
の
内
外
を
問
わ
ず
、
私
た
ち
を
よ
い
方
向
に
向
け
て
く
れ
る
力
に
な
る
と
強
く
信

じ
て
い
ま
す
。
地
球
規
模
で
の
交
流
が
急
速
に
活
発
化
し
、
地
域
間
の
境
界
線
が
統
合
さ
れ
た
り
、
曖
昧
に

な
っ
た
り
、
消
失
し
つ
つ
あ
る
現
在
の
世
界
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
日
本
研
究
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
を
よ
り
よ

く
理
解
す
る
た
め
の
大
き
な
力
と
な
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。（

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）


