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Ⅰ　

義
（sedeq

/s edaqah

）

「
ま
っ
す
ぐ
（yašar

）」
は
ヨ
ブ
の
信
仰
の
あ
り
方
を
示
す
も

の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
（
ヨ
ブ
記1:1,1:8,2:3

、
以
下
ヨ
ブ

記
か
ら
の
引
用
は
章
節
の
み
記
す
。
訳
は
『
ヨ
ブ
記　

箴
言
』

並
木
浩
一
訳
（
岩
波
書
店
二
〇
〇
四
年
）
な
ら
び
に
新
共
同
訳

を
参
照
し
た
。
た
だ
し
、適
宜
改
訳
し
た
）。
こ
の
「
ま
っ
す
ぐ
」

は
二
相
の
正
し
さ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
義
」
と
「
正

義
（m

išpat

）」
で
あ
る
。
こ
の
二
相
の
正
し
さ
は
ヨ
ブ
と
不
可

分
の
も
の
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
正
し

さ
は
極
め
て
相
異
し
た
相
を
示
す
。「
ま
こ
と
に
、
耳
は
聞
い

て
、
私
に
祝
福
を
送
り
、
目
は
目
撃
し
て
、
私
に
つ
い
て
証
言

し
た
。
そ
れ
は
、
私
が
叫
び
求
め
る
困
窮
し
た
人
を
救
い
、
身

は
じ
め
に

罪
も
な
い
の
に
突
然
鞭
打
た
れ
殺
さ
れ
る
人
間
を
あ
ざ
笑
う

神
、
ヨ
ブ
が
洞
察
し
た
神
と
は
そ
の
よ
う
な
神
で
あ
っ
た
。
正

し
い
者
も
、
邪
悪
な
者
も
同
じ
よ
う
に
滅
ぼ
し
つ
く
す
神
に
お

い
て
応
報
は
破
れ
て
い
る
。
神
を
畏
れ
、
神
の
約
束
に
忠
実
で

あ
っ
た
ヨ
ブ
は
神
に
祝
福
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
ヨ
ブ
の
霊
は
破

ら
れ
た
。
そ
れ
は
神
と
の
関
係
の
破
れ
で
あ
る
。
神
の
こ
の
態

度
転
換
は
神
の
恣
意
性
に
よ
る
と
み
た
ヨ
ブ
と
伝
統
的
な
応
報

思
想
か
ら
ヨ
ブ
に
悔
い
改
め
を
迫
る
三
人
の
友
人
達
と
の
間
で

神
の
義
を
め
ぐ
る
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
破
れ
た
ヨ
ブ
の

霊
に
は
何
が
残
る
の
か
。
神
と
の
関
係
の
修
復
は
如
何
に
し
て

可
能
と
な
る
の
か
。

ヨ
ブ
記
に
お
け
る
応
報
思
想

木
村
清
次
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寄
り
の
な
い
孤
児
を
救
助
し
た
か
ら
で
あ
る
。
滅
び
行
く
者
の

祝
福
が
、
私
に
届
き
、
私
は
寡
婦
の
心
を
喜
び
で
躍
ら
せ
た
。

私
は
義
を
纏
っ
た
が
、
義
も
ま
た
私
を
纏
い
、
我
が
正
義
が
私

の
衣
と
も
冠
と
も
な
っ
た
。
私
は
盲
人
の
目
で
あ
り
、
歩
け
な

い
人
の
足
で
あ
っ
た
。
私
は
貧
し
い
人
々
の
父
で
あ
り
、
よ
そ

者
の
訴
え
に
も
力
を
尽
く
し
た
」（29 :1-16

）。
義
は
困
窮
者
へ

の
配
慮
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
困
窮
者
、
身
寄
り
の
な
い
孤
児
、

滅
び
行
く
者
は
そ
の
困
窮
ゆ
え
多
く
の
悪
行
を
行
う
こ
と
は
容

易
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
た
だ
困
窮
者
の
行
為

の
善
悪
に
は
一
切
関
知
す
る
こ
と
な
く
、
困
窮
者
の
困
窮
に
手

を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
義
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ブ
の
「
潔

白
（tum

m
at

）」
と
は
こ
の
義
の
意
識
で
あ
る
。「
私
は
彼
に
義

の
秤
で
量
っ
て
も
ら
い
た
い
。
神
が
私
の
潔
白
な
こ
と
を
知
っ

て
ほ
し
い
」（31:6

）。「
死
に
至
る
ま
で
、
私
は
自
分
の
潔
白
を

主
張
す
る
。
私
は
我
が
義
を
固
持
し
て
譲
ら
な
い
」（27:5b-6a

）。

ヨ
ブ
は
自
ら
の
潔
白
の
誓
い
（31:5-34,38-40

）
に
お
い
て
困
窮

者
・
社
会
的
弱
者
・
寡
婦
孤
児
に
ど
れ
ほ
ど
心
を
砕
い
て
来
た

か
を
語
る
。
そ
の
際
に
も
そ
れ
ら
の
人
達
の
善
悪
に
は
一
切
関

知
し
な
い
。
苦
難
に
喘
ぎ
救
い
を
求
め
る
ヨ
ブ
に
神
は
救
い
の

手
を
差
し
伸
べ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
希
望
の
全
否
定
の
状
況
下

で
、
ヨ
ブ
が｢

人
は
嘆
き
求
め
る
者
に
手
を
差
し
伸
べ
、
不
孝

な
者
を
救
お
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
苦
境
に
あ
る
人
と

と
も
に
泣
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
貧
し
い
人
の
た
め
に
心

を
痛
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か｣(30:24-25)

と
言
う
と
き
、
そ

の
困
窮
す
る
者
が
邪
悪
な
者
か
ど
う
か
は
な
ん
ら
考
慮
さ
れ
て

い
な
い
。

困
窮
者
・
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
達
に
対
す
る
憐
れ
み
を
語
っ

た
直
後
、ヨ
ブ
は
化
外
の
民
に
対
す
る
侮
蔑
を
表
明
す
る
（30:1-

8

）。こ
の
民
は
共
同
体
の
中
で
何
が
し
か
役
割
を
担
う
も
の
で
は

な
い
。
彼
ら
は
、
犬
は
番
犬
と
し
て
有
用
性
を
持
つ
ゆ
え
、
犬

と
も
一
緒
に
さ
え
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
無
用
な
存
在
で
あ
り
、

そ
の
社
会
か
ら
叩
き
出
さ
れ
た
野
に
居
を
持
つ
人
達
で
あ
る
。

「
よ
そ
者
」（29:16

）に
さ
え
入
ら
な
い
こ
れ
ら
の
民
を
ヨ
ブ
は「
愚

か
者
（bene nabal

）、
名
も
な
い
輩(bene beli šem

)

」
と
呼
ぶ
。

ヨ
ブ
の
化
外
の
民
に
対
す
る
こ
の
侮
蔑
に
よ
っ
て
、
二
九
章
で

表
明
さ
れ
た
彼
の
困
窮
者
に
対
す
る
義
は
何
が
し
か
の
限
界
を
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持
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
つ
ま
り
、
ヨ
ブ

の
言
う
義
と
は
「
よ
そ
者
」
を
も
含
め
た
共
同
体
の
中
で
の
み

適
用
可
能
の
も
の
と
し
て
看
做
す
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ

て
ヨ
ブ
の
正
し
さ
に
は
友
人
達
が
言
う
よ
う
に
虚
偽
が
入
り
込

ん
で
い
る
の
か
。

「
愚
か
者
、
名
も
な
い
輩
」
と
は
、「
人
間
の
内
の
あ
ら
ゆ

る
道
徳
的
ま
た
は
宗
教
的
な
感
覚
の
欠
如
、
あ
る
い
は
そ
の

人
々
に
由
来
し
社
会
の
交
わ
り
を
可
能
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
社
会

的
な
慣
習
や
行
動
の
欠
如
を
意
味
し
て
い
る
」（Job, J. G

erald 

Janzen, John K
nox Press, 1985, p. 205

）。
ま
た「
愚
か（nabal

）」

と
は
、
知
的
な
弱
さ
で
は
な
く
、
道
徳
的
な
鈍
さ
や
宗
教
的
な

真
理
へ
の
暗
さ
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
。
発
生
的
に
は
彼
ら
は
共

同
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
（
絶
え
ず
出
入
り
は
し
て
い
る
）
が
ゆ

え
に
共
同
体
の
共
通
感
覚
を
欠
如
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言

え
よ
う
が
、
ヨ
ブ
は
そ
の
共
通
感
覚
の
欠
如
の
ゆ
え
に
彼
ら
を

邪
悪
と
み
な
す
。
こ
の
感
覚
は
神
へ
の
畏
れ
、
信
仰
で
あ
り
、

こ
れ
を
欠
如
す
る
者
は
「
神
な
ど
な
い
」
と
言
う
腐
敗
し
た
、

穢
れ
た
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
詩
篇14:1-2

）。
ヨ
ブ
は
そ
の
よ

う
な
人
達
に
対
し
て
は
困
窮
者
に
憐
れ
み
を
持
た
な
い
富
者
に

対
し
て
と
同
様
、
次
章
で
述
べ
る
正
義
か
ら
裁
い
て
い
る
。
ヨ

ブ
（
記
作
者
）
が
化
外
の
民
を
侮
蔑
す
る
場
合
、
そ
の
ベ
ー
ス

に
あ
る
も
の
は
高
潔
の
意
識
の
欠
如
に
お
い
て
で
あ
る
。
ゆ
え

に
化
外
の
民
へ
の
侮
蔑
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
が
神
の
似
像

（im
ago D

ei

）
と
し
て
平
等
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
ヨ
ブ
の
義
の
意
識(31:15)

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
に
お
い
て
は
現
実
の
差
異
は
前
提
さ
れ
、
そ
の
上
で
本
質

的
な
同
一
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
化
外
の
民
と
て
そ

の
困
窮
に
対
し
て
は
配
慮
す
べ
き
で
あ
り
（
義
）、
同
時
に
そ
の

邪
悪
さ
に
対
し
て
は
制
裁
を
な
す
べ
き
（
正
義
）
で
あ
る1

。

困
窮
者
の
惨
状
に
心
を
留
め
な
い
神
を
ヨ
ブ
が
非
難
す
る
そ

の
心
底
に
は
こ
の
義
が
前
提
さ
れ
て
い
る
（24:3-12

）。
困
窮
ゆ

え
に
な
し
て
し
ま
う
不
正
・
邪
悪
は
な
ん
ら
考
慮
さ
れ
て
い
な

い
。
困
窮
者
が
皆
神
を
知
る
正
し
い
人
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
荒
野
で
野
驢
馬
の
如
く
働
い
て
も
餓
え
て

い
る
自
分
の
子
供
に
満
足
に
パ
ン
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

窮
状（24:4-12

）に
対
し
て「
お
か
し
な
こ
と(tipəlah

）」（24:12

）
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と
言
い
、
そ
の
困
窮
者
に
対
し
て
善
悪
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く

配
慮
す
る
こ
と
が
義
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
苦
悩
の
呻

き
に
な
ぜ
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
困
窮
者
が
困
窮
し
て
い

る
こ
と
を
な
ぜ
「
お
か
し
な
こ
と
」
と
考
え
る
の
か
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
困
窮
者
に
な
ぜ
哀
れ
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
苦
悩
の
呻
き
に
は
憐
れ
み
を
持
つ
べ
し
、
と
い

う
前
提
が
あ
る
。
こ
の
前
提
は
神
に
よ
る
戒
め
と
し
て
与
え
ら

れ
る
。「
我
が
足
は
彼
の
歩
み
の
後
を
捉
え
、
彼
の
道
を
守
っ
て

逸
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
の
唇
の
戒
め
、
そ
れ
か
ら
私
が
逸
れ

る
こ
と
は
な
く
、
彼
の
唇
の
言
葉
を
、
私
は
我
が
胸
の
う
ち
に

置
く
」（23:11-12

）。ヨ
ブ
の
義
は
神
の
戒
め
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。

困
窮
者
は
そ
の
善
悪
に
関
わ
ら
ず
、
自
然
の
権
利
が
侵
さ
れ

て
い
る
。
困
窮
者
は
創
造
の
秩
序
で
あ
る
、
平
等
の
権
利
を
侵

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
を
胎
に
造
っ
た
方
は
、
彼
を
も
造

っ
た
方
で
は
な
い
か
、
唯
一
者
が
、
我
々
を
腹
の
中
で
固
め
た

の
で
は
な
い
か
」（31:15

）。
ロ
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ィ
ス
（Robert 

G
ordis

）
も
ヨ
ブ
が
「
基
本
的
に
人
間
を
平
等
と
確
認
し
て
、

奴
隷
を
公
正
に
扱
っ
て
き
た
」（
ゴ
ー
デ
ィ
ス
『
神
と
人
間
の

書
』
船
水
衛
司
訳
、
教
文
館
、
一
九
七
七
年
、
二
三
八
頁
）
と

い
う
。
関
根
正
雄
も
「
何
ゆ
え
奴
隷
の
権
利
を
無
視
し
て
は
な

ら
ぬ
か
の
根
拠
が
創
造
思
想
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
奴
隷

を
主
人
の
所
有
物
と
し
て
し
か
見
な
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
ま

さ
に
革
命
的
で
あ
る
」（
関
根
正
雄
『
ヨ
ブ
記
註
解
』、新
地
書
房
、

一
九
八
二
年
、
二
六
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
三
一
章
一
五
節

の
ヨ
ブ
の
発
言
は
人
間
が
神
の
似
像
で
あ
る
ゆ
え
平
等
の
権
利

を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
と
見
な
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
創
造
の
原
秩
序
の
回
復
の
戒
め
が
義
で
あ
る2

。
困

窮
は
原
秩
序
の
転
倒
を
欲
す
る
罪
の
結
果
で
あ
る
ゆ
え
、
た
と

え
悪
人
の
困
窮
で
あ
っ
て
も
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
困
窮
者
が
、
正
し
い
者
と
等
値

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る3

。

Ⅱ　

正
義
（m

išpat

）

正
義
は
ヨ
ブ
記
に
お
い
て
二
三
回
使
用
さ
れ
て
い
る
。
正
義

は
行
為
者
の
正
・
不
正
を
問
題
と
す
る
（29:17-20

）。
行
為
者

が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
か
は
関
知
し
な
い
。
ヨ
ブ
は
自
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ら
の
正
し
さ
か
ら
平
安
の
死
を
確
信
す
る
そ
の
心
底
に
は
こ
の

正
義
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。「
私
は
貧
し
い
人
々
の
父
で
あ
り
、

よ
そ
者
の
訴
え
に
も
力
を
尽
く
し
た
。
私
は
不
義
の
輩
の
顎
を

砕
き
、
そ
の
歯
牙
か
ら
獲
物
を
取
り
戻
し
た
。
私
は
思
っ
た
、

私
は
我
が
巣
で
息
絶
え
る
だ
ろ
う
、
我
が
日
数
を
砂
の
よ
う
に

多
く
し
よ
う
。
我
が
根
は
水
に
向
か
っ
て
開
か
れ
、
露
は
我
が

枝
々
に
宿
る
で
あ
ろ
う
。
我
が
誉
れ
は
私
に
伴
い
つ
つ
更
新
さ

れ
、
我
が
弓
は
我
が
手
に
あ
っ
て
新
調
さ
れ
る
と
」（29:17-20

）。

不
義
な
る
者
・
悪
人
は
罰
と
し
て
、
不
当
に
得
た
成
果
を

返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
を
実
現
す
る
者
は
善
人
と

し
て
、
栄
誉
と
平
安
死
並
び
に
係
累
の
繁
栄
が
約
束
さ
れ

る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
共
同
体
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
の

正
義
は
貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
義
は
応
報
原
理

(Vergeltungsprinzip)

を
前
提
し
て
い
る
。
応
報
原
理
と
は
善
人

に
は
幸
福
が
、
悪
人
に
は
災
い
が
齎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
信
仰
で
あ
る
。
正
し
さ
を
判
定
す
る
裁
判
行
為
と
い
う
意

味
で
ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
を
使
う
場
合
（9:15,19

）
も
、
罰
が
そ
の
判

定
に
必
ず
伴
う
、
あ
る
い
は
幸
い
が
伴
う
と
い
う
形
で
述
べ
ら

れ
て
い
る4

。

応
報
原
理
は
人
間
に
は
律
法
と
し
て
、
神
の
意
志
と
し
て
与

え
ら
れ
る
。「
見
よ
、
私
は
今
日
、
命
と
幸
い
、
死
と
災
い
を
あ

な
た
の
前
に
お
く
。
私
は
今
日
命
じ
る
と
お
り
、
あ
な
た
の
神
、

主
を
愛
し
、
そ
の
道
に
従
っ
て
歩
み
、
そ
の
戒
め
と
掟
と
法
を

守
る
な
ら
ば
、あ
な
た
は
命
を
得
、か
つ
増
え
る
。
あ
な
た
の
神
、

主
は
あ
な
た
が
入
っ
て
い
っ
て
得
る
土
地
で
、
あ
な
た
を
祝
福

さ
れ
る
。
も
し
あ
な
た
が
心
変
わ
り
し
て
聞
き
従
わ
ず
、
惑
わ

さ
れ
て
他
の
神
々
に
ひ
れ
伏
し
仕
え
る
な
ら
ば
、
私
は
今
日
、

あ
な
た
た
ち
に
宣
言
す
る
。
あ
な
た
た
ち
は
必
ず
滅
び
る
」（
申

命
記30:15-18

）。
正
義
は
神
の
意
志
で
あ
り
、人
間
に
要
求
さ
れ
、

人
間
が
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る5

。
ま
た
そ
れ
は
、

律
法
か
ら
発
出
し
、
救
い
に
至
る
道
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
私
の
民
よ
、
心
し
て
私
に
聞
け
。
私
の
国
よ
、
私
に
耳
を
向
け

よ
。
律
法
は
私
か
ら
出
、私
は
瞬
く
間
に
、私
の
正
義
（m

išpat

）

を
す
べ
て
の
人
の
光
と
し
て
輝
か
す
」（
イ
ザ
ヤ51:4

）。
律
法

の
遂
行
に
よ
る
正
義
の
実
現
は
秩
序
の
回
復
で
あ
り
、「
光
」
つ

ま
り
救
い
で
あ
る
（
サ
ム
エ
ル
下23:35

、
詩
篇37:6

、
イ
ザ
ヤ
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42:3-4

）。
ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
の
担
い
手
は
神
で
あ
り
、
そ
の
委
託

を
受
け
た
人
間
で
あ
る6

。　

応
報
原
理
は
神
が
被
造
世
界
を
統
治
す
る
際
の
原
則
で
あ
り
、

人
間
に
戒
め
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
神
の
創
造
世
界
の

秩
序
意
志
と
し
て
、
人
間
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

応
報
原
理
に
は
三
要
素
が
あ
る
。

① 

根
拠:

戒
め
に
従
う
正
し
さ
Ⓐ
あ
る
い
は
戒
め
に
従
わ
な

い
不
義
㋐

② 

結
果:

幸
い
Ⓑ
或
い
は
災
い
㋑　
　

③ 

①
の
対
価
と
し
て
の
②
の
必
然
的
結
合

従
っ
て
、
正
義
は
戒
め
に
従
う
正
し
さ
つ
ま
り
義
を
根
拠
と

し
た
幸
い
の
必
然
的
結
合
と
、
戒
め
に
従
わ
な
い
不
義
の
ゆ
え

に
災
い
が
必
然
的
に
齎
さ
れ
る
と
い
う2

契
機
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
義
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
災
い
が
齎
さ
れ
た
り
、
不
義

で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
幸
い
が
齎
さ
れ
る
場
合
に
は
正
義
が
達
成

さ
れ
た
と
は
言
わ
な
い
。

応
報
原
理
が
③
に
の
み
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
る
場
合
に
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
（H

ans K
elsen

）
の
次

の
批
判
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。「
正
義(G

erechtigkeit)

の

本
質
を
よ
く
表
す
も
の
と
し
て
、
実
に
し
ば
し
ば
、
善
に
は
善

を
、
悪
に
は
悪
を
と
い
う
か
の
応
報
の
原
則(G

rundsatz der 

Vergeltung)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
が
善
か
、
何
が
悪

か
と
い
う
問
題
の
回
答
が
、
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
な
け

れ
ば
、
こ
の
原
理
は
無
意
味(sinnloss)

で
あ
る
。
な
に
が
善

か
、
何
が
悪
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
民
族
が
異

な
る
に
従
っ
て
、
非
常
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て

そ
の
回
答
が
自
明
な
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
応
報
の

原
則
は
、
単
に
不
法
な
悪
に
対
し
て
不
法
効
果
と
し
て
（
死

刑
に
よ
る
人
の
殺
害
や
、
自
由
刑
に
よ
る
自
由
の
剥
奪
と
い

う
よ
う
な
）
悪
を
結
び
つ
け
る
実
定
法
の
特
殊
な
技
術
（die 

spezifische Technik

）を
言
い
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」（H

ans 

Kelsen, W
as ist G

erechtigkeit?, Philipp Reclam
 jun. Stuttgart, 

2000, S.  33

）。
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
規
範
が
こ
の
応
報
原
理
を
前

提
し
て
い
る
。
従
っ
て
実
定
法
規
範
が
人
間
社
会
に
と
っ
て
不

可
欠
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て

の
応
報
原
理
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
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も
③
の
意
味
で
の
応
報
原
理
が
普
遍
妥
当
性
を
持
つ
こ
と
は
認

め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
善
悪
の
確
定
（
①
）
な
し
に
は
全
く

意
味
を
持
た
な
い
ゆ
え
、
正
義
の
原
則
と
は
な
り
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
善
悪
は
全
く
経
験
的
な

も
の
ゆ
え
、
従
っ
て
、
正
義
は
相
対
的
な
も
の
以
外
あ
り
え
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
正
義
の
問
題
を
要
約
し
て
次

の
よ
う
に
言
う
。「
正
義
の
問
題
は
、
結
局
、
法
秩
序
が
応
報
原

理(Vergeltungsprinzip)

の
適
用
に
お
い
て
正
し
い
か
ど
う
か
、

つ
ま
り
、
法
が
不
法
を
行
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
不
法
効
果
と

し
て
の
悪
（
人
の
殺
害
や
自
由
の
剥
奪
）
を
持
っ
て
報
い
て
い

る
構
成
要
件
（Tatbestand)

が
、
本
当
に
社
会
に
と
っ
て
の
悪

で
あ
る
か
ど
う
か
、
法
が
不
法
効
果
と
し
て
定
め
た
悪
が
、
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
」

（K
elsen, ibid., S. 33

）。
我
々
が
応
報
原
理
を
現
実
社
会
に
適
応

さ
せ
て
考
え
る
場
合
に
は
、
次
の
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
①
②
の
構
成
要
件
の
意
味
す
る
も
の
の
判
定
。
①
の
事

実
認
定
。
②
の
対
価
と
し
て
の
妥
当
性
の
判
定
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
経
験
的
な
判
断
は
応
報
原
理
を
前
提
し
、
そ
の
下
で
な

さ
れ
る
判
断
で
あ
る
。

ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
は
ツ
ェ
ダ
ー
カ
ー
を
前
提
す
る
。
こ
の
義
の

現
実
化
し
た
も
の
が
潔
白
で
あ
る
。
ヨ
ブ
の
潔
白
は
応
報
原
理

の
②
と
③
の
要
素
を
意
図
し
た
上
で
の
行
為
な
の
か
ど
う
か
が
、

神
と
サ
タ
ン
と
の
間
で
争
わ
れ
る
。｢

ヨ
ブ
が
理
由
な
し
に
神

を
畏
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か｣(1:9)

。
②
と
③
を
考
慮
し
た
う
え

で
の
行
為
な
ら
彼
は｢

ま
っ
す
ぐ｣

と
は
言
え
な
い
。
そ
の
よ

う
な
場
合
に
は
神
は
サ
タ
ン
と
の
賭
け
に
負
け
、
神
は
権
威
を

失
う
こ
と
に
な
る
。
②
と
③
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く（
義
か
ら
）、

困
窮
す
る
も
の
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
、
そ
れ
が
潔
白
で
あ

る
。
潔
白
と
は｢

理
由
な
し
に｣

神
を
畏
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

潔
白
と
は
清
さ
で
は
な
い
。
人
間
は
清
く
は
な
い
。
こ
の
点
で

ヨ
ブ
と
三
友
と
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
は
清
く
は

な
い
が
、
正
し
く
あ
り
え
る
と
ヨ
ブ
は
考
え
る
。
自
ら
の
正
し

さ
の
証
で
あ
る
潔
白
を
決
し
て
ヨ
ブ
は
譲
ら
な
い
。
こ
の
潔
白

は
神
へ
の
畏
れ
で
あ
り
、
神
の
義
へ
の
固
着
で
あ
る
。

②
は
神
関
係
で
い
う
な
ら
ば
祝
福
と
呪
い
で
あ
る
。
現
世
的

に
は
繁
栄
あ
る
い
は
災
い
で
あ
る
。
現
世
的
繁
栄
と
は
一
族
が
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富
や
財
産
に
恵
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
災
い
と
は
そ
れ
ら
が
奪

い
去
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

潔
白
（
Ａ
）
に
は
そ
の
対
価
と
し
て
幸
い
（
Ｂ
）
が
、
邪
悪

さ(

ア)
に
は
災
い(

イ)

が
齎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

困
窮
す
る
者
の
幸
い
に
気
を
配
る
こ
と
（
義
）
に
よ
っ
て
、
な

ぜ
自
ら
の
幸
い
を
そ
の
対
価
と
し
て
得
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

義
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
欠
如
に
対
し
、
同
じ
も

の
で
補
填
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
悪
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
過
剰
に
対
し
、
同
じ
も
の
を
返
却
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
つ
て
の
秩
序
が
回
復
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
欠
如
は
な
ぜ
補
填
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
潔
白
の
意
志
に
は
い
さ
さ
か
も
幸
い
と
の
結
合
の

願
望
が
入
っ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
他
の
願
望
に
よ
り
そ
れ
ら

の
結
合
は
可
能
に
な
る
。
人
間
の
正
義
は
神
の
正
義
に
基
づ
く
。

全
く
異
な
っ
た
も
の
の
必
然
的
結
合
を
何
ゆ
え
神
は
求
め
る
の

か
。
神
は
義
を
全
う
す
る
被
造
物
が
潔
白
に
よ
る
欠
如
の
ゆ
え

に
、
自
ら
の
義
に
反
す
る
誘
惑
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
憂
え
た
か

ら
、
と
言
え
な
い
か7

。

つ
ま
り
正
義
と
は
同
じ
も
の
に
対
し
て
同
じ
も
の
を
割
り
当

て
る
こ
と
に
よ
り
、
変
質
し
た
秩
序
を
元
の
状
態
に
転
換
す
る

こ
と
で
あ
る
。「
も
し
、
私
が
着
る
物
が
な
く
て
死
に
そ
う
な
人

を
見
、
貧
し
い
人
が
身
を
覆
う
も
の
が
な
い
の
を
認
め
た
と
き
、

彼
の
腰
が
私
を
賞
賛
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
我
が
羊
に

よ
る
毛
織
物
で
、
彼
ら
を
暖
め
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
」(31:19-

20)

自
分
の
身
に
災
禍
が
下
っ
て
も
よ
い
、
と
ヨ
ブ
は
言
う
。

賞
賛
を
一
切
考
慮
す
る
こ
と
の
な
い
潔
白
の
行
為
に
伴
う
損
失

に
対
し
て
、
賞
賛
が
補
填
さ
れ
る
の
で
あ
る8

。　
　

従
っ
て
、「
各
人
に
彼
の
も
の
を
」
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
来
の
秩
序
が
回
復
さ
れ
、
そ
こ
に
正
義
が
成
立
す
る
。
創
造

の
原
秩
序
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
正
義
が
達
成
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
神
の
義
と
正
義
と
に
よ
っ
て
神
の
欲
す
る
原

秩
序
の
回
復
が
可
能
と
な
る
。

Ⅲ　

正
義
の
遅
延

ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
（
エ
リ
フ
ァ
ズ
・
ビ
ル
ダ
ド
・
ツ
ォ
フ

ァ
ル
）
の
応
報
思
想
に
お
い
て
は
、
先
の
応
報
原
理
の
③
の
必
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然
的
結
合
を
た
ん
に
当
為
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
事
実
的
な
も

の
と
解
す
る
。
神
が
敬
虔
な
正
し
い
人
間
に
は
幸
い
を
、
邪
悪

な
も
の
に
は
災
い
を
必
ず
齎
す
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
正
義
を

実
現
す
る
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヨ
ブ
記
作
者
の
時
代

の
共
通
の
信
仰
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
の
義
に
疑
義
を
差
し
向

け
る
ヨ
ブ
に
対
し
て
三
友
は
真
の
正
義
を
弁
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
神
は
あ
く
ま
で
も
正
し
く
、
災
い
・
悪
の
責
任
は
人

間
に
あ
る
。
神
の
義
を
証
明
す
る
論
理
が
彼
ら
の
応
報
思
想
で

あ
る
。
善
人
繁
栄
・
悪
人
必
滅
は
神
の
世
界
創
造
の
原
理
で
あ

り
、
被
造
世
界
に
内
在
す
る
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
被
造
世
界

の
必
然
的
事
実
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
が
そ
の
事

実
的
結
合
の
必
然
性
の
保
証
者
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ン
が
こ
の

応
報
思
想
を
「
深
く
植
え
つ
け
ら
れ
た
感
性
（the ingrained 

sensibility

）
と
公
共
の
確
信(the com

m
unal conviction)

」

（Janzen, ibid., p. 88

）
と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
応
報
思
想
は
共

同
体
の
共
通
認
識
で
あ
る
。
ビ
ル
ダ
ド
が
、「
あ
な
た
の
子
ら
が

神
に
対
し
て
過
ち
を
犯
し
た
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
を
そ
の
罪
の
手

に
委
ね
ら
れ
た
の
だ
」（8:4

）
と
言
う
と
き
、
見
舞
わ
れ
た
災

い
と
い
う
事
実
か
ら
そ
の
責
任
が
そ
の
人
の
不
信
仰
・
罪
過
に

あ
る
、
と
説
明
す
る
。
そ
こ
で
は
後
件
肯
定
の
誤
謬
が
犯
さ
れ

て
い
る
。
も
し
人
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
幸
い
に
恵
ま
れ
、

邪
悪
で
あ
る
な
ら
ば
、
災
い
に
見
舞
わ
れ
る
、
と
い
う
大
前
提

の
後
件
か
ら
前
件
へ
の
推
論
を
し
て
い
る
。
勿
論
こ
の
判
断
は

常
に
誤
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ビ
ル
ダ
ド
に
と
っ
て
、
こ

の
前
件
と
後
件
と
の
結
合
は
不
可
分
的
事
実
で
あ
り
、
二
つ
の

前
件
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
あ
る

な
ら
ば
、
後
件
肯
定
の
誤
謬
が
犯
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ

は
彼
の
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
応
報
思
想
が
被
造
世
界
の
事
実
で

あ
り
、
例
外
が
一
切
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

た
っ
た
一
つ
の
事
実
を
反
証
と
し
て
あ
げ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が

誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。「
何
ゆ
え
、

邪
悪
な
者
た
ち
が
生
き
な
が
ら
え
、
老
年
に
達
し
、
し
か
も
そ

の
富
が
増
す
の
か
」（21:7

）
と
ヨ
ブ
が
言
う
如
く
、
こ
の
現
実

世
界
は
友
人
達
の
応
報
思
想
に
反
し
た
事
実
に
満
ち
て
い
る
。

三
友
も
悪
人
の
繁
栄
に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
の

応
報
思
想
は
妥
当
し
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
信
仰
で
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は
な
い
。
も
し
妥
当
し
な
い
よ
う
な
事
実
が
ひ
と
つ
で
も
あ
る

と
し
た
な
ら
ば
、
神
の
正
義
は
維
持
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
三
友
の
持
ち
出
す
論
理
が
連
帯
責
任
論
で
あ
る
。
応

報
原
理
は
個
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
族
を
単
位
と
し
て

み
る
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
応
報
が
世
代
を
超
え

る
が
ゆ
え
に
、
個
の
レ
ベ
ル
で
応
報
に
反
す
る
よ
う
な
事
実
が

あ
っ
て
も
、
そ
の
真
実
性
の
反
証
に
は
な
ら
な
い
。
因
果
応
報

の
遅
延
で
あ
る
。
エ
リ
フ
ァ
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
私
は

愚
か
者
が
根
付
い
て
い
る
の
を
見
て
、
直
ち
に
そ
の
住
ま
い
へ

の
呪
い
を
宣
言
し
た
と
こ
ろ
、
安
泰
は
そ
の
子
ら
か
ら
遠
ざ
か

り
、
彼
ら
は
門
で
砕
か
れ
て
、
救
助
者
が
い
な
か
っ
た
」（5:3

・

4

）。「
神
を
無
視
す
る
者
の
一
族
に
は
子
は
生
ま
れ
ず
、
賄
賂
を

好
む
も
の
の
天
幕
は
火
に
焼
き
尽
く
さ
れ
る
」（15:34

）。
ビ
ル

ダ
ド
は
「
邪
悪
な
者
達
の
光
は
消
え
、
そ
の
火
の
炎
は
輝
か
な

い
。彼
の
天
幕
で
は
光
が
闇
に
な
り
、彼
を
照
ら
す
光
は
消
え
る
。

⋯

そ
の
子
は
飢
え
、
妻
は
災
い
に
会
う
。⋯

彼
は
民
の
中
に
子

孫
も
末
裔
も
持
つ
こ
と
な
く
、
彼
が
住
ん
で
い
た
所
に
は
生
き

残
り
が
い
な
い
」（18:6-19

）
と
言
う
。
ツ
ォ
フ
ァ
ル
も
邪
悪
な

者
の
「
子
ら
は
貧
し
い
人
々
に
償
い
を
し
、
子
孫
は
奪
っ
た
富

を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（20:10

）
と
言
う
。
神
の
戒

め
を
守
る
者
を
神
は
必
ず
救
い
、「
あ
な
た
は
自
分
の
天
幕
の
平

穏
を
認
め
、
囲
い
を
見
回
っ
て
も
行
方
不
明
が
な
く
、
あ
な
た

の
子
孫
は
増
え
、
一
族
は
野
の
草
の
よ
う
に
茂
る
こ
と
を
あ
な

た
は
知
る
だ
ろ
う
」（5:24-25

）。
ビ
ル
ダ
ド
は
ヨ
ブ
の
子
供
達

に
降
っ
た
災
い
の
責
任
は
彼
ら
自
身
に
あ
る
と
も
言
う
（8:4

）。

し
か
し
同
時
に
ヨ
ブ
が
正
し
い
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
「
義

の
家
（new

at şideqeka

）」（8:6

）
が
神
に
よ
り
再
興
さ
れ
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
義
の
家
と
は
ヨ
ブ
の
一
族
の
こ
と
で
あ
る
。

行
為
の
責
任
は
そ
の
個
人
が
負
う
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
一
族
が

負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
応
報
は
遅
延
す
る
と
し
て
も
、

族
の
レ
ベ
ル
で
必
ず
貫
徹
す
る
。
三
友
が
因
果
応
報
の
遅
延
を

認
め
る
と
し
た
な
ら
ば
、
ヨ
ブ
の
災
い
を
ヨ
ブ
の
罪
に
よ
る
も

の
と
だ
け
断
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
ビ
ル
ダ
ド
は
次
の
よ
う
に

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ブ
の
今
の
災
い
は
、
ヨ
ブ
の
個
人
の

罪
に
よ
る
と
同
時
に
先
祖
の
罪
責
に
よ
る
、
と
。
ま
た
、
ヨ
ブ

個
人
に
は
何
の
罪
も
な
い
が
、
先
祖
の
罪
責
に
よ
っ
て
、
つ
ま
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り
前
世
か
ら
の
因
縁
に
よ
っ
て
災
い
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
の
だ
、

と
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
定
め
は
い
か
ん
と
も

し
難
い
も
の
で
は
な
く
、
個
の
祈
り
と
正
し
さ
と
に
よ
り
神
の

怒
り
を
転
換
で
き
る
の
だ
、
と
。

個
と
族
と
の
相
即
は
ヨ
ブ
に
と
っ
て
も
当
然
の
前
提
で
あ
る
。

ヨ
ブ
は
子
供
達
の
所
業
に
よ
り
彼
の
義
の
家
が
絶
え
ず
危
機
に

晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
彼
ら
を
聖

別
し
、⋯

彼
ら
す
べ
て
の
数
の
全
焼
の
供
犠
を
捧
げ
た
」（1:5

）。

彼
は
家
長
と
し
て
、
一
族
の
信
仰
上
の
指
導
者
で
あ
り
、
祭
司

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
が
家
長
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
、
一
族
の
贖
罪
に
な
る
。
子
供

た
ち
の
罪
は
そ
の
本
人
が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

同
時
に
家
長
が
負
う
べ
き
も
の
で
も
あ
る9

。

ヨ
ブ
は
連
帯
責
任
は
認
め
る
が
、
応
報
の
遅
延
は
認
め
な
い0

。

「
な
ぜ
、
邪
悪
な
者
達
が
生
き
な
が
ら
え
、
老
年
に
達
し
、
し
か

も
そ
の
富
が
増
す
の
か
。
彼
ら
は
そ
の
子
ら
の
確
か
な
生
活
を

目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
子
孫
達
を
も
目
に
収
め
て
い
る
。
彼

ら
の
家
は
安
全
で
恐
れ
が
な
く
、
神
の
杖
が
彼
ら
に
望
む
こ
と

は
な
い
」（21:7-9

）。
数
世
代
の
ス
パ
ン
で
見
た
場
合
で
も
、
邪

悪
な
る
富
者
の
一
族
は
「
そ
の
灯
が
消
さ
れ
、
災
い
が
襲
い
か

か
る
」（21:17

）
こ
と
は
な
く
、応
報
原
理
は
貫
徹
し
て
い
な
い
、

と
ヨ
ブ
は
言
う
。
応
報
は
事
実
と
し
て
は
破
れ
て
い
る
。
た
と

え
父
祖
の
罪
責
に
よ
る
災
い
を
今
ヨ
ブ
が
受
け
て
い
る
と
し
て

も
、
ヨ
ブ
個
人
の
正
し
さ
に
よ
り
幸
い
が
齎
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
応
報
の
遅
延
に
よ
り
、
そ
の
幸
い
が
ヨ
ブ
の
数

世
代
後
の
一
族
に
齎
さ
れ
る
と
言
っ
て
み
て
も
、
ヨ
ブ
の
一
族

そ
の
も
の
が
滅
亡
し
て
い
る
今
（
こ
こ
に
ヨ
ブ
一
族
が
妻
を
残

し
て
滅
亡
し
た
と
い
う
物
語
設
定
が
意
味
を
持
つ
）、
ど
の
よ
う

に
応
報
原
理
は
実
現
す
る
と
い
う
の
か
。
友
人
達
の
た
め
に
執

り
成
し
の
祈
り
を
捧
げ
た
時
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ヨ
ブ
の
境
遇
を
転

換
し
、
彼
の
所
有
を
当
初
の
二
倍
に
し
、
ヨ
ブ
は
一
〇
人
の
子

供
に
恵
ま
れ
、
彼
の
義
の
住
ま
い
は
回
復
さ
れ
た
。「
あ
な
た
の

始
め
は
小
さ
く
て
も
、
あ
な
た
の
終
わ
り
は
極
め
て
大
き
く
な

る
」（8:7
）
と
言
う
ビ
ル
ダ
ド
の
応
報
予
告
が
現
実
の
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
初
の
一
〇
人
の
子
供
が
生
き
返
っ
た

わ
け
で
は
な
い
ヨ
ブ
に
と
っ
て
、
応
報
は
や
は
り
破
れ
て
い
る
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と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
は
族
の

概
念
と
遅
延
の
ス
パ
ン
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
友
人
達
の

応
報
思
想
が
事
実
に
よ
る
確
認
も
、
反
証
も
ほ
ぼ
不
可
能
に
な

る
場
合
に
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

Ⅳ　

神
の
経
綸
（‘esa

）

神
の
支
配
の
及
ば
な
い
冥
府
で
の
安
ら
ぎ
を
求
め
つ
つ
も
、

な
お
生
か
さ
れ
続
け
、
苦
し
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ヨ
ブ

の
嘆
き
で
あ
る
「
何
ゆ
え
、
彼
は
苦
し
む
者
に
光
を
与
え
、
魂

の
苦
し
み
を
味
わ
う
者
に
命
を
贈
る
の
か
」（3:20

）
と
い
う
問

い
は
、
ヨ
ブ
の
苦
難
の
根
拠
へ
の
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な

ぜ
、
神
よ
り
光
・
命
を
与
え
ら
れ
た
者
が
苦
難
に
見
舞
わ
れ
る

の
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
神
が
態
度
転
換
し
た
理
由
へ
の
問

い
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
手
が
私
を
型
ど
り
造
っ
た
の
に
、
後
で

思
い
な
お
し
て
、
私
を
呑
み
込
も
う
と
す
る
。
心
に
留
め
よ
、

あ
な
た
が
私
を
粘
土
の
よ
う
に
造
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
な
の
に
、

あ
な
た
は
私
を
塵
に
返
そ
う
と
す
る
」（10:8-9

）。
ツ
ォ
フ
ァ
ル

は
神
の
態
度
転
換
の
理
由
は
ヨ
ブ
な
い
し
彼
の
族
の
罪
に
あ
り
、

神
の
戒
め
の
遵
守
に
よ
る
祝
福
の
贈
与
と
い
う
応
報
思
想
に
基

づ
い
て
、
悔
い
改
め
に
よ
る
救
済
を
提
示
し
た
。

そ
の
よ
う
な
応
報
思
想
を
死
ん
だ
知
恵
と
ヨ
ブ
は
断
定
す
る

（12:2

）。
ヨ
ブ
は
神
の
態
度
転
換
の
理
由
と
し
て
そ
の
恣
意
性
を

挙
げ
る
。「
彼
は
旋
風
を
も
っ
て
私
を
痛
め
つ
け
、理
由
も
な
く
、

私
の
傷
口
を
広
げ
る
」（9:17

）。
神
の
怒
り
に
は
何
の
根
拠
も
な

い
、
と
ヨ
ブ
は
言
う
。
神
の
正
し
さ
を
信
じ
る
三
友
は
神
が
態

度
転
換
し
た
理
由
と
し
て
、
人
間
の
被
造
性
か
ら
く
る
脆
弱
性

と
不
浄
性
と
を
挙
げ
る
。「
あ
な
た
（
神
）
は
彼
が
超
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
諸
々
の
境
界
を
設
け
る
」（14:5

）。
人
間
は
神
に
よ

り
創
造
さ
れ
た
。
そ
の
被
造
的
制
約
ゆ
え
に
、
不
可
避
的
に
悪

を
犯
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
脆
弱
性

と
不
浄
性
と
い
う
制
約
を
ヨ
ブ
も
ま
た
認
め
る
。
人
間
の
脆
弱

性
に
つ
い
て
、
エ
リ
フ
ァ
ズ
は
人
間
を
「
泥
の
家
に
住
む
者
達
」

(4:19)

「
塵
の
上
に
彼
ら
の
基
を
据
え
る
者
達
」（4:19

）
と
言
い
、

｢
衣
蛾
よ
り
前
に
潰
れ
る｣

（4:19

）
者
達
と
し
て
い
る
。
ヨ
ブ

も
全
く
同
じ
よ
う
に
言
う
。｢

あ
な
た(

神)

は
吹
き
散
る
木
の

葉
を
脅
か
し
、
乾
い
た
籾
殻
を
追
い
ま
わ
す｣

（13:25

）｢

こ
の
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え
な
い
不
義
な
る
者
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
と
ヨ
ブ
は
考
え

て
い
る
。
人
間
が
清
く
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
人
間
が
義
で
は

あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は

な
い
。
人
間
の
被
造
的
限
界
の
責
任
は
人
間
に
は
な
い
。
人
間

の
正
し
さ
と
は
、
神
の
義
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
罪
に

値
す
る
行
い
を
ひ
た
す
ら
避
け
よ
う
と
す
る
不
断
の
決
意
に
あ

る
。人
間
は
脆
弱
で
あ
り
、な
お
か
つ
清
く
な
い
が
ゆ
え
に
こ
そ
、

義
で
あ
る
よ
う
に
神
に
命
じ
ら
れ
、
義
で
あ
り
え
る
、
と
ヨ
ブ

は
考
え
て
い
る
。

ツ
ォ
フ
ァ
ル
は
自
ら
の
知
恵
を
神
の「
隠
さ
れ
た
知
恵
」（11:6

）

と
し
て
雄
弁
に
語
る
が
、
ヨ
ブ
も
神
の
恣
意
性
に
つ
い
て
ヨ
ブ

の
直
接
体
験
と
被
造
物
の
呻
き
（12:7-12 a

）
を
根
拠
に
語
る
。

存
在
を
贈
与
さ
れ
た
被
造
物
が
何
ゆ
え
虚
無
に
晒
さ
れ
る

の
か
。
神
が
与
え
た
声
望
・
分
別
・
信
頼
・
賢
察
・
高
貴
・

権
力
と
い
っ
た
祝
福
を
、
神
は
ま
さ
に
理
由
な
く
奪
い
去
る

（12:7-12 b
）。
神
の
意
志
の
根
底
に
何
が
あ
る
の
か
。「
罪
も
な

い
の
に
、
突
然
、
鞭
打
た
れ
殺
さ
れ
る
人
の
絶
望
を
神
は
嘲
笑

う
」（9:23

）。
神
は
応
報
原
理
を
無
視
し
、
善
悪
の
彼
岸
に
立

者
は
朽
ち
行
く
よ
う
に
衰
え
、
衣
蛾
に
食
わ
れ
た
衣
の
よ
う
に

な
る｣
（13:28

）。｢

彼
の
日
々
は
短
く
て
騒
動
に
満
ち
、
育
っ

て
は
枯
れ
る
花
の
よ
う
に
、
逃
げ
さ
る
影
の
よ
う
に
、
留
ま
る

こ
と
が
な
い｣

（14:12
）。

被
造
物
の
不
浄
性
を
エ
リ
フ
ァ
ズ
は
「
女
か
ら
生
ま
れ
る
」

（14:1

）
と
表
現
す
る
。｢
女
か
ら
生
ま
れ
た
者
が
ど
う
し
て
正

し
い
で
あ
ろ
う
か
、
彼(

神)
は
そ
の
聖
な
る
者
達
を
も
信
頼

し
な
い
し
、
彼
の
目
に
は
天
も
清
く
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て

厭
わ
れ
る
者
、
腐
敗
し
た
者
、
不
義
を
水
の
よ
う
に
飲
む
者
に

至
っ
て
は｣

（15:14-16

）。
ビ
ル
ダ
ド
も｢

ど
う
し
て
、
人
が
神

の
前
に
正
し
く
あ
り
え
よ
う
か
。
ど
う
し
て
、
女
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
が
清
く
あ
り
え
よ
う｣(25:4)

と
言
う
。
脆
弱
で
不
浄
な

る
被
造
物
で
あ
る
人
間
は
不
義
を
水
よ
う
に
飲
む
存
在
者
で
あ

る
。
ヨ
ブ
も
人
間
の
被
造
性
か
ら
、
人
間
が
清
く
な
い
こ
と
を

認
め
る
。｢

清
い
も
の
が
穢
れ
た
も
の
か
ら
生
ま
れ
れ
ば
よ
い
、

だ
が
そ
ん
な
例
は
一
度
と
し
て
な
い｣

（14:1-4

）。
し
か
し
、
人

間
の
穢
れ
・
脆
さ
は
被
造
物
に
必
然
的
に
付
き
ま
と
う
も
の
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
ゆ
え
に
人
間
が
必
然
的
に
悪
を
犯
さ
ざ
る
を
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（şalm
aw

et

）」
の
地
で
あ
る
。
詩
篇
二
三
編
四
節
で
は
「
死
の

陰
（şalm

aw
et

暗
黒
）」
の
谷
を
彷
徨
す
る
と
き
も
神
は
正
し
く

導
い
て
く
れ
た
が
、
ヨ
ブ
に
お
い
て
は
神
に
よ
っ
て
暗
黒
に
投

げ
込
ま
れ
る
。「
彼
は
暗
闇
（hošεk

）
か
ら
深
部
を
露
わ
に
し
、

暗
黒
を
光
に
向
け
て
引
き
出
す
」（12:22

）。
ヨ
ブ
は
恵
み
の
神

観
を
逆
転
さ
せ
る
。
神
は
創
造
の
業
の
当
初
か
ら
光
の
中
に
暗

黒
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
、
混
沌
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
図
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ン
も
次
の
よ
う
に
言
う
。「
ヨ
ブ
は

言
う
、
原
初
的
現
実
の
う
ち
に
現
さ
れ
る
深
層
の
性
格
か
ら
神

が
光
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
そ
の
現
実
は
深
い
暗
黒
の
性
格
を

帯
び
て
い
る
」（Janzen, ibid., p. 104

）。
ヨ
ブ
と
の
関
わ
り
を

祝
福
か
ら
呪
い
へ
と
転
換
し
た
こ
と
も
ヨ
ブ
の
罪
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
光
の
中
に
暗
闇
・
混
沌
を
齎
す
神
の
意
志
に
あ
る
。

悲
惨
が
幸
い
の
否
定
で
あ
る
よ
う
に
、
混
沌
を
統
御
す
る
力
を

示
す
た
め
に
、
神
は
世
界
を
創
造
し
た
。
神
は
義
と
正
義
の
神

で
は
な
い
。
こ
れ
が
神
の
「
経
綸
」（38:2

）
で
あ
る
、
と
ヨ
ブ

は
考
え
るc
。

ち
、
無
秩
序
を
根
源
的
意
志
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
る
、
と
ヨ

ブ
は
考
え
る
。「
そ
れ
は
あ
な
た
が
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
私
に

は
罪
が
な
い
こ
と
を
」（10:7

）
と
ヨ
ブ
が
言
う
と
き
、
神
の
全

知
性
は
保
持
さ
れ
る
が
、
応
報
原
理
に
よ
り
こ
の
被
造
世
界
に

貫
徹
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
神
の
正
義
は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
エ
リ
フ
ァ
ズ
は
悪
人
の
生
の
混
沌
を
「
邪
悪
な
者
は
昼
間

に
暗
闇
に
出
会
い
、真
昼
に
も
夜
の
よ
う
に
手
探
り
す
る
」（5:14

）

と
申
命
記
二
八
章
二
九
節
を
引
用
し
て
説
明
し
た
。
ヨ
ブ
は
神

が
「
彼
ら
に
光
な
き
暗
闇
の
中
で
手
探
り
さ
せ
、
酔
い
ど
れ
の

よ
う
に
、
彼
ら
を
迷
わ
せ
る
」（12:25

）
と
、
被
造
世
界
そ
の
も

の
の
虚
無
を
描
く
。
被
造
物
は
何
者
も
害
を
加
え
ず
、
滅
ぼ
す

こ
と
も
な
い
「
聖
な
る
山
」（
イ
ザ
ヤ
書11:9

）
の
知
識
を
神
か

ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
に
よ
り
人
の
生
は
「
道
な

き
荒
野
（tohu

）
に
迷
い
込
ま
せ
」（12:24

）
ら
れ
る
。「
創
世

記
一
章
二
節
の
形
な
き
闇
を
複
写
し
た
荒
野
」（Janzen, ibid., 

p. 104

）
は
「
同
じ
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
言
う
。
完

全
な
者
も
邪
悪
な
も
の
も
彼
は
滅
ぼ
す
の
だ
と
」（9:22

）
と
い

う
虚
無
の
地
で
あ
り
、
神
の
義
も
正
義
も
存
在
し
な
い
「
暗
黒
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知
恵
と
し
て
対
比
さ
せ
た
」（Janzen, ibid., p. 116

）
と
い
う
理

由
を
述
べ
る
。
預
言
者
達
と
同
様
、
ヨ
ブ
も
創
造
の
背
後
に
あ

る
創
造
の
究
極
目
的
と
し
て
、
暗
黒
・
混
沌
へ
の
神
の
意
志
を

洞
察
し
た
。
そ
し
て
、
ヨ
ブ
は
そ
の
暗
闇
の
中
に
放
り
込
ま
れ
、

創
造
以
前
の
混
沌
の
中
に
置
か
れ
た
者
と
し
て
自
ら
を
自
覚
し

て
い
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
イ
ザ
ヤ
書
四
〇
章
、
五
三
章
と
共
通

す
る
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
と
し
て
、
結
論
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
ヨ
ブ
の
グ
ノ
ー
シ
ス
は
、
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
十
一
節

に
あ
る
僕
の
「
知
恵
」
と
同
様
、
世
界
の
苦
難
に
参
与
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
神

の
創
造
つ
ま
り
贖
い
の
行
為
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
に
存
在
す
る
こ
と
は
逆
説
的
に
被
造
者
と
し
て

こ
の
世
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
な
お
か
つ
神
の
知
恵
の
業

に
応
答
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
神
の
知
恵
の
業
へ
の
応
答
の

仕
方
と
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
自
ら
の
立
場
を
最
初
の
知
恵
の

立
場
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
創
造
以
前
の
暗

黒
の
中
の
知
恵
の
立
場
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」

（Janzen, ibid., p. 121
）。
わ
か
り
に
く
い
説
明
で
あ
る
が
、
つ

Ⅴ　

知
恵
（hokm

ah

）

こ
の
ヨ
ブ
の
神
認
識
に
対
し
、
エ
リ
フ
ァ
ズ
が
「
あ
な
た
は

最
初
の
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。
山
よ
り
先
に
生
ま
れ
た

の
か
。
神
の
会
議
に
参
与
し
、
知
恵
（hokm

ah

）
を
自
分
の
も

の
と
し
た
の
か
」（15:7-8
）
と
ヨ
ブ
を
批
判
す
る
。
ヨ
ブ
が
「
天

地
創
造
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
知
恵
を
見
通
し
た
ば
か
り

で
な
く
、
天
地
創
造
以
前
か
ら
存
在
し
、
神
の
底
知
れ
ぬ
目
的

の
神
秘
を
な
す
秘
密
を
も
内
々
に
見
通
し
て
い
る
」（Janzen, 

ibid., p. 116

）
と
言
う
「
ヨ
ブ
の
暗
黙
の
訴
え
」（Janzen, ibid.,  

p. 116

）
に
対
す
る
エ
リ
フ
ァ
ズ
の
挑
戦
で
あ
る
、
と
言
う
ジ
ャ

ン
セ
ン
の
洞
察
は
的
確
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
続
け
て
こ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
八
節
の
表
現
法
は
読
者
に
、
エ
リ
フ
ァ

ズ
の
否
定
し
て
い
る
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
安
易
に
否
定
で
き
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、『
神

の
会
議
に
参
与
す
る
』
こ
と
が
多
く
の
預
言
者
に
共
通
す
る
訴

え
で
あ
り
（
列
王
記
上22:19-23

、
エ
レ
ミ
ヤ
書23:18,21-22

、

イ
ザ
ヤ
書41:1-8

）、
ホ
セ
ア
や
イ
ザ
ヤ
の
よ
う
な
預
言
者
は
、

自
分
の
預
言
者
的
使
信
を
い
わ
ゆ
る
他
の
知
恵
に
対
し
て
真
の
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で
あ
る
。

フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
が
箴
言
三
章
十
九
ー
二
十
節
を
引
い
て
「
被

造
世
界
に
は
賢
く
（w

eis

）
秩
序
づ
け
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
属

性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
」（
Ｇ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
『
イ
ス
ラ
エ
ル
の
知

恵
』、
勝
村
弘
也
訳
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
八
年
、

二
三
七
頁
以
下
）
と
言
う
。
さ
ら
に
続
け
て
、「
興
味
深
い
の
は

神
が
知
恵
を
『
そ
の
す
べ
て
の
技
の
上
に
注
ぎ
出
し
た
』（
ベ
ン
・

シ
ラ
の
知
恵1:9

）
と
い
う
ベ
ン
・
シ
ラ
の
表
現
で
あ
る
。⋯

注

ぎ
出
す
と
い
う
語
は
、⋯

現
実
の
宇
宙
論
的
過
程
の
表
示
と
し

て
、
つ
ま
り
特
別
な
或
る
も
の
が
創
造
の
中
へ
と
授
与
さ
れ
る

こ
と
、⋯

神
秘
的
に
創
造
に
内
在
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
」（
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
前
掲
書
、
二
三
八
頁
）
と

す
る
。
箴
言
八
章
の
教
訓
詩
で
「
客
体
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、

神
の
属
性
で
は
な
く
て
世
界
の
属
性
、
つ
ま
り
そ
れ
に
よ
っ
て

世
界
が
人
間
の
生
に
秩
序
だ
っ
て
向
き
あ
う
よ
う
に
な
る
、
あ

の
神
秘
的
な
偶
有
性
な
の
で
あ
る
」（
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
前
掲
書
、

二
三
九
頁
）。
そ
し
て
こ
の
世
界
内
在
的
な
知
恵
を
「
原
秩
序
」、

ま
り
神
に
よ
る
宇
宙
創
造
は
正
義
（m

išpat

）
と
知
識
（da ‘at

）

に
よ
る
行
為
で
あ
り
（
イ
ザ
ヤ
書40:12-14

）、
苦
難
の
中
に
置

か
れ
た
被
造
者
は
創
造
以
前
の
暗
黒
の
中
で
神
の
知
恵
の
似
像

に
な
り
、
そ
の
創
造
の
知
恵
に
参
与
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
箴
言
八
章
二
二
―
三
一
節
も
ヨ
ブ
記
十
五

章
七
ー
八
節
と
主
題
を
共
に
し
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
も
し
箴
言
八
章
三
十
一
節
が
神
の
像
（divine 

im
age

）
と
い
う
人
間
の
主
題
を
知
ら
せ
る
別
の
方
法
と
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
人
の
使
命
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
箴
言
に
お
け
る
知

恵
に
よ
る
人
へ
の
呼
び
か
け
は
、
山
々
が
創
造
さ
れ
る
前
か
ら

存
在
し
、
知
恵
の
業
に
応
答
す
る
者
達
の
中
で
表
現
さ
れ
る
知

恵
を
含
め
、
知
恵
の
働
き
と
業
の
継
続
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る

神
の
創
造
行
為
に
参
与
す
る
こ
と
へ
の
促
し
で
あ
る
」（Janzen, 

ibid., p. 187

）。
人
間
の
使
命
は
知
恵
の
呼
び
か
け
に
応
答
し
、

神
の
創
造
行
為
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
被
造

世
界
の
ど
こ
に
応
答
す
べ
き
知
恵
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
い
こ
そ
ヨ
ブ
記28

章
の
知
恵
の
所
在
を
問
い
尋
ね
る
問
い
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の
秘
義
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
秘
義
が
人
間
の
僭
越
な
手
出
し
か
ら
免
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
そ
れ
を
そ
の

他
の
高
価
な
宝
の
よ
う
に
、
自
分
の
支
配
下
へ
と
手
に
入
れ
る

こ
と
は
決
し
て
な
い
」（
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
前
掲
書
、
二
二
七

頁
）
と
す
る
。
神
が
世
界
に
吹
き
込
ん
だ
秩
序
で
あ
る
知
恵
は

世
界
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
い
か
な
る
知
覚
か
ら
も
締

め
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
間
知
の
支
配
に
は
服

さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
知
恵
は
ど
こ
に
い
か
に

し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ヨ
ブ
記

二
八
章
二
八
節
の
解
釈
に
か
か
っ
て
く
る
。
二
八
節
で
は
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
見
よ
、
主
を
畏
れ
敬
う
こ
と
、
そ

れ
が
知
恵
、
悪
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
、
そ
れ
が
分
別
」。
神
の
知

恵
、
神
の
奥
義
は
人
間
に
は
全
く
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
可

知
論
的
認
識
論
が
そ
の
基
盤
に
あ
り
、
人
間
が
な
し
う
る
こ
と

は
た
だ
主
を
畏
れ
敬
う
こ
と
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
は
二
八
章
に
つ
い
て
、「
こ
の
詩

が
後
か
ら
補
足
的
に
、
ヨ
ブ
記
の
対
話
部
分
に
挿
入
さ
れ
た
と

「
神
秘
的
秩
序(O

rdnungsgeheim
nis:

秩
序
の
秘
義)

」と
か
、「
世

界
理
性
」と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る（
フ
ォ
ン
・

ラ
ー
ト
前
掲
書
、
二
三
九
頁
）。
我
々
は
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
と
と

も
に
創
造
の
知
恵
は
被
造
世
界
の
根
底
に
あ
る
原
秩
序
で
あ
る

と
確
認
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
二
章
に
お
い
て
は
神
の
「
隠
さ
れ
た
」
経
綸
は
野
の
獣
、

空
の
鳥
、
あ
の
世
の
嘆
く
者
、
海
の
魚
さ
え
知
っ
て
い
る
、
と

ヨ
ブ
は
言
っ
た
が
、
二
八
章
に
お
い
て
は
、
知
恵
の
所
在
は
猛

禽
に
も
禿
鷹
に
も
獅
子
に
も
お
よ
そ
す
べ
て
命
あ
る
も
の
の

目
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
と
す
る
（28:1-22

）。
こ
れ
は
ま
っ
た

く
同
一
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
被
造
世
界
を
ど
れ
ほ
ど

探
求
し
て
も
、
そ
こ
に
は
神
の
暗
黒
の
意
志
を
見
出
す
の
み
で

（28:3

）、決
し
て
「
秩
序
の
秘
義
」
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

知
恵
は
世
界
に
内
在
す
る
が
、
人
間
知
に
よ
っ
て
把
捉
可
能
な

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
は
ヨ

ブ
記
二
八
章
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
知
恵
に
つ
い
て
、「
こ

の
知
恵
は
ど
こ
か
世
界
の
中
に
探
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（
フ

ォ
ン
・
ラ
ー
ト
前
掲
書
、
二
二
六
頁
）
が
、「
人
間
が
こ
の
創
造
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章
の
中
心
的
な
節
と
見
る
（
ペ
ー
タ
ー
ス
）
こ
と
は
お
そ
ら
く

当
た
ら
な
い
。
レ
ヴ
ェ
ー
ク
や
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
も
二
八
節
を

二
次
的
付
加
と
見
る
」（
関
根
前
掲
書
、
二
三
六
―
二
三
七
頁
）。

そ
し
て
、
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
と
同
様
、
二
八
節
で
は
「
知
恵
や

悟
り
が
再
び
人
間
の
側
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
」（
同
上
）
と
し

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
二
八
章
は
ヨ
ブ
の
発
言
の
一

部
で
あ
り
、
二
八
節
は
そ
の
結
論
部
分
と
し
て
「
練
り
上
げ
ら

れ
た
深
遠
さ
を
伴
う
新
鮮
な
も
の
で
あ
る
」（Janzen, ibid., p. 

188

）
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
敬
虔

は
一
章
二
一
節
で
表
明
さ
れ
た
も
の
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で

あ
り
、
続
く
二
九
ー
三
一
章
は
そ
の
敬
虔
を
示
す
例
で
あ
る
、

と
し
て
い
る
（Janzen, ibid., p. 188f

）。
我
々
は
こ
の
ジ
ャ
ン
セ

ン
の
見
解
を
取
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
創
造
の
原

秩
序
で
あ
る
神
の
知
恵
は
人
間
知
の
い
か
な
る
探
求
か
ら
も
近

づ
き
う
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
敬
虔
な
勇
気
あ
る
決
断
に
よ

っ
て
の
み
共
に
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ブ

が
決
し
て
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
潔
白
と
い
う
形
で
表
さ

い
う
点
に
関
し
て
は
、
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
る
」（
前
掲
書
、

二
二
八
頁
）
と
し
、「
非
常
な
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
こ
の
詩
の
最

後
の
節
を
付
加
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
そ
れ
は
読
者
を
は
な

は
だ
し
い
否
定
的
結
果
の
ま
ま
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
を
望
ま

な
か
っ
た
或
る
人
物
に
由
来
す
る
。⋯

知
恵
に
至
る
道
は
、
ヤ

ハ
ウ
ェ
を
畏
れ
る
こ
と
を
経
て
続
く
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
補
足
を
行
っ
た
者
は
、
こ
の
詩
の
主
題
か
ら
離
れ
て

し
ま
っ
た
の
み
で
は
な
く
、『
知
恵
』
と
い
う
言
葉
を
突
然
全
く

異
な
っ
た
意
味
で
、
つ
ま
り
人
間
的
な
知
恵
の
意
味
で
、
使
用

し
た
の
で
あ
る
」（
同
上
）
と
し
て
い
る
。
関
根
正
雄
も
こ
の
線

に
沿
っ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
知
恵
を
神
に
の
み
属
す
る
も
の

と
し
、
人
に
は
隠
れ
て
見
え
な
い
も
の
、
近
づ
き
が
た
い
も
の

と
し
て
み
る
の
が
、
こ
の
詩
の
中
心
思
想
で
あ
る
。⋯
知
恵
が

人
に
は
近
づ
き
が
た
い
も
の
、
神
の
も
の
と
な
る
時
、
神
御
自

信
も
非
常
に
超
越
的
な
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
恐
ら
く
は
後
の
人
に
よ
っ
て
二
八
節

が
付
加
さ
れ
、
も
う
一
度
神
の
知
恵
と
人
と
の
近
い
関
係
を
強

調
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
二
八
節
を
こ
の
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こ
と
で
あ
る
。

神
の
知
恵
へ
の
参
与
は
内
な
る
義
へ
の
意
志
的
な
忠
誠
の
誓

い
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
二
七
章
二
―
六
節
は
ヨ
ブ
の
第
一

の
誓
い
と
し
て
、
ヨ
ブ
記
三
一
章
の
潔
白
の
誓
い
に
先
立
つ
も

の
で
あ
る
。「
我
が
正
義
を
退
け
る
神
が
生
き
る
限
り
、
我
が
魂

を
苦
し
め
る
全
能
者
に
か
け
て
」（27:2

）
は
不
当
に
ヨ
ブ
を
苦

し
め
る
不
義
な
る
神
へ
の
誓
い
の
宣
言
で
あ
る
。
応
報
原
理
を

廃
棄
し
、
契
約
を
破
棄
し
、
ヨ
ブ
を
捨
て
た
神
に
ヨ
ブ
は
誓
約

す
る
。「
我
が
内
に
一
息
た
り
と
も
残
る
限
り
、
神
の
霊
が
我

が
鼻
に
留
ま
る
限
り
」（27:3

）
神
の
霊
と
ヨ
ブ
の
息
と
が
ヨ
ブ

の
内
に
お
い
て
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
所
と
は
六
節
に

言
う
「
心
（lebab

）」
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
ヨ
ブ
の
心
に

神
が
現
在
す
る
と
い
う
。「
ヨ
ブ
が
自
ら
の
内
な
る
神
の
現
在

を
現
す
も
の
と
し
て
同
じnešam

a (

「
息
」27:3a)

と
い
う
語
を

用
い
て
誓
約
を
し
て
い
る
と
き
、
我
々
は
彼
の
心
の
内
に
輝
く

神
の
光
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。⋯

神
自
身
の
輝
き
が
闇
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
（10:3c, 22b

）
で
さ
え
、
神
の
啓
示
の

光
と
神
の
霊
感
の
霊
は
ヨ
ブ
の
心
の
内
に
見
ら
れ
る
」（Janzen, 

れ
る
義
の
意
識
に
固
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
神

の
知
恵
と
す
で
に
出
会
っ
て
い
る
。
暗
黒
の
中
で
義
に
縋
り
つ

く
こ
と
は
神
の
知
恵
と
共
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
創
造
に
参
与

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ン
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、

そ
れ
は
極
め
て
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
奇
妙
な
逆
説
に
よ

り
二
八
章
二
八
節
の
告
白
は
、
正
し
く
聞
か
れ
る
な
ら
ば
、
ま

さ
に
ヨ
ブ
が
得
ら
れ
な
い
と
信
じ
て
い
る
知
恵
の
ヨ
ブ
に
お
け

る
存
在
を
述
べ
て
い
る
と
言
え
よ
う
」（Janzen, ibid., p. 191

）。

「
創
造
者
の
知
恵
に
近
づ
き
う
る
最
短
の
道
は
、
創
造
者
の
前
で

敬
虔
で
道
徳
的
に
潔
白
な
態
度
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」

（Janzen, ibid., p. 198

）。「
真
の
知
恵
は
創
造
の
業
『
に
（in

）』

見
出
さ
れ
る
」（Janzen, ibid., p. 197

）
の
で
あ
り
、
行
為
か
ら

離
れ
て
概
念
的
に
観
想
的
に
洞
察
さ
れ
会
得
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い（Janzen, ibid., p. 197

）。
そ
の
知
恵
を
共
に
す
る
と
は
、「
本

質
的
に
前
進
し
つ
つ
あ
る
創
造
（ongoing creation

）
と
し
て

の
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
肯
定
す
る
こ
と
」（Janzen, ibid., 

p. 198

）
で
あ
る
。
神
の
創
造
の
知
恵
は
ヨ
ブ
自
ら
の
義
の
意
識

に
お
い
て
出
会
わ
れ
、
そ
れ
が
歴
史
創
造
の
力
で
あ
る
と
い
う
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事
実
と
し
て
の
義
は
虚
妄
と
化
す
。
潔
白
の
誓
い
と
は
内
な
る

義
の
事
実
か
ら
、
神
が
義
へ
と
態
度
転
換
す
る
こ
と
を
要
請
す

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ヨ
ブ
の
信
仰
を
ヨ
ブ
の
フ
ュ
ブ
リ
ス
と
し
て
、
三
八
章

以
下
で
こ
の
ヨ
ブ
の
傲
慢
、
宗
教
性
を
断
罪
し
た
と
い
う
解
釈

が
あ
る
。
特
に
、
三
一
章
三
五
ー
三
七
節
は
、
ヨ
ブ
は
自
己
神

化
し
神
に
挑
戦
し
て
い
る
、
と
す
る
。
し
か
し
、
神
が
ヨ
ブ
を

罪
あ
り
と
す
る
箇
所
は
ど
こ
に
も
な
い
。
四
二
章
七
ー
八
節
は

ヨ
ブ
の
一
二
章
二
二
節
に
お
い
て
示
さ
れ
た
経
綸
と
潔
白
の
誓

い
と
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
の
義
を
問
う
こ
と
は
十
字

架
上
の
イ
エ
ス
の
問
い
や
、
族
長
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
ソ
ド
ム
を
執

り
成
す
た
め
に
発
し
た
問
い
（
創
世
記18:25

）
同
様
尊
大
な
振

る
舞
い
で
は
な
い
。

で
は
、
三
八
章
以
下
に
あ
る
神
に
よ
る
二
回
の
弁
論
に
お
い

て
い
か
な
る
啓
示
が
な
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、ヨ
ブ
は
降
伏
（40:4-

5,42:5-6

）し
た
の
か
。
神
が
創
造
の
途
方
も
な
い
力
を
見
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
ヨ
ブ
を
圧
倒
さ
せ
た
と
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
ヨ

ブ
の
答
え
る
こ
と
の
到
底
不
可
能
な
問
い
を
次
か
ら
次
へ
と
発

ibid., p. 185

）。
神
が
暗
黒
を
欲
す
る
か
の
よ
う
に
ヨ
ブ
に
は
思

わ
れ
る
と
き
で
さ
え
、
ヨ
ブ
の
心
の
内
に
は
神
の
霊
が
現
在
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
心
の
内
に
現
在
す
る
霊
と
は

義
の
意
識
で
あ
る
。
心
に
義
が
生
き
て
お
り
、「
私
は
我
が
義
に

固
着
し
、取
り
下
げ
る
こ
と
は
な
い
」（27:6a

）
と
ヨ
ブ
は
誓
う
。

神
が
義
を
廃
棄
し
、
ヨ
ブ
を
捨
て
た
に
も
拘
ら
ず
、
ヨ
ブ
は
そ

の
義
に
固
着
し
、「
我
が
息
の
絶
え
る
ま
で
、
私
は
自
ら
の
潔
白

を
主
張
す
る
」（27:5b

）
と
誓
う
。
こ
の
内
な
る
義
へ
の
忠
誠

の
誓
い
に
よ
っ
て
の
み
彼
の
心
は
存
在
す
る
も
の
と
な
る
。
こ

の
心
か
ら
の
叫
び
は
神
が
義
へ
と
立
ち
返
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
天
地
創
造
の
究
極
の
目
的
は
原
初
の
暗
闇
、
無

秩
序
を
被
造
物
に
示
す
た
め
で
あ
る
と
神
の
「
隠
さ
れ
た
奥
義
」

を
見
出
し
た
ヨ
ブ
に
と
っ
て
、
神
と
の
契
約
は
破
綻
し
た
も
の

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
心
の
内

に
は
義
の
意
識
、
応
報
原
理
が
揺
る
ぎ
な
く
事
実
と
し
て
意
識

さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
義
は
神
の
義
に
よ
り
成
り
立
つ
も
の

で
あ
る
。
神
の
義
は
ヨ
ブ
の
義
の
存
在
根
拠(ratio essendi)

で

あ
る
。
神
が
義
へ
態
度
転
換
す
る
こ
と
な
し
に
ヨ
ブ
の
内
な
る
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義
を
判
定
す
る
こ
と
の
誤
り
を
叱
責
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
二
回
の
神
に
よ
る
弁
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
神

の
正
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
神
が

自
ら
の
創
造
の
傑
作
と
し
て
賞
賛
す
る
「
レ
ビ
ヤ
タ
ン
」
が
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ナ
イ
ル
鰐
の
イ

メ
ー
ジ
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
の
生
物
は
混
沌
を
象
徴
す
る
も

の
で
あ
る
。
ベ
ヘ
モ
ッ
ト
や
人
間
を
含
む
他
の
被
造
物
同
様
、

こ
の
生
き
物
を
も
神
は
創
造
し
た
。
つ
ま
り
、
混
沌
さ
え
神
の

創
造
の
業
で
あ
る
。「
天
が
下
な
る
す
べ
て
の
も
の
は
私
の
も
の

で
あ
る
」（41:3

）。
神
は
人
間
に
と
っ
て
危
険
極
ま
り
な
い
存
在

し
な
い
ほ
う
が
好
ま
し
い
も
の
を
も
創
造
し
た
。
ま
た
、
破
壊

の
恐
怖
を
も
た
ら
す
混
沌
で
あ
る
海
に
産
着
を
纏
わ
せ
、「
こ
こ

ま
で
は
来
て
も
よ
い
が
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
お
ま
え
の
高
ぶ

る
波
は
そ
こ
で
止
ま
れ
」
と
扉
を
閉
じ
、
閂
を
か
け
た
の
は
神

で
あ
る
。
混
沌
で
あ
る
海
は
乳
飲
み
子
を
注
意
深
く
包
む
産
着

を
神
に
よ
っ
て
纏
わ
せ
ら
れ
、
守
ら
れ
か
つ
被
造
世
界
の
中
で

位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（Janzen

参

照
）。
恐
ろ
し
い
相
貌
を
持
つ
レ
ビ
ヤ
タ
ン
は
混
沌
で
あ
る
に
も

し
、
塵
に
す
ぎ
な
い
被
造
物
と
し
て
の
限
界
を
知
ら
し
め
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ブ
は
自
ら
が
塵
で
あ
り
、
元
々

脆
弱
な
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
初
よ
り
認
め
て
い
た
。

「
裸
で
か
し
こ
に
帰
ろ
う
」（1:21

）
と
述
べ
ら
れ
る
、「
か
し
こ
」

と
は
陰
府
、
無
の
場
で
あ
る
。
ま
た
、
神
が
無
限
の
力
を
持
つ

存
在
で
あ
る
こ
と
は
三
友
と
の
討
論
に
お
い
て
ヨ
ブ
自
身
何
度

も
認
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
（9:1-13,12:7-25

）。
ヨ
ブ
は
問
題

と
す
る
の
は
神
の
義
で
あ
る
。
神
に
よ
る
二
回
の
弁
論
に
お
い

て
示
さ
れ
た
も
の
は
、
神
の
正
義
（m

išpat
）
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
、「
お

ま
え
は
私
の
正
義
を
粉
砕
し
、
私
を
非
と
し
、
自
分
を
正
し
い

と
主
張
す
る
の
か
」
と
い
う
神
に
よ
る
問
い
に
表
さ
れ
て
い
る
。

神
は
ヨ
ブ
を
罪
あ
り
と
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
正
義
を
否
定

す
る
こ
と
も
し
な
い
。
神
に
よ
る
ヨ
ブ
へ
の
批
判
は
、
ヨ
ブ
が

自
ら
の
義
に
神
の
義
を
矮
小
化
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
後
件
肯
定
の
誤
り
が
あ
る
。
自
ら
に
与
え

ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
神
を
断
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ヨ
ブ
の
義
・
正
義
は
正
当
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
神
の
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そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
神
は
砂
塵
、

つ
ま
り
混
沌
の
中
か
ら
ヨ
ブ
に
自
ら
の
義
を
啓
示
し
た
（40:6

）。

註

1

　

イ
エ
ス
の
十
字
架
に
お
い
て
こ
の
義
と
正
義
が
同
時
に
な
さ
れ
て

い
る
。
イ
エ
ス
が
主
の
晩
餐
に
お
い
て
、
自
ら
の
血
は
「
罪
が
赦

さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
の
た
め
に
流
さ
れ
る
私
の
血
」（
マ

タ
イ26:28

）
で
あ
る
と
い
う
。
多
く
の
人
の
罪
に
対
す
る
罰
（
イ

エ
ス
の
死
）
の
遂
行
に
お
い
て
応
報
の
正
義
が
行
わ
れ
、
全
く
罪

の
無
い
者
が
罪
人
に
罰
を
与
え
る
代
わ
り
に
憐
れ
み
を
与
え
、
身

代
わ
り
に
な
る
、
と
い
う
点
で
義
が
達
成
さ
れ
る
。（
他
者
の
罪

を
イ
エ
ス
の
身
代
わ
り
の
死
に
よ
っ
て
贖
う
こ
と
が
可
能
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
は
ま
た
別
問
題
で
あ
る
）

2
 

存
在
か
ら
人
間
関
係
の
正
し
い
規
範
を
導
出
す
る
誤
謬
に
つ
い
て

述
べ
る
自
然
法
論
批
判
の
代
表
格
で
あ
る
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン

（H
ans K

elsen

）
は
次
の
よ
う
な
に
述
べ
る
。「
事
実
か
ら
は
、
つ

ま
り
、
あ
る
事
実
が
存
在
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
こ
と
が
実
際
に

起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
何
が
存
在
す
べ
き
だ
と
か
生
ず

べ
き
だ
と
か
言
う
帰
結
を
決
し
て
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
合
理

的
自
然
法
論
が
、
自
然
か
ら
人
間
の
行
動
に
対
す
る
規
範
を
引
き

出
そ
う
と
す
る
限
り
、
そ
の
試
み
は
、
す
べ
て
詭
弁
に
基
づ
く
も

拘
ら
ず
、
神
に
よ
り
あ
る
調
和
の
あ
る
も
の
と
し
て
賞
賛
さ
れ

て
い
る
（41:8-9

）。

義
・
正
義
が
前
提
す
る
困
窮
・
災
い
・
幸
い
は
神
の
命
令
で

あ
る
「
産
め
よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
ち
よ
」（
創
世
記1:27

）
に

由
来
す
る
。
こ
の
神
の
命
令
に
合
目
的
的
で
あ
る
も
の
は
幸
い

と
さ
れ
こ
の
幸
い
が
欠
如
す
る
状
態
が
困
窮
で
あ
る
。
罰
と
は

こ
の
神
の
命
令
に
合
目
的
的
で
な
い
災
い
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
沃
地
と
砂
漠
と
を
区
別
す
る
分
別
知

は
こ
の
神
の
命
令
の
た
め
に
は
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ

ブ
に
示
さ
れ
た
神
の
義
と
は
混
沌
を
も
保
護
す
る
知
で
あ
る
。

レ
ビ
ヤ
タ
ン
は
「
こ
の
地
上
に
、
彼
を
支
配
す
る
も
の
は
い
な

い
。
彼
は
慄
き
を
知
ら
ぬ
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
」（41:25

）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
善
人
の
苦
難
と
悪
人
の
繁
栄
と
は
人
間

の
知
恵
に
よ
っ
て
支
配
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
レ
ビ

ヤ
タ
ン
は
か
の
命
令
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

神
は
そ
れ
を
保
護
す
る
。
善
人
に
も
悪
人
に
も
同
じ
よ
う
に
雨

が
降
る
如
く
、
災
い
は
善
人
に
も
邪
悪
な
者
に
も
訪
れ
る
。
神

の
義
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
応
報
原
理
を
内
に
含
み
つ
つ
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れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
た
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
前

提
と
し
て
の
自
由
と
寛
容
を
相
対
的
正
義
の
モ
ラ
ル
と
し
て
持
ち

出
す
。「
相
対
主
義
的
世
界
観
か
ら
は
、
絶
対
的
寛
容
に
つ
い
て

の
権
利
が
生
じ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（ibid., S. 50

）
と
、

か
の
テ
ー
ゼ
が
相
対
的
で
あ
る
ゆ
え
そ
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て

の
寛
容
も
相
対
的
で
あ
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
民
主
主
義
を
否
定
す

る
見
解
に
対
し
て
も
寛
容
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
寛
容
は
現
実
の
民

主
主
義
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
導
出
さ
れ
た
モ
ラ
ル
ゆ
え
、「
実

定
法
秩
序
の
範
囲
内
だ
け
の
寛
容
で
あ
る
」（ibid., S. 50

）。
従
っ

て
、
彼
が
「
民
主
主
義
が
、
反
民
主
主
義
の
不
寛
容
に
対
し
て
、

身
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
に
立
ち
い
た
っ
た
と

し
て
も
、
民
主
主
義
は
依
然
と
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
寛
容
で
あ

り
う
る
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
う
、
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
反
民

主
主
義
的
な
意
見
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
平
和
に
発
表
さ
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
さ
に
、
こ
の
よ

う
な
寛
容
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
は
、
独
裁
主
義
か
ら
区
別
さ
れ

る
。⋯

民
主
主
義
体
制
を
力
を
持
っ
て
排
除
し
よ
う
と
い
う
企
て

を
、
力
を
持
っ
て
鎮
圧
し
、
ま
た
適
当
な
方
法
で
阻
止
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
体
制
の
権
利
で
あ
る
と
と
も
に
、
民
主
主

義
体
制
の
権
利
で
も
あ
る
。
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
民

主
主
義
の
原
理
に
も
、
ま
た
寛
容
の
原
理
に
も
、
矛
盾
し
な
い
」

（ibid., S. 51

）
と
結
論
付
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

の
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
人
間
の
行
動
に
対
す
る
規

範
を
、
人
間
の
理
性
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
い
う
試
み
に
も
あ
て
は

ま
る
」（H

ans K
elsen, W

as ist G
erechtigkeit?, Philipp Reclam

 

jun. Stuttgart, 2000, S. 47

）。
存
在
か
ら
当
為
を
導
出
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
で
は
神
の
創
造
の
原
秩
序
か
ら
正
し
い
行
動
の
規

範
を
導
出
で
き
な
い
、
と
ケ
ル
ゼ
ン
は
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と

そ
う
で
は
な
い
。「
も
し
、
自
然
を
神
の
造
り
給
え
る
も
の
と
考

え
る
な
ら
ば
、
自
然
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
規
範
と
し
て
の
自
然

法
は
、
神
の
意
志
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然

法
は
、
形
而
上
学
的
は
性
格
を
持
っ
て
い
る
」（ibid., S. 46

）。
つ

ま
り
、
神
の
創
造
し
た
自
然
の
中
に
神
の
意
志
が
入
り
込
ん
で
い

る
と
き
は
そ
こ
か
ら
人
間
の
行
為
規
範
を
導
出
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
は
認
め
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
神
の
似
像
と
し
て
創
造
さ
れ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
神
の
似
像
と
し
て
全
く
平
等
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
神
の
意
志
で
あ
る
創
造
の
原
秩
序
が
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
ケ
ル
ゼ
ン
は
言
う
。「
法
に
つ
い

て
の
合
理
的
科
学
の
立
場
か
ら
は
、
宗
教
的
、
形
而
上
学
的
な
自

然
法
論
は
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
」（ibid., S. 46f

）。
つ
ま
り
独
断

的
心
情
を
表
明
し
て
い
る
だ
け
で
、
学
問
的
に
は
な
ん
ら
意
味
を

持
た
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
意
味
な
命
題
は
分
析

的
命
題
と
経
験
的
に
検
証
可
能
な
命
題
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
前

提
の
も
と
で
の
見
解
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
民
主
主
義
は
保
持
さ
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困
窮
す
る
者
・
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
配
慮
は
、
も
し
愛
敵
の
み

を
愛
と
す
る
な
ら
ば
、
愛
で
は
な
い
。
創
造
の
秩
序
を
回
復
さ
せ

る
と
い
う
意
味
で
、
義
で
あ
る
。

4
 

9:17-18

に
対
し
て
は22b-23a

、34:23

に
対
し
て
は34:26

、36:6

に
対
し
て
は36:7

、36:17

。
正
し
さ
の
根
拠
と
い
う
意
味
で
ミ
シ

ュ
パ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
も
、
苦
し
み
と
関
わ
る
も
の
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
（27:2,34:5-6

）。
正
し
さ
を
神
に
提
示
す
る
と

い
う
意
味
で
も
、
苦
難
か
ら
の
解
放
が
思
考
さ
れ
て
い
る
（23:4

に
対
し
て23:7

）。
社
会
的
に
法
的
権
利
が
著
し
く
制
限
さ
れ
て

い
る
下
僕
や
は
し
た
め
の
権
利
要
求
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
と

き
（31:13

）
も
、
彼
ら
社
会
的
弱
者
の
幸
福
と
関
わ
ら
せ
て
こ
の

語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（31:16-17

）。 

  

ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
は
族
長
の
時
代
、
士
師
時
代
、
王
朝
期
、
捕
囚

時
代
、
そ
れ
以
後
の
時
代
で
基
本
的
に
意
味
変
化
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
後
に
述
べ
る
三
要
素
の
ど
れ
か
に
力
点
が
置
か
れ
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
神
の
ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
を

述
べ
る
際
に
は
、
罰
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

（40:8-13

）。
サ
ラ
イ
が
ア
ブ
ラ
ム
に
女
奴
隷
ハ
ガ
ル
の
不
適
切
な

行
為
に
つ
い
て
抗
議
す
る
場
合
（「
主
が
私
と
あ
な
た
と
の
間
に

正
義
を
立
て
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」（
創
世
記16:5

）
も
、
単
に
ハ
ガ

ル
の
不
当
性
の
断
定
（
こ
の
場
合
に
は
「
裁
決
す
る
」
或
い
は
「
裁

く
・
審
く
」
と
い
う
訳
語
が
適
切
と
思
わ
れ
る
）
を
す
る
の
み
な

に
お
い
て
は
か
の
テ
ー
ゼ
が
民
主
主
義
体
制
の
権
利
と
し
て
絶
対

的
正
義
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
民
主
主
義
の
自

己
保
存
の
た
め
に
「
あ
ら
ゆ
る
力
の
行
使
を
禁
ず
る
」（ibid., S. 

50
）
と
は
、
民
主
主
義
の
自
己
保
存
を
絶
対
化
し
て
い
る
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
の
か
。
そ
し
て
こ
の
テ
ー
ゼ
は
明
ら
か
に
検
証
可

能
な
命
題
で
は
な
い
。
神
の
意
志
か
ら
出
発
す
る
自
然
法
論
を
独

断
論
と
す
る
な
ら
ば
、民
主
主
義
を
保
持
す
べ
し
と
い
う
彼
の
「
相

対
的
正
義
論
」
も
ま
た
独
断
論
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
法
に
つ

い
て
の
合
理
的
科
学
の
立
場
か
ら
は
、
宗
教
的
・
形
而
上
学
的
な

自
然
法
論
は
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
」（ibid., S. 46f

）
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
相
対
主
義
的
実
定
法
論
に
つ
い

て
も
言
え
よ
う
。

3
 

ア
モ
ス
書
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
彼
ら
が
正
し
い

者
（şaddiyq

）
を
金
で
、
貧
し
い
者
を
靴
一
足
の
値
で
売
っ
た
か

ら
だ
。
彼
ら
は
弱
い
者
の
頭
を
地
の
塵
に
踏
み
つ
け
、
悩
む
者
の

道
を
曲
げ
て
い
る
。
父
も
子
も
同
じ
女
の
元
に
通
い
私
の
聖
な
る

名
を
汚
し
て
い
る
」（
ア
モ
ス2:6-7

）。
貧
者
・
弱
者
は
必
ず
し
も

神
を
畏
れ
る
者
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
困
窮
が
本
来
の
あ
り

方
を
犯
さ
れ
た
ゆ
え
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
原
秩
序
の
回
復
さ

れ
る
べ
き
「
正
し
い
者
」
な
の
で
あ
る
。
義
は
創
造
の
原
秩
序
へ

の
熱
望
で
あ
り
、
平
等
で
あ
る
も
の
を
平
等
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
困
窮
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
救
済
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
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最
高
善
の
義
務
は
道
徳
法
則
の
内
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ

か
ら
分
析
的
に
導
出
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ど

の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
最
高
善
の
義
務
は
提
起
さ
れ
う
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。｢

も
し
も
道
徳

法
則
が
先
天
的
に
適
合
し
た
結
果
を
そ
の
規
則
と
結
合
せ
ず
、
そ

れ
ゆ
え
約
束
と
威
嚇
と
を
伴
わ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
法
則

は
命
令
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
道
徳
法
則

は
、
そ
れ
が
最
高
善
、
こ
れ
の
み
が
そ
の
よ
う
な
合
目
的
統
一

を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
最
高
善
と

し
て
の
必
然
的
存
在
者
の
内
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
約
束

と
威
嚇
と
を
伴
う
こ
と
は
で
き
な
い
。｣

（A
811f, B839f [

カ
ン

ト
か
ら
の
引
用
は
慣
例
通
り
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
る
が
、『
純
粋

理
性
批
判
』
に
関
し
て
は
Ａ
版
Ｂ
版
に
よ
り
示
す]

）
つ
ま
り
根

源
的
最
高
善
と
し
て
の
必
然
的
存
在
者
の
内
に
お
い
て
約
束
と

威
嚇
が
道
徳
法
則
と
結
合
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。｢

純

粋
理
性
は
た
だ
根
源
的
最
高
善
の
内
に
、
派
生
的
最
高
善
の
二

つ
の
要
素
の
実
践
的
に
必
然
的
な
結
合
の
、
す
な
わ
ち
英
知
的

な
、
つ
ま
り
道
徳
的
な
世
界
の
根
拠
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る｣(A

810f

，B838f

）。
神
が
有
徳
と
幸
福
と
の
結
合
の
意

志
を
持
つ
ゆ
え
、
派
生
的
最
高
善
が
人
間
の
義
務
と
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。(

以
上
の
所
論
は
量
義
治
『
批
判
哲
学
の
形
成

と
展
開
』、
理
想
社
、
一
九
九
七
年
、
二
八
四
頁
以
下
に
よ
る) 

ら
ず
、
不
当
性
を
解
消
し
て
元
の
状
態
に
戻
す
と
い
う
意
味
ま
で

含
ん
で
い
る
。
士
師
時
代
に
は
守
る
べ
き
基
本
的
な
倫
理
と
言
う

意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
（
士
師
記13:12

）。
サ
ム
エ
ル
記
で
は

統
治
・
裁
き
・
権
能
と
し
て (

上8:3

・10)

、
ま
た
民
の
権
利
根
拠

と
言
う
意
味
で
の｢
申
し
立
て｣

（
下15:4)

と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
。
列
王
記
で
は
民
族
の
風
習
で
あ
り
、
民
の
守
る
べ
き
規
範

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た(
列
王
記
下17:33)

。
イ
ザ
ヤ
書
で
は
弱

者
の
当
然
保
護
さ
れ
る
べ
き｢
権
利｣

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

（
イ
ザ
ヤ
書10:2

）。

5
 

「
聞
け
、
祭
司
た
ち
よ
。
心
し
て
聞
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
よ
。
耳

を
傾
け
よ
、
王
の
家
よ
。
ま
こ
と
に
正
義
は
あ
な
た
方
に
属
す
る

の
だ
」（
ホ
セ
ア5:1

）。
あ
る
い
は
イ
ザ
ヤ
書33:5
。

6
 

ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
や
そ
の
動
詞
形
「
シ
ャ
フ
ァ
ト
（shaphat
）」
は

遂
行
者
が
神
で
あ
る
か
人
で
あ
る
か
は
問
わ
な
い
（
創
世
記16:5
、

士
師
記11:27, 

列
王
記
上3:28

）。
そ
の
点
で
、
常
に
神
の
直
接
的

審
判
の
意
味
で
の
み
用
い
るpaqad

と
は
異
な
る
（
赤
井
節
『
ヘ

ブ
ラ
イ
ズ
ム
法
思
想
史
の
研
究
・
序
説
』、
創
文
社
、
昭
和
四
四
年
、

一
〇
三
頁
参
照
）。

7
 

カ
ン
ト
に
お
い
て
道
徳
法
則
と
最
高
善
と
の
関
係
は
微
妙
な
問
題

を
含
ん
で
い
る
。
一
切
の
幸
福
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
道
徳
法

則
を
意
思
の
動
機
と
す
る
こ
と
に
よ
り
徳
が
達
成
さ
れ
る
。
で

は
、
な
ぜ
こ
の
有
徳
は｢

幸
福
に
値
す
る
こ
と｣

で
あ
る
の
か
。
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格
律
の
第
一
の
原
理
に
し
な
い
た
め
に
、
実
践
理
性
は
幸
福
を
十

分
に
配
慮
す
る
よ
う
、
神
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

8
 

タ
リ
オ
の
法
は
理
念
形
と
し
て
そ
の
妥
当
性
を
持
つ
。｢

目
に
は

目
を｣

で
あ
っ
て
も
、
目
の
周
辺
の
組
織
ま
で
考
慮
し
て
厳
密
に

同
じ
罰
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ヨ
ブ
が
失
っ
た
物
と

得
た
物
と
は
異
な
る
（
高
潔
と
賞
賛
・
災
禍
と
は
同
一
性
質
と
は

い
え
な
い)

が
、
そ
の
共
同
体
で
可
能
な
類
似
し
た
も
の
に
よ
り

補
填
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
正
義
が
実
現
さ
れ
る
。

9
 

ヨ
ブ
の
執
り
成
し
は
四
二
章
で
は
友
人
達
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。

「
ヨ
ブ
の
よ
う
に
正
し
く
語
ら
な
か
っ
た
」（42:7

）
が
ゆ
え
の
、

友
人
達
に
対
す
る
神
の
怒
り
を
宥
和
す
る
た
め
に
執
り
成
し
の
供

犠
を
ヨ
ブ
は
行
う
。
全
焼
の
供
犠
の
執
行
権
が
神
殿
祭
司
に
よ
り

独
占
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
時
代
に
、
ヨ
ブ
に
執
行
さ
せ
る
執

り
成
し
は
連
帯
責
任
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
友
人
達
が
正

し
く
語
ら
な
か
っ
た
責
任
が
ヨ
ブ
に
も
あ
る
、
と
ヨ
ブ
記
作
者
が

考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ヨ
ブ
が
悔
い

改
め
た
時
（42:6

）
に
で
は
な
く
、「
ヨ
ブ
が
そ
の
友
人
達
の
た
め

に
祈
り
を
捧
げ
た
時
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ヨ
ブ
の
境
遇
を
転
換
し
た
」

（42:10

）
の
で
あ
る
。
並
木
浩
一
氏
は
こ
の
「
転
換
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「「
転
換
」
は
具
体
的
に
は
国
家
滅
亡

に
よ
る
「
捕
囚
状
況
」（
こ
れ
が
ケ
テ
ィ
ー
ブ
の
理
解
）
へ
の
転

換
で
あ
り
、
神
に
よ
る
そ
の
境
遇
の
再
転
換
を
こ
の
語
句
が
担
っ

  

最
高
善
は
道
徳
法
則
に
従
う
意
志
の
必
然
的
対
象
で
あ
り
、
最

高
善
の
可
能
性
の
必
然
的
制
約
と
し
て
神
が
要
請
さ
れ
る
。
道
徳

法
則
は
最
高
善
の
認
識
根
拠
（ratio cognoscendi

）
で
あ
り
、
最

高
善
は
神
の
認
識
根
拠
で
あ
る
。
神
は
道
徳
法
則
と
最
高
善
の
存

在
根
拠(ratio essendi)

で
あ
る
。『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、

最
高
善
が
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
志
の
対
象
と
し
て

提
示
さ
れ
る
際
、
神
が
そ
れ
の
認
識
根
拠
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て

い
る
。「
な
ん
と
な
れ
ば
幸
福
を
必
要
と
し
、
事
実
幸
福
に
値
す

る
に
も
拘
ら
ず
、
幸
福
に
与
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
一

切
の
力
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
理
性
的
存
在
者
の
完
全
な
意
欲

と
、
我
々
が
試
み
に
そ
の
よ
う
な
意
欲
を
考
え
て
み
さ
え
す
る
な

ら
ば
、
到
底
両
立
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」(K
pV, V, 110)

。
そ
こ

に
は
循
環
が
あ
る
。
神
を
持
ち
出
さ
ず
に
道
徳
性
と
幸
福
と
の
必

然
的
結
合
を
義
務
と
し
て
は
提
示
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

の
場
合
に
お
い
て
も
、
有
徳
と
幸
福
と
の
必
然
的
結
合
は
神
に
よ

っ
て
人
間
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
神
の
人
間
に
対
す
る
哀
れ
み
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。｢

一
方
で
は
幸
福(

こ
れ
に
は
熟
練
、
健
康
、
富
が
属
す

る)

は
彼
の
義
務
を
実
現
す
る
手
段
を
含
み
、
ま
た
他
方
で
は
幸

福
の
欠
如(

た
と
え
ば
貧
乏)

は
我
々
を
し
て
義
務
に
違
反
さ
せ

る
誘
惑
を
含
む｣

（KpV, V, 93

）。
幸
福
の
欠
如
に
よ
る
義
務
違
反

へ
の
誘
惑
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
つ
ま
り
幸
福
の
原
理
を
意
志
の



125 ――― 東西宗教研究　第 10 号・2011 年

う
こ
と
か
。『
先
祖
が
酸
い
ぶ
ど
う
を
食
べ
れ
ば
、
子
孫
の
歯
が

浮
く
』
と
。⋯

罪
を
犯
し
た
者
、
そ
の
人
が
死
ぬ
」（
エ
ゼ
キ
エ

ル
書18:2-4

）。
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
い
た
っ
て
は
、
因
果
応
報
は
徹
底

的
に
個
人
化
さ
れ
、
個
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
（
エ
ゼ
キ
エ
ル
書

14:12-16

）。

a
 

ヨ
ブ
記
一
二
章
七
ー
一
二
節
は
大
方
の
註
解
者
が
二
次
的
な
も
の

と
し
て
い
る
。
文
法
上
の
理
由
、
九
節
後
半
で
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
手

が
こ
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
」
と
イ
ザ
ヤ
書
四
一
章
二
〇

節
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、「
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
「
こ
の
こ
と
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
こ

と
、
一
二
節
の
思
想
が
ヨ
ブ
の
考
え
と
不
統
一
で
あ
る
こ
と
が
そ

の
主
な
理
由
で
あ
る
（
関
根
正
雄
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
参
照
）。

確
か
に
、
イ
ザ
ヤ
書
四
一
章
と
同
様
に
被
造
物
す
べ
て
が
神
の
創

造
の
業
を
賛
美
し
て
い
る
と
読
む
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
で
は
ヨ
ブ

の
考
え
と
合
う
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
ヨ
ブ
が
七
章
一
七
節

に
お
い
て
詩
篇
八
篇
五
節
か
ら
引
用
し
、
卑
小
な
る
存
在
へ
の
恵

み
に
対
す
る
感
謝
の
句
を
執
拗
な
神
の
介
入
に
対
す
る
怒
り
・
抗

議
の
意
味
に
読
み
替
え
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
意
味
の
転
換
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
よ
り
、
七
ー
一
二
節
は

ヨ
ブ
記
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。
ツ
ォ
フ
ァ
ル
は
神
の

統
括
す
る
世
界
の
四
領
域
（
天
・
冥
府
・
大
地
・
海
）
を
提
示

し
（11:8-9

）、
全
能
者
の
極
限
ま
で
見
通
す
知
の
超
越
性
を
述
べ

た
（
詩14:7

他
）。
境
遇
は
民
族
全
体
の
状
況
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
個
人
に
使
用
す
る
例
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヨ

ブ
の
苦
難
と
希
望
と
が
民
族
の
そ
れ
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

暗
示
す
る
」（
並
木
前
掲
書
、172

頁
）。
正
し
い
ヨ
ブ
が
罰
せ
ら
れ

る
べ
き
友
人
達
を
執
り
成
す
こ
と
に
よ
り
義
が
遂
行
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
神
が
ヨ
ブ
を
正
義
の
中
に
包
み
込
む
。
ヨ
ブ
と
友
人
達

の
救
済
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
友
人
達
の
救
済
以
前
に
ヨ
ブ
の
み

が
祝
福
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

0
 

出
エ
ジ
プ
ト
記
、
申
命
記
で
は
族
の
連
帯
責
任
と
応
報
の
徹
底
性

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
私
は
主
、あ
な
た
の
神
。
私
は
熱
情
の
神
。

私
を
否
む
者
に
父
祖
の
罪
を
子
孫
に
三
代
、
四
代
ま
で
も
問
う
が
、

私
を
愛
し
、
私
の
戒
め
を
守
る
者
に
は
、
幾
千
代
に
も
及
ぶ
慈
し

み
を
与
え
る
」（
出
エ
ジ
プ
ト
記20:5

―6

、
申
命
記5:9–10
）。
イ

ザ
ヤ
書
で
は
「
災
い
だ
。
私
は
滅
ぼ
さ
れ
る
。
私
は
汚
れ
た
唇
の

者
。
汚
れ
た
唇
の
民
の
中
に
住
む
者
」（
イ
ザ
ヤ
書5:5

）
と
、
罪

の
連
帯
責
任
と
応
報
の
貫
徹
と
が
告
白
さ
れ
て
い
る
。
エ
レ
ミ
ヤ

や
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
連
帯
責
任
を
否
定
し
、
応
報
を
事
実
と
し
て
承

認
す
る
。「
そ
の
日
に
は
、
人
々
は
も
は
や
言
わ
な
い
。『
先
祖
が

酸
い
ぶ
ど
う
を
食
べ
れ
ば
、
子
孫
の
歯
が
浮
く
』
と
。
人
は
自
分

の
罪
の
ゆ
え
に
死
ぬ
。
誰
で
も
酸
い
ぶ
ど
う
を
食
べ
れ
ば
、
自
分

の
歯
が
浮
く
」（
エ
レ
ミ
ヤ
書31:29-30

）。「
お
前
た
ち
が
イ
ス
ラ

エ
ル
の
地
で
、
こ
の
諺
を
繰
り
返
し
口
に
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
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突
然
不
運
に
見
舞
わ
れ
、
罠
に
か
か
る
」（
コ
ー
ヘ
レ
ト
の
言
葉

9:12

）
と
言
う
被
造
物
の
呻
き
と
同
じ
で
あ
る
。

b
 

一
二
章
一
三
ー
二
五
節
を
も
神
の
知
恵
と
力
を
賛
美
す
る
歌
で
あ

る
と
し
て
、
全
節
を
あ
る
い
は
部
分
的
に
後
の
加
筆
で
あ
る
と
す

る
註
解
者
が
多
い
。
二
二
節
に
つ
い
て
は
暗
闇
な
ど
の
モ
チ
ー
フ

が
神
を
讃
え
る
テ
キ
ス
ト
に
は
相
応
し
く
な
い
と
し
て
除
く
有
力

な
注
解
も
あ
る
（
関
根
正
雄
前
掲
書
、110

頁
参
照
）。
し
か
し
、

こ
こ
は
ヨ
ブ
が
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
友
人
た
ち
の
応
報
思
想

を
批
判
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

c
 

ハ
ン
ス
・
ヨ
ー
ナ
ス
（H

ans Jonas)

は
絶
対
的
な
善
、
絶
対
的

な
力
、
理
解
可
能
性
と
い
う
神
の
三
つ
の
属
性
の
う
ち
ど
れ
か

一
つ
は
排
除
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
言
う
。｢

問
題
は
こ
う
な
り
ま

す
。
三
つ
の
属
性
の
う
ち
、
ど
れ
が
私
た
ち
の
神
の
概
念
に
真
に

一
体
化
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
譲
渡
で
き
な
い
か
、
ど
の
属
性
が
三
番

目
と
し
て
他
の
二
つ
の
い
っ
そ
う
有
力
な
要
請
に
比
べ
て
弱
い
も

の
と
し
て
消
し
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か｣

（
ハ
ン
ス
・
ヨ

ー
ナ
ス
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
神
』、
品
川
哲
彦
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
頁
）。
神
の
理
解
可
能
性

は
、
人
間
の
被
造
的
限
界
ゆ
え
制
限
を
受
け
る
と
し
て
も
、
多
く

の
啓
示
、
律
法
・
戒
め
、
預
言
者
達
の
言
葉
か
ら
十
分
に
保
証
さ

れ
る
。
ま
た
、
神
の
善
性
は
神
概
念
と
は
不
可
分
ゆ
え
廃
棄
は
で

き
な
い
と
す
る
。
従
っ
て
、
彼
は
理
解
可
能
性
と
善
性
と
は
神
が

る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ブ
の
知
の
有
限
性
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し

た
。
ヨ
ブ
は
そ
の
四
領
域
に
住
ま
う
も
の
、「
野
の
獣
・
空
の
鳥
・

あ
の
世
の
嘆
く
者
・
海
の
魚
（12:7-8

）」
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
の
も

の
達
が
皆
神
の
「
隠
さ
れ
た
知
恵
」
を
知
っ
て
い
る
と
す
る
。「
あ

の
世
の
嘆
く
者
」
と
は
苦
悩
の
内
に
人
生
を
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
悲
嘆
の
も
の
達
の
こ
と
で
あ
る
（Janzen, ibid., p. 103

）。

一
二
章
九
節
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
イ
ザ
ヤ
書
四
一
章
二
〇
節
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。
詩
文
で
は
意
図
的
に
避
け
て
い
る
「
ヤ
ハ
ウ

ェ
」
を
あ
え
て
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
点
箇
所
と

対
照
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
イ
ザ
ヤ
書
で
は
聖
な
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の

神
が
荒
れ
野
を
緑
豊
か
な
大
地
に
変
貌
さ
せ
る
恵
み
の
贈
与
、
救

済
の
業
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ヨ
ブ
記
一
二
章
九
節
の
「
こ
の

こ
と
」
と
は
、
四
ー
六
節
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
応
報
原
理
を
一
切

無
視
す
る
神
の
絶
対
的
恣
意
的
支
配
の
こ
と
で
あ
る
。
大
地
の
柱

を
振
動
さ
せ
、
怒
り
に
よ
っ
て
山
を
も
覆
し
、
天
体
を
も
創
造
し

た
神
（9:5-7

）。
原
始
の
海
を
平
ら
げ
、
秩
序
を
齎
し
た
と
い
う

神
。
理
由
も
な
く
完
全
な
も
の
も
邪
悪
な
も
の
も
区
別
な
く
滅
ぼ

す
神
。
祝
福
を
与
え
た
に
も
拘
ら
ず
、
突
然
そ
れ
を
奪
い
去
る
神
。

苦
悩
の
内
に
生
ま
れ
労
苦
に
満
ち
た
死
を
迎
え
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
被
造
物
は
皆
恣
意
的
な
神
を
恐
れ
呻
い
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ー

ヘ
レ
ト
の
「
人
間
が
そ
の
時
を
知
ら
な
い
だ
け
だ
。
魚
が
運
悪
く

網
に
か
か
っ
た
り
鳥
が
罠
に
か
か
っ
た
り
す
る
よ
う
に
、
人
間
も
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三
友
の
応
報
思
想
は
神
の
絶
対
的
な
善
、
絶
対
的
な
力
、
理
解

可
能
性
す
べ
て
の
要
素
を
満
た
す
。
た
だ
、
第
三
の
要
素
に
関

し
て
は
限
定
的
に
の
み
満
た
さ
れ
る
。
前
二
要
素
を
両
立
さ
せ

る
た
め
に
、
悪
の
責
任
を
被
造
世
界
に
帰
す
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ

ィ
ッ
ツ
が
猛
威
を
ふ
る
っ
た
数
年
間
、
神
は
被
造
世
界
の
悪
を

そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
た
の
で
も
、
沈
黙
し
て
い
た
の
で
も
な

く
、
人
間
に
教
育
的
懲
戒
を
課
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ヨ
ブ
に
お
い
て
は
、
神
が
正
し
く
自
分
を
見
て
い
な
い
と
す
る
場

合(

全
知
性
の
否
定)

も
あ
る
が
、
正
当
に
扱
っ
て
い
な
い
と
す

る
場
合
（
善
性
の
否
定
）
が
基
調
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
神
の
善
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ブ
に
と
っ
て
神
は

理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
。

全
能
で
な
い
と
き
の
み
両
立
す
る
と
し
て
、
神
の
全
能
性
を
疑
わ

し
い
も
の
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
猛

威
を
ふ
る
っ
た
数
年
間
、
神
が
沈
黙
し
た
の
は
「
神
は
そ
れ
を
欲

し
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
そ
う
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
介
入
し
な

か
っ
た
の
だ
」(
ヨ
ー
ナ
ス
前
掲
書
、
二
五
頁)

と
理
解
す
る
の
で

あ
る
。
人
間
が
神
の
救
い
の
奇
跡
を
期
待
す
る
こ
と
な
く
自
律
し

て
ゆ
く
よ
う
に
、
神
は
世
界
の
事
物
が
繰
り
広
げ
る
こ
の
世
の
成

り
行
き
に
介
入
す
る
力
を
断
念
し
た
、
と
ヨ
ー
ナ
ス
は
捉
え
た
。 

  

ツ
ォ
フ
ァ
ル
は
、
ヨ
ブ
が
被
造
物
の
持
つ
制
約
の
伴
う
知
恵
か

ら
、
神
の
全
能
の
知
恵
を
推
論
す
る
こ
と
の
高
ぶ
り
を
戒
め
、｢

あ
な
た
は
神
が
究
め
た
と
こ
ろ
を
目
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
、
全
能
者
の
極
限
ま
で
目
を
届
か
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
（11:7

）｣

と
言
う
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
三
八
章
冒
頭
で

神
が
「
一
体
何
者
か
、
経
綸
を
暗
闇
に
す
る
こ
の
者
は
、
無
知
の

言
葉
を
連
ね
る
こ
の
者
は
」（38:2

）
と
述
べ
る
言
葉
の
先
取
り

で
あ
る
。
三
八
章
に
お
い
て
、
神
は
苦
難
の
根
拠
を
問
い
、
神
の

経
綸
を
把
握
し
た
と
い
う
ヨ
ブ
の
態
度
を
戒
め
た
。
三
八
章
か
ら

四
二
章
に
至
る
神
の
応
答
は
神
の
全
能
性
の
啓
示
で
あ
る
。
神
は

ヨ
ブ
を
罪
あ
る
も
の
と
断
罪
は
し
な
か
っ
た
が
、
神
の
経
綸
を
認

識
で
き
る
も
の
と
す
る
ヨ
ブ
の
信
仰
に
対
し
て
批
判
を
し
た
、
と

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
三

要
素
の
う
ち
第
三
の
要
素
を
消
し
去
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。 
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木
村
先
生
の
発
表
に
対
し
て
、
当
日
レ
ス
ポ
ン
ス
の
準
備
不

足
が
否
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
以
下
は
そ
の
補
論
と
い
う
か
た
ち

で
、
当
日
言
い
尽
く
せ
な
か
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
含
め
て
、
論
じ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

木
村
論
文
の
前
半
の
要
旨

木
村
先
生
は
、
ヨ
ブ
の
洞
察
し
た
神
―
―
罪
も
な
い
の
に
突

然
鞭
打
た
れ
殺
さ
れ
る
人
間
を
あ
ざ
笑
う
神
―
―
、
そ
の
意
志

の
根
底
に
は
何
が
あ
る
の
か
を
問
題
意
識
と
し
て
、
ヨ
ブ
記
の

解
釈
を
行
っ
て
い
ま
す
。
神
よ
り
光
・
命
を
与
え
ら
れ
た
者
が

苦
難
に
見
舞
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
存
在
を
贈
与
さ
れ
た
被
造

物
が
何
ゆ
え
虚
無
に
晒
さ
れ
る
の
か
。
正
し
い
者
も
邪
悪
な
者

も
同
じ
よ
う
に
滅
ぼ
し
つ
く
す
神
の
意
志
と
は
―
―
。
家
庭
の

幸
福
、
財
産
、
社
会
的
尊
敬
そ
し
て
健
康
を
こ
と
ご
と
く
失
っ

た
ヨ
ブ
の
霊
に
は
何
が
残
る
の
か
。
ま
た
神
と
の
関
係
の
修
復

は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
モ
チ
ー
フ
に
考

察
を
進
め
て
い
ま
す
。

木
村
先
生
は
、
ヨ
ブ
の
信
仰
に
「
二
相
の
正
し
さ
」
を
読
み

取
っ
て
い
ま
す
。
義
（
ツ
ェ
ダ
ー
カ
ー
）
と
正
義
（
ミ
シ
ュ
パ

ー
ト
）で
す
。
義
に
関
し
て
は
具
体
的
に
は「
困
窮
者
へ
の
配
慮
」

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
困
窮
者
の
行
為
の
善
悪

に
は
一
切
関
知
す
る
こ
と
な
く
、
困
窮
者
の
困
窮
に
手
を
差
し

の
べ
る
こ
と
、
そ
れ
が
義
で
あ
る
と
。
ま
た
苦
悩
の
呻
き
へ
の

配
慮
、
す
な
わ
ち
困
窮
者
が
困
窮
し
て
い
る
こ
と
を
「
お
か
し

な
こ
と
」
と
考
え
る
前
提
に
は
、
神
に
よ
る
戒
め
が
あ
る
と
い

い
ま
す
。
困
窮
者
は
そ
の
善
悪
に
関
わ
ら
ず
、
自
然
の
権
利
が

侵
さ
れ
て
お
り
、
困
窮
者
は
創
造
の
秩
序
で
あ
る
平
等
の
権
利

を
侵
さ
れ
て
い
る
と
。
す
な
わ
ち
神
の
創
造
の
原
秩
序
の
回
復

の
戒
め
に
従
う
こ
と
が
義
で
あ
る
、
と
。

そ
れ
に
対
し
て
正
義
は
行
為
者
の
正
・
不
正
を
問
題
に
し
、

不
義
な
る
者
・
悪
人
は
罰
と
し
て
不
当
に
得
た
成
果
を
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
正
義
は
応
報
原

理
（Vergeltungsprinzip

）
を
前
提
と
し
て
い
る
と
。
善
人
に
は

レ
ス
ポ
ン
ス 

今
滝
憲
雄
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観
を
逆
転
さ
せ
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
神
は
創
造
の
業
の
当
初
か

ら
光
の
中
に
暗
黒
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
、
混
沌
を
も
た
ら
す
こ

と
を
意
図
し
て
い
た
」
と
。
神
が
ヨ
ブ
と
の
関
わ
り
を
祝
福
か

ら
呪
い
へ
と
転
換
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
ヨ
ブ
の
罪
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
光
の
中
に
暗
闇
・
混
沌
を
も
た
ら
す
神
の
意
志
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
暗
闇
に
光
を
も
た
ら
し
混
沌
を
統
御
す
る
力

を
示
す
た
め
に
神
は
世
界
を
創
造
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
神

の
「
経
綸
」
と
考
え
る
に
至
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
創
造
以
前

の
混
沌
の
中
に
置
か
れ
た
者
と
し
て
自
ら
を
自
覚
す
る
ヨ
ブ
に

つ
い
て
、
木
村
先
生
は
ジ
ャ
ン
セ
ン
の
引
用
を
用
い
て
苦
難
の

意
義
を
解
釈
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
苦
難
の
中
に
置
か
れ
た

被
造
者
は
創
造
以
前
の
暗
黒
の
中
で
神
の
知
恵
の
似
像
に
な
り
、

創
造
の
知
恵
に
参
与
す
る
の
だ
と
。
で
は
被
造
世
界
の
一
体
ど

こ
に
応
答
す
べ
き
知
恵
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
い
か
に

し
て
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。　

こ
れ
は
ヨ
ブ
記
二
八
章
二
八
節
の
解
釈
に
か
か
っ
て
い
る
と

木
村
先
生
は
い
い
ま
す
。「
主
を
畏
れ
敬
う
こ
と
、そ
れ
が
知
恵
、

悪
を
遠
ざ
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
分
別
」。
以
下
、
フ
ォ
ン
・
ラ

ー
ト
や
関
根
正
雄
の
解
釈
を
退
け
、
再
度
ジ
ャ
ン
セ
ン
の
議
論

幸
福
が
悪
人
に
は
災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
信
仰
、

そ
れ
が
応
報
原
理
で
あ
る
と
。「
正
義
は
戒
め
に
従
う
正
し
さ
つ

ま
り
義
を
根
拠
と
し
た
幸
い
の
必
然
的
結
合
と
、
戒
め
に
従
わ

な
い
不
義
の
ゆ
え
に
災
い
が
必
然
的
に
齎
さ
れ
る
と
い
う
二
契

機
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
。
そ
し
て
こ
の
義
と
正
義
に
よ

っ
て
、神
の
欲
す
る
創
造
の
原
秩
序
の
回
復
が
可
能
に
な
る
、と
。

と
こ
ろ
が
義
に
お
い
て
全
き
ヨ
ブ
に
「
災
い
」
が
も
た
ら
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
応
報
原
理
は
破
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
神
の
態
度
転
換
（
神
と
の
関

係
の
破
れ
）」
が
見
ら
れ
る
、
と
。
で
は
ヨ
ブ
の
苦
難
の
根
拠
へ

の
問
い
は
い
か
に
し
て
解
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

木
村
論
文
の
後
半
の
要
旨

ヨ
ブ
は
神
の
態
度
転
換
の
理
由
に
、
そ
の
「
恣
意
性
」
を
挙

げ
る
と
い
い
ま
す
。
神
の
怒
り
に
は
何
の
根
拠
も
な
い
と
ヨ
ブ

は
告
げ
て
お
り
、
神
は
応
報
原
理
を
無
視
し
善
悪
の
彼
岸
に
立

ち
、
無
秩
序
を
根
源
的
意
志
と
し
て
持
つ
と
ヨ
ブ
は
考
え
て
い

る
、と
。ヨ
ブ
は
自
ら
が
投
げ
込
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
虚
無
の
地
、

神
の
義
も
正
義
も
存
在
し
な
い
暗
黒
の
地
に
お
い
て
恵
み
の
神



130 

心
の
内
に
あ
る
義
の
意
識
は
神
の
義
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
（
ヨ

ブ
の
義
の
存
在
根
拠
）
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
神
の
応

報
原
理
が
揺
る
ぎ
な
く
事
実
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
だ
と
。
換

言
す
れ
ば
ヨ
ブ
の
潔
白
の
誓
い
と
は
内
な
る
義
の
事
実
か
ら
神

が
義
へ
と
態
度
転
換
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し

て
、
木
村
先
生
は
一
旦
、
当
日
の
稿
を
し
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。

以
下
は
当
日
の
レ
ジ
ュ
メ
に
よ
る
筆
者
の
コ
メ
ン
ト
と
、
当
日

語
れ
な
か
っ
た
補
足
の
紹
介
で
す
。

当
日
の
コ
メ
ン
ト
（
要
約
）

通
読
後
の
感
想
と
し
て
、
教
育
学
か
ら
宗
教
哲
学
に
歩
み
を

進
め
、
現
在
は
人
権
教
育
を
中
心
に
教
員
養
成
課
程
の
授
業
を

担
当
し
て
い
る
自
身
に
と
っ
て
、大
変
難
し
く
感
じ
ら
れ
た
。が
、

現
時
点
で
示
唆
を
得
た
も
の
と
し
て
直
感
的
な
思
い
を
述
べ
れ

ば
、「
神
の
恣
意
性
」
を
「
神
の
恩
恵
（
特
に
神
に
愛
せ
ら
る
る

証
左
）」（
内
村
鑑
三
）
と
と
ら
え
、「
塵
と
灰
の
上
に
伏
し
、
自

分
を
退
け
、
悔
い
改
め
」
て
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
の
で
き
た
ヨ

ブ
の
苦
難
と
態
度
転
換
に
、
十
字
架
解
釈
の
新
た
な
水
路
を
切

り
拓
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
論
考
と
思
わ
れ
た
。

に
与
し
て
こ
う
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。「
創
造
の
原
秩
序
で
あ
る

神
の
知
恵
は
人
間
知
の
い
か
な
る
探
求
か
ら
も
近
づ
き
う
る
も

の
で
は
な
く
、
た
だ
敬
虔
な
勇
気
あ
る
決
断
に
よ
っ
て
の
み
共

に
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
。
ヨ
ブ
は
自
ら
の
潔
白
と
い

う
か
た
ち
で
表
さ
れ
る
「
義
の
意
識
へ
の
固
着
」
に
よ
り
、
既

に
神
の
知
恵
と
出
会
っ
て
い
る
と
木
村
先
生
は
い
い
ま
す
。
暗

黒
の
中
で
義
に
縋
り
つ
く
こ
と
は
神
の
知
恵
と
共
に
あ
る
こ
と

で
あ
り
、
創
造
に
参
与
す
る
こ
と
だ
と
。
す
な
わ
ち
神
の
創
造

の
知
恵
は
、
ヨ
ブ
自
ら
の
義
の
意
識
に
お
い
て
出
会
わ
れ
、
そ

れ
が
「
歴
史
創
造
の
力
」
で
も
あ
る
の
だ
と
。
応
報
原
理
を
廃

棄
し
、
契
約
を
破
棄
し
、
ヨ
ブ
を
捨
て
た
神
。
が
、
ヨ
ブ
は
そ

の
神
に
誓
い
ま
す
。「
わ
た
し
の
権
利
を
取
り
上
げ
る
神
に
か
け

て
、
わ
た
し
の
魂
を
苦
し
め
る
全
能
者
に
か
け
て
、
わ
た
し
は

誓
う
。
神
の
息
吹
が
ま
だ
わ
た
し
の
鼻
に
あ
り
、
わ
た
し
の
息

が
ま
だ
残
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
唇
は
決
し
て
不
正
を
語
ら

ず
、
こ
の
舌
は
決
し
て
欺
き
を
言
わ
な
い
、
と
」（
ヨ
ブ
二
七:

二
―
四
）。
神
の
霊
と
ヨ
ブ
の
息
と
が
ヨ
ブ
の
内
に
お
い
て
一
つ

と
な
る
場
所
、そ
れ
が
二
七
章
六
節
の
「
心
（lebab

）」
で
あ
り
、

ま
た
こ
の
「
内
な
る
義
へ
の
忠
誠
の
誓
い
」、
す
な
わ
ち
ヨ
ブ
の
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ら
え
「
配
慮
」
す
る
限
り
「
困
窮
者
」
の
「
困
窮
」
の
要
因
（
社

会
構
造
的
要
因
）
を
認
識
し
「
困
窮
者
」
の
願
い
に
連
帯
し
て
、

真
の
解
決
に
向
け
た
共
同
行
動
を
な
し
得
る
事
が
難
し
く
な
る

の
で
は
な
い
か
。
ヨ
ブ
の
到
達
し
た
「
知
恵
」
と
は
本
来
、
神

の
創
造
の
秩
序
の
回
復
と
い
っ
た
戒
め
の
把
握
如
何
に
関
わ
り

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
普
遍
的
に
共
有
さ
れ
得
る
社
会
科
学

的
認
識
力
を
意
味
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

２
．
木
村
先
生
の
論
文
か
ら
最
も
学
ん
だ
点 

―
―「
困
窮
者
」

の
希
望
、“
た
だ
十
字
架
の
み
”
と
い
う
観
点
へ
―
―

神
よ
り
光
・
命
を
与
え
ら
れ
た
者
が
苦
難
に
見
舞
わ
れ
る
こ

と
へ
の
疑
問
、
存
在
を
贈
与
さ
れ
た
被
造
物
が
何
ゆ
え
虚
無
に

晒
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
意
志
の
根
底
に
何
が
あ
る
の
か
と
い
う

問
い
に
対
し
て
「
神
は
創
造
の
業
の
当
初
か
ら
光
の
中
に
暗
黒

を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
、
混
沌
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
図
し
て
い

た
」
と
し
、
創
造
以
前
の
暗
黒
の
中
に
置
か
れ
た
被
造
者
が
、

創
造
の
原
秩
序
で
あ
る
神
の
知
恵
の
似
像
に
な
り
、
そ
の
創
造

の
知
恵
に
参
与
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
条
件
に
つ
い
て
。
そ

れ
は
「
人
間
知
の
い
か
な
る
探
求
か
ら
も
近
づ
き
う
る
も
の
で

１
．
疑
問
点
―
―<

宗
教
と
社
会>

と
い
う
テ
ー
マ
、
と
り

わ
け
今
日
の
新
自
由
主
義
的
な「
構
造
改
革
」時
代
に
お
け
る
、

格
差
の
拡
大
と
「
貧
困
」
問
題
を
念
頭
に
置
い
て 

―

後
述
の
議
論
を
展
開
す
る
た
め
の
仮
説
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
点
を
承
知
し
つ
つ
も
、「
困
窮
者
、
身
寄
り
の
な
い
孤
児
、

滅
び
行
く
者
は
そ
の
困
窮
ゆ
え
多
く
の
悪
行
を
行
う
こ
と
は
容

易
に
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
。
と
り
わ
け
「
困

窮
者
」
に
限
っ
て
言
え
ば
（
見
出
し
に
お
け
る
現
代
社
会
の
問

題
か
ら
想
起
す
れ
ば
）「
困
窮
者
」
は
悪
行
を
行
え
な
い
が
ゆ
え

に
（
そ
の
人
が
善
人
か
は
別
に
し
て
）「
困
窮
」
状
態
に
陥
っ
て

し
ま
う
と
い
う
ケ
ー
ス
が
む
し
ろ
多
い
の
で
は
な
い
か
（
例
え

ば
野
宿
者
の
場
合
）。
ま
た
ヨ
ブ
の「
困
窮
」状
態
へ
の
転
換（
転

落
）
は
「
困
窮
者
」
の
「
困
窮
」
に
は
「
困
窮
者
」
自
身
に
お

け
る
何
の
根
拠
も
な
い
事
（
自
業
自
得
論
の
欺
瞞
）
を
自
覚
せ

し
め
る
契
機
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
。

「
困
窮
者
へ
の
配
慮
」
を
「
義
（
の
意
識
）」
か
ら
遂
行
す
る

ヨ
ブ
の
行
為
の
根
拠
を
、
神
の
創
造
の
秩
序
で
あ
る
べ
き
平
等

（
自
然
）
の
権
利
の
侵
害
―
そ
の
回
復
と
い
う
視
点
か
ら
（
の
み
）

論
じ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
。「
困
窮
者
」
と
の
関
係
を
そ
う
と
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な
ぜ
今
、
ヨ
ブ
な
の
か
。

補
論
―
―
あ
ら
た
め
て
木
村
論
文
か
ら
学
ぶ 

―

当
日
の
コ
メ
ン
ト
の
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
か

つ
て
内
村
鑑
三
は
「
苦
難
に
三
種
あ
る
」
と
い
い
、
第
一
に
罪

の
結
果
と
し
て
起
こ
る
も
の
（
応
報
原
理
）、
第
二
に
神
よ
り
人

に
く
だ
る
懲
治
（
愛
の
鞭
）、
第
三
に
「
信
仰
を
試
む
る
た
め
に

下
る
苦
難
」
を
説
い
て
い
ま
す
（『
ヨ
ブ
記
の
研
究
』）。
そ
し
て

第
三
の
苦
難
に
遭
遇
す
る
の
は
「
特
に
神
に
愛
せ
ら
る
る
証
左
」

と
い
い
、
ヨ
ブ
の
苦
闘
は
こ
の
新
原
理
を
発
見
せ
ん
が
た
め
の

苦
闘
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
ま
す
。
で
は
第
三
の
苦
難
か
ら
新

原
理
の
発
見
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
と
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う

か
。ヨ

ブ
は
神
が
罪
の
な
い
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
を
自
認

し
、
そ
れ
を
怨
じ
な
が
ら
も
今
ま
た
同
一
の
神
に
無
罪
の
証
明

を
求
め
て
い
る
、
と
内
村
は
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
明
ら

か
に
「
思
想
の
矛
盾
が
あ
る
」
と
。
が
、
ま
た
こ
こ
に
こ
そ
霊

界
の
秘
義
が
あ
り
人
心
の
機
微
が
あ
る
と
い
い
、
こ
の
牢
固
と

し
て
抜
き
難
い
要
求
を
完
全
に
充
た
す
も
の
に
「
キ
リ
ス
ト
の

は
な
く
、
た
だ
敬
虔
な
勇
気
あ
る
決
断
に
よ
っ
て
の
み
共
に
あ

る
こ
と
が
可
能
」で
あ
り
、暗
黒
の
中
で
義
に
す
が
り
つ
く
こ
と
、

内
な
る
義
へ
の
意
志
的
な
忠
誠
の
誓
い
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る

と
し
、
ヨ
ブ
の
義
の
存
在
根
拠
で
あ
る
神
の
義
、「
神
の
霊
と
ヨ

ブ
の
息
と
が
ヨ
ブ
の
内
に
お
い
て
一
つ
と
な
」
る
場
所
が
「
心

（lebab)

」
と
解
釈
し
て
い
る
点
に
、
神
無
き
所
で
も
「
心
」
に

お
い
て
神
と
共
に
在
る
被
造
物
の
希
望
（
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原

事
実
）
の
根
拠
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
“
ど
ん
底
の
事
実
”

に
お
い
て
見
え
て
く
る
も
の
、
そ
の
場
所
で
突
き
動
か
さ
れ
る

も
の
に
従
順
で
あ
る
こ
と
が
「
歴
史
創
造
の
力
」
と
理
解
し
て

い
る
点
に
、「
困
窮
者
」
の
歴
史
的
社
会
的
意
義
―
苦
難
を
受
け

て
い
る
者
が
義
を
貫
く
事
へ
の
励
ま
し
、
選
ば
れ
し
者
と
し
て

の
忍
苦
と
解
放
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
―
を
送
る
も
の
と
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

〈
宗
教
と
社
会
〉
と
い
う
大
会
テ
ー
マ
に
引
き
つ
け
て
、
木
村

先
生
が
ヨ
ブ
記
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
論
文
執
筆
の
背
景

に
働
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題（
意
識
）と
は
。
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を
知
り
、
彼
に
頼
り
て
神
を
見
出
し
神
に
還
る
に
至
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
「
最
大
の
無
神
論
者
」
が
我
等
を
真
実
の

―
―
空
理
に
依
ら
ぬ
実
験
上
の
―
―
有
神
論
者
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
は
「
最
大
の
無
神
論
者
」
は
実
は
最
大
の
有
神
論

で
あ
る
か
ら
で
あ
る｣

（『
ヨ
ブ
記
の
研
究
』
創
元
社
選
書
、

一
九
四
九
年
、
一
三
〇
頁
。）

周
知
の
よ
う
に
十
字
架
上
で
イ
エ
ス
は
神
に
捨
て
ら
れ
ま
し

た
。
ル
カ
以
外
の
共
観
福
音
書
に
は
「
エ
リ
、
エ
リ
、
レ
マ
、

サ
バ
ク
タ
ニ
」
と
の
十
字
架
上
の
絶
叫
の
後
に
、
イ
エ
ス
は
息

絶
え
た
と
あ
り
ま
す
（
マ
タ27:46

、
マ
コ15:34

）。
そ
こ
に
は

自
分
を
見
捨
て
た
神
に
な
お
そ
の
根
拠
を
叫
び
求
め
る
神
へ
の

信
仰
が
あ
り
ま
す
。「
わ
が
神
、
わ
が
神
」
と
の
悲
声
、
自
己
を

ま
る
ご
と
投
げ
出
し
て
の
イ
エ
ス
の
大
絶
叫
の
姿
は
、
ま
さ
に

苦
難
に
際
し
て
神
を
疑
い
神
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
者
に
、
神

の
実
在
を
見
出
し
神
に
還
ら
し
む
る
根
拠
と
な
り
得
ま
す
。
関

根
正
雄
は
そ
れ
を
「
神
な
き
と
こ
ろ
（
ど
ん
底
）
に
お
い
て
神

を
見
る
」
と
い
い
、
無
（
虫
け
ら
同
然
）
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト

に
無
に
な
っ
て
す
が
る
と
い
う
所
ま
で
こ
な
け
れ
ば
、
信
仰
と

出
現
」
を
見
て
い
ま
す
。
以
下
、
長
い
引
用
と
な
り
ま
す
が
内

村
の
十
字
架
理
解
―
―
十
字
架
教
と
し
て
の
無
教
会
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
核
心
の
一
つ（
例
え
ば
関
根
正
雄
の「
無
信
仰
の
信
仰
」

と
い
う
論
理
の
神
学
的
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
）
― 

を
示
す
も

の
と
し
て
、
彼
の
解
釈
を
前
掲
書
よ
り
紹
介
し
ま
す
。

「
囘
教
の
経
典
た
る
『
コ
ー
ラ
ン
』
に
言
う
、「
神
と
争
う
時

の
最
後
の
逃
げ
場
所
は
神
御
自
身
な
り
」
と
。
ま
こ
と
に
人

は
神
と
争
い
て
苦
し
む
と
き
、
我
を
苦
し
む
る
神
の
所
へ
往

く
ほ
か
に
逃
げ
場
所
は
な
い
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
を
称
し
て

最
大
の
無
神
論
者
と
言
う
人
が
あ
る
。
そ
は
彼
が
こ
の
世
に

お
い
て
の
こ
し
た
る
最
後
の
語
が
、
感
謝
を
も
平
安
を
も
伝

え
ず
し
て
、「
わ
が
神
わ
が
神
、
何
ぞ
我
を
棄
て
給
う
や
」
と

彼
の
大
失
望
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
哀

切
な
る
悲
声
が
彼
の
魂
の
咽
喉
を
絞
り
出
で
た
る
が
た
め

に
、
多
く
の
患
難
悲
痛
に
あ
る
人
々
が
彼
に
よ
っ
て
救
わ
る

る
の
で
あ
る
。
失
望
、
痛
苦
、
懊
悩
あ
り
て
神
を
疑
い
て
離

れ
ん
と
す
る
人
が
イ
エ
ス
の
こ
の
大
悲
声
に
接
し
て
、
こ
の

深
刻
な
る
内
的
経
験
に
お
い
て
彼
と
己
れ
と
霊
犀
相
通
ず
る



134 

己
同
一
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
木
村
論
文
で
は
そ
の
出
来

事
を
創
世
記
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
、
創
造
以
前
の
暗
黒
の
中
に

置
か
れ
た
被
造
者
が
神
の
知
恵
の
似
像
に
な
り
、
そ
の
創
造
の

知
恵
に
参
与
す
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
よ
う

な
神
の
霊
と
ヨ
ブ
の
息
が
一
つ
と
な
る
場
所
が
「
心
（lebab)

」

で
あ
り
、
神
が
暗
黒
を
欲
す
る
か
の
よ
う
に
ヨ
ブ
に
は
思
わ
れ

る
と
き
で
さ
え
、
ヨ
ブ
の
心
の
内
に
は
神
の
霊
が
現
在
し
て
い

る
と
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
内
村
以
来
の
無
教
会
に
お
け

る
十
字
架
解
釈
の
旧
約
へ
の
適
用
―
―
そ
の
先
駆
け
と
し
て
の

苦
難
の
神
義
（
神
の
応
報
原
理
）
を
、
ヨ
ブ
記
も
含
め
た
旧
約

お
よ
び
聖
書
全
体
か
ら
闡
明
せ
ん
と
す
る
試
み
―
―
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
筆
者
が
論
文
を
通
読
し
た
際
に
感
じ
た
の

は
、
そ
の
よ
う
な
思
い
で
し
た
。

最
後
に
―
―
今
後
の
課
題
に
触
れ
て
―
―

苦
難
の
神
義
論
―
―
具
体
的
に
は
「
困
窮
（
者
）」
の
神
学
的

（
存
在
）
意
義
―
―
を
現
代
に
お
い
て
積
極
的
に
説
い
て
い
る
人

物
の
一
人
に
、本
田
哲
郎
（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
司
祭
）
が
い
ま
す
。

筆
者
の
コ
メ
ン
ト
内
の
「
困
窮
者
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
か

愛
と
が
現
代
に
お
い
て
は
一
つ
に
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
ま

す
（『
著
作
集 

第
一
巻
』
三
五
二
頁
）。
ひ
る
が
え
っ
て
ヨ
ブ
の

苦
闘
は
義
人
と
し
て
の
自
認
ゆ
え
の
苦
難
の
無
根
拠
性
を
、
そ

の
存
在
お
よ
び
苦
難
の
根
拠
で
も
あ
る
神
に
問
う
も
の
で
し

た
。
ヨ
ブ
の
「
困
窮
」
へ
の
転
換
（
転
落
）
は
ヨ
ブ
自
身
の
罪

や
愛
の
鞭
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
「
神
が
ヨ
ブ
の
信
仰
を
信
じ

給
う
た
か
ら
」
で
あ
る
と
は
内
村
の
弟
子
、
矢
内
原
忠
雄
の
解

釈
で
す
（｢

ヨ
ブ
記
講
義
―
―
未
発
表
」『
全
集 

第
一
三
巻
』

三
六
四
頁
）。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
神
は
ヨ
ブ
の
信
仰
を
信
じ
、
彼

を
愛
し
た
の
で
す
。
が
、同
時
に
そ
の
神
の
愛
（
矢
内
原
は
「
聖

霊
」
と
換
言
し
ま
す
）
は
ヨ
ブ
の
信
仰
の
勝
利
―
―
苦
難
の
試

練
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
―
―
の
根
拠
で
も
あ
り
ま
す
。「
ヨ
ブ
が
苦

難
の
中
に
お
け
る
悪
戦
苦
闘
に
耐
え
て
、
遂
に
神
を
見
る
こ
と

の
出
来
た
の
は
、神
自
ら
が
彼
を
支
え
て
、試
練
に
耐
え
る
力
と
、

逃
れ
出
る
べ
き
道
を
彼
の
た
め
に
備
え
給
う
た
か
ら
で
あ
る
」

（
矢
内
原
忠
雄
「
苦
難
の
問
題
―
―
主
と
し
て
ヨ
ブ
記
に
関
連
し

て
―
―
」
前
掲
全
集
、三
四
九
頁
）。
こ
こ
に
お
い
て
神
の
愛
（
聖

霊
）
と
人
の
力
―
―
苦
難
に
遇
う
事
で
神
を
見
、
そ
こ
か
ら
逃

れ
出
る
道
を
歩
む
こ
と
の
で
き
る
力
―
―
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
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木
村 

ど
ん
な
人
間
に
も
正
義
感
が
あ
る
と
い
う
点
、
そ
の
こ

と
を
ま
さ
に
ヨ
ブ
記
は
述
べ
て
い
る
し
、
実
際
そ
う
な

の
で
は
な
い
の
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
の
正
義
感
と

い
う
の
が
、
ま
さ
に
ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
と
ツ
ェ
ー
ダ
ー
カ

ー
と
い
う
二
つ
に
分
節
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も

現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
根
本
的
な
事
実
と
し
て
妥
当
す
る

の
で
は
な
い
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
自
然
法
と
し
て
適

用
さ
れ
う
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
滝
先
生
の
２
の

と
こ
ろ
も
非
常
に
適
切
に
ま
と
め
て
い
た
だ
い
て
、
そ

の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、「
心
」
と
い

う
と
か
な
り
経
験
的
な
用
語
の
よ
う
で
す
が
、
ヨ
ブ
は

レ
バ
ブ
（
心
）
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
訳
に
よ

っ
て
は
「
良
心
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

良
心
と
い
う
の
は
も
と
も
と
ス
ト
ア
か
ら
来
て
い
る
の

ら
学
ん
だ
こ
と
が
多
い
で
す
。

本
田
は
神
が
す
べ
て
（
の
人
）
を
例
外
な
く
包
み
支
え
、
す

べ
て
の
人
が
神
の
子
の
受
肉
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
を
説
き

つ
つ
も
（
無
教
会
と
し
て
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）、
神
の
働
き
の
場

と
そ
の
栄
光
の
実
現
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
地
の
低
い
と
こ
ろ
、
世
の
い
ち
ば
ん
小
さ
く
さ
れ
た
人
々
、

抑
圧
さ
れ
た
貧
し
い
人
た
ち
と
と
も
に
働
き
、そ
の
よ
う
な
「
困

窮
者
」
を
通
し
て
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
の
だ
、
と
（『
小
さ

く
さ
れ
た
人
々
の
た
め
の
福
音
』）。
こ
の
よ
う
な
聖
書
解
釈
は

木
村
先
生
の
論
文
の
主
眼
点
―
―
苦
難
の
中
に
置
か
れ
た
被
造

者
に
こ
そ
、
神
か
ら
の
創
造
の
知
恵
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
―
―

と
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
矛
盾
の
凝
縮
地
点
と

い
わ
れ
る
場
所
で
、
野
宿
労
働
者
が
苦
難
に
耐
え
忍
び
つ
つ
社

会
に
向
け
て
発
し
続
け
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
、
正
義
と
解

放
と
喜
び
（
福
音
の
具
体
相
）
の
実
現
を
解
く
カ
ギ
を
究
明
す

る
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
で
す
。

討
議
Ⅲ

 

司 

会　

今
滝
憲
雄
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今
滝 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
引
き
続
い
て
参

加
者
の
先
生
方
の
方
か
ら
質
問
等
を
出
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

八
木
（
誠
）
本
学
会
は
ご
承
知
の
よ
う
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

と
の
対
話
の
会
で
、
そ
の
場
合
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

と
新
約
聖
書
中
心
に
考
え
ら
れ
、
も
ち
ろ
ん
古
代
教
会
、

東
方
教
会
、
西
方
教
会
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
と
い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
ロ

ー
マ
で
展
開
し
て
宗
教
改
革
を
通
し
て
で
も
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
を
捉

え
て
お
り
ま
し
て
、
旧
約
聖
書
は
ほ
と
ん
ど
視
野
に
入

っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
旧
約
聖
書
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
場
合
に
は
一
言
ま
ず
解
説
を
し
て
い
た

だ
い
て
、
こ
う
い
う
問
題
に
入
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思

い
ま
す
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方
は
多
か
れ
少
な
か
れ
旧

約
聖
書
に
関
し
て
知
っ
て
お
り
ま
す
が
、
仏
教
の
方
は

ど
う
な
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
説
明
し
て
頂
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
ま
さ
に
神
に
出
会
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
な
ぜ
ヨ
ブ

な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
注
の
一
三
に
書
き
ま
し
た
が
、

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
が
「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
降
の
神
」

と
い
う
こ
と
で
、神
の
特
性
「
絶
対
的
善
」「
絶
対
的
力
」

「
神
の
理
解
可
能
性
」
と
い
う
三
つ
の
う
ち
ど
れ
か
を

犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
彼
の
場
合

に
は
「
絶
対
的
な
力
」
を
神
の
特
性
か
ら
奪
い
去
る
わ

け
で
す
ね
。
ヨ
ブ
記
作
者
の
場
合
、
ヨ
ブ
の
場
合
、
あ

る
い
は
三
友
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
述

べ
ま
し
た
が
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
神
は
絶
対
的
善
で

す
が
、
い
ま
や
自
由
な
も
の
と
し
て
創
っ
た
人
間
に
す

べ
て
を
委
ね
て
、
苦
難
の
う
ち
に
あ
る
人
間
を
救
お
う

に
も
救
え
な
い
、
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
な
い
神
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
は
神
が
無
い
か
の
ご
と
く
自

力
で
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
を

し
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
人
間
が
神
の
方
に
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
に
、
非
常
に
感
銘
を
受
け
た

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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木
村 
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
共
同
体
に
与
え
ら
れ
た
信
仰
を
述

べ
た
も
の
が
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
で
す
。
し
か
し

古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
思
想
と
い
う
と
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
ま
で

で
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
以
降
は
ユ
ダ
ヤ
教
と
言
う
の
が
一

般
的
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
教
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
含

め
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
共
同
体
に
神
の
啓
示
が
あ
っ
た
と
、

そ
の
啓
示
に
基
づ
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
共
同
体
の
歴
史
と

預
言
者
、
民
の
方
か
ら
の
神
へ
の
応
答
と
し
て
の
詩
篇

の
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
知
恵
、
今
の
用
語
で
言
え

ば
「
理
性
」
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
、
そ

う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
知
恵
の
思
想
を
含
め

て
旧
約
聖
書
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
旧
約
聖
書
の
中
か

ら
イ
エ
ス
の
宗
教
が
出
て
く
る
、
そ
う
い
う
大
雑
把
な

説
明
に
な
り
ま
す
が
。

八
木
（
誠
）
そ
れ
で
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
契
約
が
あ
る
じ
ゃ
な

い
で
す
か
、
そ
の
契
約
と
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
神
と
人

と
の
義
務
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
、

ど
う
し
て
応
報
思
想
が
出
て
く
る
の
か
も
う
ひ
と
つ
ピ

ン
と
来
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
仏
教
に
は
出
て
こ
な

い
思
想
で
す
か
ら
、
仏
教
は
自
業
自
得
で
す
か
ら
ね
。

ご
く
簡
単
で
い
い
で
す
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

木
村 

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
わ

た
し
の
民
で
あ
る
、
つ
ま
り
わ
た
し
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
）
と

イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
間
で
神
と
民
と
い
う
一
つ
の
関
係
に

入
る
そ
の
関
係
の
規
約
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
が
契
約

に
当
た
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
エ

ジ
プ
ト
か
ら
救
出
し
た
と
い
う
恵
み
の
根
拠
に
基
づ
い

て
そ
う
い
う
契
約
が
結
ば
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
契

約
に
基
づ
い
て
様
々
な
律
法
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
述
べ
ら

れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
律
法
は
十
戒
を
は
じ
め
と
し
て

様
々
に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
恵
み
を
与
え

ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
あ
な
た
た
ち
は
神
の
民
の

徴
と
し
て
守
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
道
徳
に
な

る
わ
け
で
す
。
そ
の
道
徳
の
律
法
の
中
に
「
汝
善
を
な

す
な
ら
ば
幸
い
を
与
え
る
、
も
し
不
義
で
あ
る
な
ら
ば

禍
い
を
与
え
る
」
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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八
木
（
誠
）
で
す
か
ら
、
仏
教
の
場
合
の
自
業
自
得
と
は
全
く

違
う
と
い
う
前
提
の
中
で
ヨ
ブ
記
が
成
り
立
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し

か
も
、
そ
れ
は
旧
約
聖
書
で
す
か
ら
新
約
で
は
な
い
わ

け
で
す
。

木
村 

自
然
法
に
ま
で
も
う
少
し
踏
み
込
め
ば
適
切
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
今
回
の
も
の
だ
け
だ
と
こ
の
学

会
と
し
て
は
不
適
切
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

八
木
（
誠
）
ま
ぁ
、
ヨ
ブ
の
場
合
で
は
自
然
法
は
問
題
に
な
っ

て
い
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
人
格
主
義
で
す
か
ら
ね
。

田
中 

木
村
先
生
と
今
滝
先
生
に
直
接
お
願
い
し
た
の
は
わ
た

し
で
す
の
で
、
い
く
つ
か
の
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
の
で
す
が
、
ま
ず
宗
教
と
社
会
と
い
う
こ
と
で
ヨ

ブ
記
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
私
は
直

前
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
非
常
に
意
義
が

あ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
最
近
上
智
大
学
で
も

聖
書
に
関
す
る
講
座
を
開
き
ま
し
て
、
そ
こ
に
は
関
根

清
三
先
生
、
そ
れ
か
ら
佐
藤
研
先
生
に
も
来
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
関
根
清
三
先
生
は
「
旧
約

聖
書
と
哲
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
に
な
ら
れ
ま
し

て
（
ご
本
も
書
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
）、
そ
こ

で
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
献
祭
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の

問
題
が
問
題
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
直
接
の
動
機
は
ユ

ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
と
い
う
の
は
何

で
あ
る
の
か
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
降
の
世
界
に
お

い
て
わ
れ
わ
れ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
物
語
を
ど
う
読
む
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
関
根
清
三
先
生
は
そ
の
と
き

に
様
々
な
哲
学
者
、
神
学
者
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
解
釈
を

取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
が
あ
り
、
そ
し
て
最
近
の
と

こ
ろ
で
は
デ
リ
ダ
ま
で
含
め
て
紹
介
さ
れ
、
最
後
に

西
田
幾
多
郎
の
例
を
出
し
て
、『
場
所
的
論
理
と
宗
教

的
世
界
観
』
の
中
の
「
相
対
に
対
す
る
絶
対
は
真
の

絶
対
で
は
な
い
、
絶
対
な
る
神
は
一
面
に
お
い
て
悪

魔
的
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
神
に
お
い
て
初
め
て
極

悪
の
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
に
旧

約
学
者
と
し
て
最
も
共
鳴
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 
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そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
日
本
は
戦
後
、
天
皇
陛
下
の
た
め
に
死
ん
だ

人
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
と
き
に
は
自
分

の
息
子
を
犠
牲
に
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
あ

る
意
味
で
日
本
の
た
め
に
わ
が
子
を
犠
牲
に
し
た
人
た

ち
と
い
う
の
は
、
や
は
り
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
献
祭

と
同
じ
立
場
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
物
語
は
よ
そ

の
国
の
物
語
で
は
な
く
、
日
本
人
の
問
題
で
も
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に

考
え
れ
ば
、
最
も
自
分
の
大
切
な
も
の
を
犠
牲
に
す
る

と
い
う
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
は
現
代
人
の
功
利
主
義
的

理
性
で
は
理
解
で
き
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し

日
本
人
に
と
っ
て
も
共
感
で
き
る
物
語
の
は
ず
で
す
。 

　

そ
れ
で
は
ヨ
ブ
記
の
場
合
で
は
ど
う
な
の
か
と
い
う

と
、
ヨ
ブ
記
の
場
合
に
も
物
語
の
枠
組
み
が
あ
り
、
確

か
に
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
輪
廻
転
生
の
思
想

が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
そ
こ
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す

が
、
や
は
り
良
い
行
い
に
は
良
い
報
い
が
く
る
、
悪

し
き
行
い
に
は
悪
し
き
報
い
が
来
る
と
い
う
応
報
思
想

そ
の
も
の
は
宗
教
の
違
い
を
超
え
て
、
共
通
の
も
の
が

あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
ヨ
ブ
記
の
テ
ー

マ
と
い
う
の
は
、
悪
し
き
行
い
を
し
た
人
が
罰
せ
ら
れ

な
い
で
栄
え
て
い
る
、
全
く
潔
白
な
人
が
苦
し
む
、
し

か
も
現
世
に
お
い
て
そ
の
報
い
が
与
え
ら
れ
な
い
、
そ

れ
は
応
報
の
遅
延
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
れ
は
や

は
り
共
通
の
大
き
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
思
う
の
で
す

ね
。
そ
し
て
ヨ
ブ
記
の
場
合
に
は
、「
な
ぜ
神
が
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
究
極
の
問
い
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
そ
こ

で
わ
た
し
は
、
実
は
今
滝
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て

も
う
少
し
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
木
村
先

生
も
基
本
的
に
は
同
意
さ
れ
た
こ
と
で
す
が
、
２
の
と

こ
ろ
で
、
ヨ
ブ
記
と
十
字
架
の
神
学
は
直
接
に
は
結
び

つ
か
な
い
で
し
ょ
う
し
、
旧
約
の
時
代
に
そ
う
い
う
思

想
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
読
み
込
み
だ
と
い
う
批
判
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
伝
統
的
に
は
ヨ
ブ
の

受
難
と
い
う
の
は
十
字
架
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
年
末
に
聴 



 

く
ヘ
ン
デ
ル
の
メ
サ
イ
ア
で
は
「I know

 that m
y 

R
edeem

er liveth

（
わ
た
し
は
わ
た
し
を
救
済
す
る
人

が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
）」
と
い

う
一
節
が
あ
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
人
が
わ
た
し

の
義
を
弁
明
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
が
、
実
は
メ
シ

ア
の
預
言
の
一
節
と
し
て
ヨ
ブ
記
も
ま
た
引
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
ウ
ル
ガ
タ
訳
聖
書
で

す
け
れ
ど
も
、
今
滝
先
生
へ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
希
望

と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
き
て
、
そ
れ
が
わ
た
し
に
は
非

常
に
印
象
深
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
神
無
き
と

こ
ろ
で
も
、『
心
』
に
お
い
て
神
と
共
に
在
る
被
造
物

の
希
望
の
根
拠
が
表
明
さ
れ
て
お
り
」
と
、
こ
こ
で
ヨ

ブ
の
希
望
を
わ
れ
わ
れ
は
語
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

お
聞
き
し
た
い
の
で
す
。
ウ
ル
ガ
タ
訳
聖
書
で
は
「
神

が
た
と
え
わ
た
し
を
殺
し
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
は
神

に
希
望
を
お
く
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

今
の
聖
書
学
者
の
訳
で
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
の
で

す
が
、
た
だ
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
わ
た
し
が
読
ん
だ
限
り
で

は
ア
ン
ド
レ
・
ネ
イ
ル
が
『
言
葉
の
捕
囚
』
と
い
う
ア

ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
後
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
書
物
の
中

で
、
こ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
た
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
希
望
と
は
訳
さ
な
い
訳
し
方
が
あ
っ
て
、
こ

こ
は
テ
キ
ス
ト
上
色
々
と
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
伝
統

的
に
は
「
神
が
た
と
え
わ
た
し
を
殺
し
た
と
し
て
も
、

わ
た
し
は
神
に
希
望
を
お
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
必
ず
わ
た
し
の
た
め
に

弁
護
し
て
く
れ
る
人
、
わ
た
し
を
救
っ
て
く
れ
る
人
が

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
と

い
う
、
そ
れ
と
繋
が
る
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
ヨ
ブ
の
希
望
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
今
滝
先
生

あ
る
い
は
木
村
先
生
の
お
考
え
を
聞
か
せ
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

木
村	

例
の
有
名
な
一
九
章
で
す
ね
。
あ
そ
こ
で
、
ウ
ル
ガ
タ

訳
で
は
明
確
に
「
復
活
」
を
意
図
し
て
訳
し
て
い
ま
す

ね
。
今
は
「
復
活
」
に
関
し
て
は
否
定
的
な
訳
語
が
多

い
で
す
ね
。
た
だ
わ
た
し
が
い
つ
も
参
考
に
す
る
ジ
ャ

ン
セ
ン
は
や
は
り
「
復
活
」
で
す
。
ウ
ル
ガ
タ
を
非
常



 

く
ヘ
ン
デ
ル
の
メ
サ
イ
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で
は
「I know

 that m
y 

R
edeem

er liveth

（
わ
た
し
は
わ
た
し
を
救
済
す
る
人

が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
）」
と
い

う
一
節
が
あ
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
人
が
わ
た
し

の
義
を
弁
明
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
が
、
実
は
メ
シ

ア
の
預
言
の
一
節
と
し
て
ヨ
ブ
記
も
ま
た
引
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
ウ
ル
ガ
タ
訳
聖
書
で

す
け
れ
ど
も
、
今
滝
先
生
へ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
希
望

と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
き
て
、
そ
れ
が
わ
た
し
に
は
非

常
に
印
象
深
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
神
無
き
と

こ
ろ
で
も
、『
心
』
に
お
い
て
神
と
共
に
在
る
被
造
物

の
希
望
の
根
拠
が
表
明
さ
れ
て
お
り
」
と
、
こ
こ
で
ヨ

ブ
の
希
望
を
わ
れ
わ
れ
は
語
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

お
聞
き
し
た
い
の
で
す
。
ウ
ル
ガ
タ
訳
聖
書
で
は
「
神

が
た
と
え
わ
た
し
を
殺
し
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
は
神

に
希
望
を
お
く
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

今
の
聖
書
学
者
の
訳
で
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
の
で

す
が
、
た
だ
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
わ
た
し
が
読
ん
だ
限
り
で

は
ア
ン
ド
レ
・
ネ
イ
ル
が
『
言
葉
の
捕
囚
』
と
い
う
ア

ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
後
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
書
物
の
中

で
、
こ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
た
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
希
望
と
は
訳
さ
な
い
訳
し
方
が
あ
っ
て
、
こ

こ
は
テ
キ
ス
ト
上
色
々
と
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
伝
統

的
に
は
「
神
が
た
と
え
わ
た
し
を
殺
し
た
と
し
て
も
、

わ
た
し
は
神
に
希
望
を
お
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
必
ず
わ
た
し
の
た
め
に

弁
護
し
て
く
れ
る
人
、
わ
た
し
を
救
っ
て
く
れ
る
人
が

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
と

い
う
、
そ
れ
と
繋
が
る
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
ヨ
ブ
の
希
望
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
今
滝
先
生

あ
る
い
は
木
村
先
生
の
お
考
え
を
聞
か
せ
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

木
村	

例
の
有
名
な
一
九
章
で
す
ね
。
あ
そ
こ
で
、
ウ
ル
ガ
タ

訳
で
は
明
確
に
「
復
活
」
を
意
図
し
て
訳
し
て
い
ま
す

ね
。
今
は
「
復
活
」
に
関
し
て
は
否
定
的
な
訳
語
が
多

い
で
す
ね
。
た
だ
わ
た
し
が
い
つ
も
参
考
に
す
る
ジ
ャ

ン
セ
ン
は
や
は
り
「
復
活
」
で
す
。
ウ
ル
ガ
タ
を
非
常
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に
評
価
し
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
「
復
活
」
を
読
み
込
ん

で
い
ま
す
。
わ
た
し
は
一
九
章
と
い
う
の
は
「
復
活
」

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
、
さ
す
が
ウ
ル
ガ
タ
だ
な
と
思
い

ま
す
ね
。
今
回
は
、「
贖
う
者
＝
ゴ
ー
エ
ー
ル
」
に
関

し
て
は
全
然
触
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
わ
た
し
の

心
の
内
に
あ
る
義
の
意
識
、
そ
れ
は
間
違
い
な
い
事
実

だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
制
約
が
な
け
れ
ば
そ
の
間
違
い
な
い
事

実
も
全
く
無
に
帰
し
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
間
違
い
な

い
事
実
か
ら
そ
れ
の
制
約
と
し
て
の
神
の
義
、
義
な
る

神
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
希
望
そ
の
も
の

だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

今
滝 

こ
う
い
う
ふ
う
に
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
ま
で

の
確
信
を
持
っ
て
書
け
た
も
の
で
は
な
い
で
す
。
そ
れ

だ
け
恐
ろ
し
い
と
い
う
か
、
こ
う
書
い
た
し
ま
っ
た
と

い
う
方
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
議
論
を
逸
ら
す
よ
う

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
の
段
の
木
村
先
生
が
論
じ
て

お
ら
れ
た
「
敬
虔
な
勇
気
の
あ
る
決
断
」「
縋
り
つ
く

こ
と
」「
意
志
的
な
忠
誠
の
誓
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ

の
文
言
を
、
こ
れ
は
僕
自
身
で
は
な
く
て
無
教
会
の
キ

リ
ス
ト
者
の
三
代
目
関
根
正
雄
自
身
の
言
葉
で
す
が
、

「
神
な
き
と
こ
ろ
に
神
を
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
無
に

な
っ
て
縋
る
」、「
宗
教
的
エ
ロ
ス
と
し
て
の
信
仰
を
投

げ
打
っ
て
キ
リ
ス
ト
に
縋
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
ね

合
わ
せ
た
ヨ
ブ
の
神
へ
の
信
仰
と
い
う
と
こ
ろ
で
捉
え

て
、
そ
の
関
係
の
流
れ
の
中
で
希
望
と
い
う
ふ
う
に
書

き
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
解
釈
を
抑
え
て
論
じ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
本
当
に
希
望
に
な
る
か

と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
に
僕
自
身
が

降
り
ら
れ
な
い
と
い
う
か
、
降
り
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
こ
の
よ
う
な
答
え
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

花
岡 
旧
約
時
代
お
け
る
ヨ
ブ
の
思
想
と
し
て
は
詳
し
い
ご
立

派
な
ご
発
表
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え

ば
田
中
先
生
か
ら
出
ま
し
た
が
旧
約
聖
書
の
問
題
が
現

代
に
何
を
語
り
か
け
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
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と
、
西
田
と
か
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
か
が
い
ま
し
て
、

す
べ
て
が
一
体
的
に
倫
理
も
宗
教
も
根
源
か
ら
と
い
う

の
が
主
な
の
で
す
。
つ
ま
り
内
在
的
な
立
場
を
す
べ
て

断
ち
切
っ
て
、
神
が
ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
て
も
最
終
的

に
は
人
間
は
そ
れ
に
従
う
し
か
な
い
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
考
え
方
な
ん
で
す
ね
。
わ
た
く
し
は
出
発
点
が

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
し
た
か
ら
、
旧
約
を
旧
約
と
し
て
読

む
こ
の
ご
発
表
は
素
晴
ら
し
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
現
代
的
に
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
と
き

に
両
面
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
。
そ
う

い
う
現
代
の
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
実
存
的
な
立
場
で
す

か
ら
、
生
の
立
場
と
か
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ

ィ
ー
と
い
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
は
な
い
の
で
す
け

れ
ど
も
、
や
は
り
両
面
が
い
る
と
思
う
の
で
す
。
両
面

は
必
要
が
な
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。

木
村 
わ
た
く
し
も
全
く
そ
の
通
り
だ
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
、

わ
た
く
し
自
身
に
力
が
な
い
の
で
そ
こ
ま
で
行
っ
て
い

ま
す
と
、
た
と
え
ば
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
反
復
』
と
い

う
哲
学
的
随
想
集
の
中
で
ヨ
ブ
記
を
取
り
上
げ
て
お
り

ま
し
た
し
、
さ
っ
き
お
話
に
出
ま
し
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の

話
は
『
お
そ
れ
と
お
の
の
き
』
の
中
で
イ
サ
ク
と
ア
ブ

ラ
ハ
ム
の
親
子
の
問
題
を
、
ま
っ
た
く
新
た
な
解
釈
を

し
て
現
代
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
全
く
新
た
な
実
存

的
な
視
点
か
ら
考
え
て
お
り
ま
す
。
現
代
で
す
と
、
倫

理
と
い
う
も
の
も
宗
教
を
根
本
に
し
て
い
な
い
と
本
物

に
な
ら
な
い
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
後
の
考
え
方
を

踏
襲
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
に
は
シ
ュ
ラ
イ
ア

ー
マ
ッ
ハ
ー
が
宗
教
を
倫
理
と
か
他
の
哲
学
的
分
野
か

ら
引
き
離
し
た
そ
の
時
代
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
出
し
て

い
る
問
題
な
の
で
す
。
ヨ
ブ
記
の
神
は
宗
教
と
倫
理
と

い
う
も
の
を
峻
別
す
る
。
で
す
か
ら
ヨ
ブ
の
お
友
だ
ち

の
三
人
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は

倫
理
の
段
階
で
、
義
と
か
正
義
と
か
知
恵
と
か
で
の
、

旧
約
時
代
に
は
こ
う
い
う
解
釈
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
現
代
の
わ
た
く
し
ど
も
が
読
む
と
き
に
は
、
倫

理
の
段
階
を
超
え
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
現
代
で
す
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る
し
、
い
く
ら
考
え
て
も
分
か
ら
な
い
事
態
と
い
う
の

は
あ
り
う
る
わ
け
で
す
ね
。
ヨ
ブ
が
経
験
し
た
よ
う
な

人
生
の
事
実
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
の
人
生
経
験
で
も

い
く
つ
も
あ
り
ま
し
て
、
な
ん
と
も
な
ら
な
い
と
い
う

か
ね
。
わ
た
く
し
の
親
父
は
わ
た
し
が
生
ま
れ
た
年
に

交
通
事
故
で
、
浦
和
で
死
ん
だ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
飛

行
場
の
帰
り
に
桑
畑
を
自
動
車
で
通
っ
て
い
て
、
信
号

機
が
な
い
の
で
電
車
と
ぶ
つ
か
っ
て
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

く
ら
い
引
っ
張
ら
れ
て
、
そ
こ
で
死
ん
だ
わ
け
で
す
。

飛
行
場
で
撮
っ
た
写
真
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
飲
ん
で
く
れ
ば
、
そ
こ
で
事
故
に

合
わ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
わ
け
で
、
い
つ
も
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
母
と
わ
た
し
の

人
生
が
変
わ
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま

し
て
、「
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か
」
と
い
っ
た
体
験
に

直
面
し
た
と
き
に
ヨ
ブ
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
す
。

た
と
え
ば
聖
書
を
読
ん
で
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が

十
字
架
に
か
か
っ
て
最
後
に
亡
く
な
る
と
き
に
「
わ
が

神
、
我
が
神
、
ど
う
し
て
わ
た
し
を
見
捨
て
た
も
う
の

な
い
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。

花
岡 

こ
れ
は
す
ご
い
ご
研
究
と
思
い
ま
す
か
ら
、
両
面
が
揃

い
ま
し
た
ら
本
当
に
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

小
野
寺 　

今
の
お
話
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
の
教
え
子
の
話

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
は
女
学
校
、
高
校
で

一
二
年
く
ら
い
教
え
ま
し
て
、
そ
の
子
は
心
根
の
良
い

優
し
い
子
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
前
ご
主
人
を
亡

く
し
た
ん
で
す
ね
。
非
常
に
仲
の
良
い
理
想
的
な
夫
婦

だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
愛
の
ご
主
人
を
亡
く
し

た
の
で
す
。
彼
女
は
教
会
に
行
っ
て
い
た
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
、
三
年
間
く
ら
い
沈
黙
し
ま
し
て
ね
、
何
の

連
絡
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
こ
の
前
手
紙
が
来
て
、
こ

う
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。「
始
め
て
こ
の
よ
う
な
人

生
の
経
験
を
し
て
、
わ
た
し
の
最
愛
の
夫
が
神
に
奪
わ

れ
た
、
祈
っ
て
も
甲
斐
が
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
わ
た
し

は
最
近
教
会
に
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
、
こ
う

い
う
手
紙
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
気
持
ち
は
良
く
分
か
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歴
史
を
見
ま
す
と
、
私
の
場
合
は
ど
う
い
う
わ
け
か
キ

リ
ス
ト
教
に
入
り
ま
し
て
、
親
父
と
い
う
も
の
を
知
り

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
父
な
る
神
に
出
会
っ
た
と

言
い
ま
す
か
。
わ
た
し
の
同
級
生
で
親
父
が
生
き
て
い

る
人
は
一
人
も
い
な
い
わ
け
で
、
で
す
け
れ
ど
も
わ
た

く
し
は
そ
の
長
い
遍
歴
で
父
な
る
神
に
遭
遇
し
た
と
い

う
こ
と
で
、
確
か
な
人
生
観
と
出
会
っ
た
と
い
う
気
が

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
「
神
も
仏

も
あ
る
も
の
か
」
と
い
う
状
況
の
中
で
ど
う
生
き
る
か

と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
問
題
に
人
間
と
い
う
の
は
直
面
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
の
と
き
に
教
会
に
行
き
ま

せ
ん
と
い
う
解
決
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た

し
は
ほ
っ
と
け
ば
彼
女
の
考
え
は
変
わ
っ
て
く
る
と
思

っ
て
、
理
屈
で
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
は
言
わ
ず
に
ほ
っ

て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
女
の
こ
と
で
す
か
ら
き

っ
と
変
わ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
倫

理
的
な
次
元
よ
り
も
深
い
も
の
、
と
い
い
ま
す
か
、
全

能
の
神
よ
り
も
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
空

と
い
う
か
無
と
い
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
。
で
す
か
ら「
わ

か
」
と
、
こ
れ
に
は
色
々
な
解
釈
が
あ
っ
て
、
旧
約
と

の
関
連
と
か
色
々
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
神
も

仏
も
あ
る
も
の
か
」
と
い
う
状
況
だ
と
思
う
の
で
す
ね
、

十
字
架
で
落
命
す
る
瞬
間
と
い
う
の
は
。
で
す
け
れ
ど

も
、「
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か
」
と
い
う
状
況
の
中
で

「
わ
が
霊
を
御
手
に
委
ね
る
」
と
い
っ
て
ガ
ッ
ク
リ
と

頭
を
垂
れ
る
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
し
て
、
わ
た
し
は

勝
手
に
解
釈
し
て
、
こ
れ
は
や
は
り
イ
エ
ス
の
信
仰
告

白
だ
な
と
思
っ
て
感
動
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す

か
ら
、
信
仰
と
い
う
も
の
の
究
極
の
姿
は
そ
う
い
う
も

の
か
な
、
と
い
う
の
が
一
つ
で
す
。
そ
れ
か
ら
田
中
先

生
が
言
わ
れ
た
「
全
能
の
神
は
悪
魔
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
問
題
。
こ
の
問
題
が
持
っ
て
い
る
深

刻
な
問
い
と
い
う
の
は
、
最
近
私
も
考
え
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
と
か
広
島
と
か
、
歴
史
的

に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
遭
遇
す
る
と
き
に
、
そ
う
い
う

現
実
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
と
き
に
、
や
は
り
ヨ

ブ
の
よ
う
な
問
い
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
ね
。
解
決
は
つ
か
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
長
い
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い
な
い
と
考
え
て
い
る
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八
木
（
誠
）
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、
並
木
さ
ん

も
そ
れ
は
最
初
か
ら
付
い
て
い
た
と
言
う
の
で
す
。
こ

れ
は
文
献
学
的
な
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
違
う
観
点

で
す
が
、
あ
れ
が
あ
る
と
観
客
の
い
る
芝
居
に
な
っ
ち

ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
読
者
に
は
な
ぜ
ヨ
ブ
が
あ
あ

な
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
、
だ
か

ら
読
者
か
ら
見
る
と
あ
れ
は
芝
居
を
観
て
い
る
よ
う
で

自
分
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
あ
れ
が

な
い
と
自
分
の
問
題
に
な
る
の
で
す
が
。
だ
か
ら
エ
ピ

ロ
ー
グ
と
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
文
献
学
的
に
は
最
初
か
ら
あ

っ
た
と
い
う
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

も
う
一
つ
は
、
最
後
に
神
が
ヨ
ブ
に
現
わ
れ
て
、
色
々

言
い
ま
す
ね
。
あ
あ
い
う
神
様
の
現
わ
れ
と
、
そ
の
後

で
ヨ
ブ
が
悔
い
改
め
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ヨ
ブ
、

あ
る
い
は
旧
約
聖
書
は
、
神
の
働
き
を
ど
こ
に
見
て
い

が
霊
を
御
手
に
委
ね
る
」
と
い
う
最
後
の
生
き
方
が
そ

の
人
の
信
仰
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
持
っ
て

い
ま
し
て
、
今
日
の
発
表
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
う
い
う

事
態
は
人
生
に
い
く
つ
か
あ
る
な
と
感
じ
て
お
り
ま

す
。

八
木
（
誠
）
ヨ
ブ
記
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
す
よ
ね
。

サ
タ
ン
が
神
様
に
ヨ
ブ
は
義
人
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
ど
う
せ
何
か
得
を
当
て
に
し
て
神
様
に
従
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
と
神
様
が
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
、
少
し
痛
み
つ
け
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

で
物
語
が
始
ま
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
最
後
の
エ
ピ
ロ
ー

グ
で
は
、
神
様
に
叱
ら
れ
た
後
に
全
部
回
復
さ
れ
る
、

回
復
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
死
ん
だ
息
子
た
ち
が
生
き
返

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ

ー
グ
は
元
来
ヨ
ブ
の
一
部
分
だ
と
お
考
え
で
す
か
、
つ

ま
り
中
間
の
部
分
が
本
当
の
物
語
で
、
誰
か
が
後
で
く

っ
つ
け
た
ん
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

木
村 

エ
ピ
ロ
ー
グ
と
プ
ロ
ロ
ー
グ
が
本
来
ヨ
ブ
記
に
属
し
て
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て
い
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
な
か
な
か
研
究
者
の
間
で
も
意
見
が
分

か
れ
て
、
圧
倒
的
に
自
分
自
身
の
全
能
の
力
を
現
す
こ

と
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
し
か
思
え

ま
せ
ん
か
ら
、
あ
れ
が
な
い
方
が
か
え
っ
て
良
い
か
の

よ
う
に
思
い
ま
す
。

八
木
（
誠
）
だ
か
ら
問
題
と
し
て
、
応
報
と
い
う
と
こ
ろ
で
神

と
出
会
う
の
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
違
う
と
こ
ろ
で
出

会
う
の
か
。
新
約
聖
書
で
は
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
け

れ
ど
も
。

木
村 

ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
の
場
合
に
は
応
報
思
想
で
す
、
要
す
る

に
善
か
悪
か
に
よ
っ
て
幸
い
か
禍
い
か
が
与
え
ら
れ
ま

す
。
ツ
ェ
ー
ダ
ー
カ
ー
の
場
合
に
は
、
善
悪
関
係
な
し

に
困
窮
す
る
者
に
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
側
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
両
方
を

合
わ
せ
て
神
の
義
だ
し
、
ヨ
ブ
自
身
の
う
ち
に
も
こ
の

両
方
が
と
も
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
神
を
希
望
す
る
と
。

八
木
（
誠
）
と
こ
ろ
が
ヨ
ブ
記
で
は
ミ
シ
ュ
パ
ー
ト
も
ツ
ェ
ー

た
わ
け
で
す
か
。
正
し
い
こ
と
を
す
れ
ば
祝
福
を
受
け

る
と
い
う
そ
う
い
う
見
方
、
つ
ま
り
、
正
し
い
か
間
違

っ
て
い
る
か
に
対
す
る
神
の
一
々
の
応
報
で
す
よ
ね
。

こ
れ
は
現
代
の
問
題
と
関
わ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
応

報
に
お
い
て
神
を
見
る
の
か
、
神
に
出
会
う
の
か
。
そ

れ
と
も
最
後
に
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
と
い
っ
た
い

ど
こ
で
出
会
わ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
僕

の
意
見
は
こ
こ
で
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
問
題
に
関

し
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

木
村 

ま
ず
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
プ
ロ
ロ
ー
グ
が
当
初
は
な
か
っ
た

と
い
う
見
解
を
、
僕
は
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
で

す
。
確
か
に
ス
タ
イ
ル
が
全
く
違
い
ま
す
か
ら
、
と
く

に
四
二
章
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
は
邪
魔
と
い
う
感
じ
が
わ
た

し
も
致
し
ま
す
ね
、
な
い
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
良
い
と
。

三
二
章
か
ら
三
七
章
の
エ
リ
フ
の
言
論
で
す
は
付
加
で

あ
る
と
い
う
意
見
が
大
半
で
す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
と

い
う
意
見
も
あ
る
。
三
八
章
以
降
の
神
が
突
然
現
わ
れ

て
来
て
応
答
す
る
、
あ
れ
も
今
回
は
全
く
そ
れ
を
扱
っ



147 ――― 東西宗教研究　第 10 号・2011 年

た
だ
僕
は
旧
約
聖
書
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
は
思

え
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
暗
示
的
に
は
あ
り
ま

す
が
ね
。
さ
っ
き
言
っ
た
「
神
無
き
と
こ
ろ
で
神
と
一

つ
と
な
る
」
と
い
う
言
い
方
が
出
て
き
う
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
旧
約
聖
書
に
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ

こ
の
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
ね
。
全
体
的
に
見

て
変
な
本
と
言
っ
て
は
な
ん
で
す
が
、
一
見
極
め
て
深

刻
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
ヨ
ブ
記
は

全
体
で
見
る
と
、
特
に
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
を

付
け
て
み
る
と
、
茶
番
な
ん
で
す
よ
ね
。
ふ
ざ
け
て
ま

す
よ
、
あ
れ
は
。
む
し
ろ
ヨ
ブ
が
正
統
信
仰
を
か
ら
か

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
ま
す
ね
。

木
村 

正
統
信
仰
に
対
す
る
批
判
と
い
う
の
は
明
確
で
す
よ

ね
。

八
木
（
誠
）
む
し
ろ
ヨ
ブ
（
ヨ
ブ
記
作
者
）
が
、
か
ら
か
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
く
ら
い
で
、

こ
れ
は
僕
の
感
想
で
す
け
れ
ど
も
（
ヨ
ブ
記
の
本
体
の

部
分
は
真
正
の
宗
教
書
だ
が
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ

ダ
ー
カ
ー
も
全
う
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
。
だ

か
ら
、
違
う
出
会
い
方
が
な
い
と
、
最
後
の
と
こ
ろ
は

ピ
ン
と
来
な
い
の
で
す
ね
。

木
村 

最
後
の
結
論
部
分
は
全
く
違
う
出
会
い
方
で
す
よ
ね
。

で
す
か
ら
、 
三
一
章
ま
で
の
今
回
わ
た
し
が
述
べ
た
希

望
と
、
希
望
を
全
て
打
ち
砕
く
形
で
の
三
八
章
か
ら

四
二
章
ま
で
の
神
の
力
を
も
っ
て
ヨ
ブ
に
語
り
か
け
、

ヨ
ブ
を
屈
服
さ
せ
る
と
い
う
出
会
い
方
と
で
は
、
全
く

違
う
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
作
者
の
意
図
が
ど

こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

八
木
（
誠
）
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
ミ
シ

ュ
パ
ー
ト
に
せ
よ
ツ
ェ
ー
ダ
ー
カ
ー
に
せ
よ
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
で
神
と
出
会
う
の
か
、
神
の
働
き
を
見
る
の

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
と
は
違
っ
た
次
元
で
神
の
働
き
を

見
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
最
後
ま
で
残
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

木
村 

そ
の
違
っ
た
次
元
と
い
う
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。

八
木
（
誠
）
そ
れ
は
新
約
聖
書
だ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
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こ
な
い
、
と
。
し
か
し
あ
る
と
き
に
応
報
物
語
に
疑
問

を
持
っ
た
、
詩
人
ヨ
ブ
と
仮
に
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、

詩
人
ヨ
ブ
が
中
間
の
部
分
、
す
な
わ
ち
「
我
生
ま
れ
し

日
々
、
滅
び
失
せ
よ
」
と
い
う
明
ら
か
に
違
っ
た
文
体

で
書
い
た
。
で
す
か
ら
、
い
く
つ
も
の
層
が
あ
っ
て
、

因
果
方
法
の
部
分
が
最
も
古
い
形
態
で
あ
っ
た
。
多
く

の
人
が
、
編
集
者
が
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
物
語
で
あ
る

か
ら
付
け
加
え
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
で
は
な

く
て
、
因
果
応
報
の
方
が
最
も
古
い
形
態
で
あ
っ
て
シ

ン
プ
ル
な
部
分
で
あ
っ
て
、
あ
る
と
き
に
、
中
間
部
分

が
こ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
応
報
思
想
を
批
判
す
る
あ

る
宗
教
詩
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
説
は
、
わ
た

し
に
は
非
常
に
納
得
が
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

読
み
方
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

木
村 

ヨ
ブ
記
作
者
が
そ
う
い
う
古
い
伝
承
を
利
用
し
て
構
成

し
た
と
い
う
の
は
、
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

田
中 

明
ら
か
に
文
体
が
違
う
の
で
、
そ
し
て
最
後
の
結
末
で

ー
グ
を
つ
け
る
と
全
体
が
お
か
し
く
な
る
こ
と
に
つ
い

て
、『
福
音
と
世
界
』
本
年
度
八
月
号
に
一
文
を
書
き

ま
し
た
）。

田
中 

今
八
木
先
生
が
仰
っ
た
額
縁
の
部
分
と
絵
そ
の
も
の
の

部
分
が
あ
っ
て
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
読
む
と
最
初

と
最
後
の
部
分
が
い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印

象
を
受
け
る
の
で
す
が
、
わ
た
し
が
二
〇
〇
七
年
に
ク

レ
ア
モ
ン
ト
に
行
っ
た
と
き
に
、
ヨ
ブ
記
の
連
続
セ
ミ

ナ
ー
と
い
う
の
が
あ
っ
て
出
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

の
と
き
に
こ
う
い
う
解
釈
を
聞
い
た
の
で
す
が
、
実
は

額
縁
の
部
分
が
最
も
古
い
部
分
で
あ
る
、
と
。
そ
こ
に

は
お
そ
ら
く
サ
タ
ン
も
出
て
こ
な
く
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム

物
語
と
同
じ
よ
う
に
、
ヨ
ブ
を
試
す
の
は
神
御
自
身
で

あ
っ
て
、
そ
の
試
練
に
耐
え
て
神
に
対
し
て
あ
く
ま
で

も
忠
実
で
あ
っ
た
ヨ
ブ
を
神
が
祝
福
し
て
、
ア
ブ
ラ
ハ

ム
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
子
孫
を
恵
ま
れ
た
、
そ
れ
は

応
報
物
語
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
と
最
後
が
む

し
ろ
繋
が
っ
て
い
ま
し
て
、
サ
タ
ン
も
も
ち
ろ
ん
出
て
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の
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
が
全
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
問
い
と
答
え
に
齟
齬
が
あ

る
、
と
。
と
う
い
う
の
は
、
プ
ロ
セ
ス
神
学
と
い
う
の

は
ヨ
ナ
ス
と
非
常
に
近
い
考
え
方
で
、
神
の
全
能
を
認

め
な
い
。
こ
れ
は
ヨ
ナ
ス
が
む
し
ろ
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

の
影
響
を
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
た
だ

し
、
わ
た
し
は
少
し
違
う
考
え
方
を
も
っ
て
い
ま
し

て
、
や
は
り
あ
そ
こ
で
神
の
権
現
に
接
し
て
、
全
能
と

い
う
こ
と
を
身
に
染
み
て
自
ら
体
験
し
た
と
い
う
こ
と

が
ヨ
ブ
に
と
っ
て
救
い
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
ヨ
ブ
は

や
は
り
全
能
の
神
で
は
な
い
と
自
分
を
救
う
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
、
こ
の
一
点
は
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
ヨ
ブ
の
中
間
を
書
い
た
人
は
ね
。
そ
う

じ
ゃ
な
い
と
、
あ
の
権
現
物
語
は
現
代
人
に
は
理
解
し

が
た
い
。
先
ほ
ど
花
岡
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
ヨ

ナ
ス
が
言
う
こ
の
三
つ
の
前
提
の
う
ち
ど
れ
を
否
定
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
や
は
り
、
全
能
は
非
常

に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
西
田
の
旧
約
聖
書
解
釈
の
根

ヨ
ブ
が
幸
せ
に
な
る
と
い
う
の
が
最
も
古
い
形
態
だ
っ

た
と
い
う
の
は
、
い
か
が
で
す
か
。

木
村 

そ
れ
は
エ
ス
プ
ッ
ト
ミ
ュ
ー
ブ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
伝

承
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と

で
、
古
い
形
態
だ
と
い
う
の
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木
（
誠
）
そ
れ
だ
と
よ
く
分
か
り
ま
す
よ
ね
。
神
様
が
ヨ
ブ

を
試
し
て
試
験
を
受
か
っ
た
か
ら
後
で
幸
福
に
な
っ
た

と
い
う
の
は
、
実
に
旧
約
聖
書
に
ぴ
っ
た
り
で
す
よ
ね
。

あ
れ
が
今
み
た
い
な
形
に
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

非
常
に
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

田
中 

そ
れ
で
、
こ
の
変
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
物
語
の
本

論
の
部
分
を
書
い
た
人
の
宗
教
経
験
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
八
木
先
生
が
仰
っ
た
も
う
一
つ

の
点
で
、
要
す
る
に
神
が
応
答
す
る
場
面
の
も
つ
意
味

で
す
よ
ね
。
わ
た
し
が
ヨ
ブ
記
の
連
続
セ
ミ
ナ
ー
に
出

た
と
き
に
は
プ
ロ
セ
ス
神
学
の
人
が
多
か
っ
た
か
ら
、

か
な
り
の
人
が
「
神
様
は
ヨ
ブ
に
ま
と
も
に
答
え
て
い

な
い
」
と
。
ヨ
ブ
は
倫
理
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
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あ
る
と
い
う
よ
う
な
最
善
世
界
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
い

う
の
は
頭
で
考
え
た
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う

よ
う
な
神
は
生
き
た
神
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
た
だ
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
な
ん
か
は
違
う
と
思
う

の
で
す
ね
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
か
な
り
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
か
ら
来
て
い
て
、
そ
れ
を
む
し
ろ
現
代
的
な
形
で

展
開
し
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
神
の
全
善
と
い
う
こ
と

を
認
め
た
上
で
、
し
か
し
全
能
と
い
う
の
は
一
つ
の
フ

ァ
ラ
シ
ー
な
ん
だ
と
い
う
形
で
伝
統
的
な
神
学
を
批
判

し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
西
田
と
か
ヨ
ブ
記
の
作
者
は

違
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
や
は
り
極
悪
非
道
な
る
神
で

あ
っ
て
も
全
能
の
神
に
し
て
、
悪
の
底
に
落
ち
た
人
を

初
め
て
救
い
う
る
の
だ
、
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
あ
る
よ

う
に
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
点
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

木
村 

結
論
部
分
は
そ
う
い
う
結
論
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ

れ
は
読
め
ば
そ
れ
以
外
に
し
か
読
め
ま
せ
ん
よ
ね
。
た

だ
途
中
ま
で
は
、
今
回
は
三
一
章
ま
で
を
中
心
に
や
っ

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ヨ
ブ
の
場
合
も
神
の
全
能
、

本
も
そ
れ
で
す
。
極
悪
非
道
を
救
い
う
る
神
は
、
極
悪

非
道
ま
で
人
を
突
き
落
と
す
こ
と
の
で
き
る
神
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
西
田
の
論
理
で
す
け
れ
ど

も
、
西
田
は
や
は
り
そ
の
限
り
で
は
、
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
神
学
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
た
と

思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
彼
の
場
所
的
論
理
の
中

で
徹
底
し
て
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
相
対
に
対
す

る
絶
対
で
は
な
く
て
、
真
の
絶
対
的
な
神
と
い
う
の
は

如
何
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
。
そ
ん

な
ふ
う
に
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

木
村 

そ
う
す
る
と
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
が
図
式
化
で
三
つ
の

概
念
を
提
起
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
絶
対
的

な
る
善
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
否
定
す
る
わ
け
で
す

よ
ね
。

田
中 

そ
う
で
す
ね
、
つ
ま
り
善
悪
と
い
う
も
の
の
相
対
性
な

ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
西
田
の
場
合
も
そ
う
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
が
神
の
創
っ
た
最
善
の
世
界
で
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る
わ
け
で
す
。
た
だ
ヨ
ブ
は
全
能
で
あ
っ
て
も
神
は
善

で
は
な
い
、
義
で
は
な
い
と
い
う
の
が
結
論
な
ん
で
す

ね
。
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
点
で
全
能

に
欠
如
が
生
じ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
あ
り
ま
す

が
。

小
野
寺 　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

木
村 

そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

小
野
寺 　
「
神
無
き
と
こ
ろ
に
神
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
仰

い
ま
し
た
ね
、
関
根
先
生
が
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と

で
す
か
。

今
滝 

十
字
架
の
絶
叫
に
関
し
て
関
根
先
生
が
な
さ
れ
て
い
る

解
釈
で
す
。

小
野
寺 　

全
能
の
神
無
き
と
こ
ろ
に
神
を
見
る
の
で
す
か
。
全

能
と
い
う
…
。

今
滝 
そ
れ
は
、
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
少

し
戸
惑
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

木
村 

イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
全
く
神
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

そ
し
て
絶
対
的
な
る
善
、
理
解
可
能
性
の
う
ち
の
絶
対

的
な
る
善
の
部
分
を
否
定
し
て
い
る
。
絶
対
的
な
る
力

は
あ
る
程
度
認
め
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
、
否
定
し
て

い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
最
終
的
に
は
、
今

田
中
先
生
が
仰
っ
た
三
八
章
か
ら
四
二
章
ま
で
は
全
く

の
絶
対
的
な
る
力
の
権
限
に
ヨ
ブ
が
触
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
解
釈
の
余
地
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
回
心
し

た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

小
野
寺 　

今
使
わ
れ
て
い
る
「
全
能
」
と
い
う
言
葉
、
旧
約
聖

書
の
神
の
全
能
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
な
と

時
々
考
え
る
の
で
す
ね
。
ど
う
い
う
意
味
で
「
全
能
」

と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ

っ
と
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

木
村 

あ
ら
ゆ
る
天
体
を
創
造
し
、
そ
し
て
軌
道
ま
で
も
管
轄

す
る
よ
う
な
力
を
も
つ
存
在
者
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

小
野
寺　

何
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
…
。

木
村 

何
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点

で
は
、
三
友
も
そ
う
だ
し
、
ヨ
ブ
も
そ
れ
を
認
め
て
い
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る
よ
う
な
気
が
し
て
聞
い
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、

花
岡
さ
ん
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
絶
対
無

な
る
神
と
い
う
の
を
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
そ
こ
ま
で
掘

り
下
げ
て
い
か
な
い
と
、
こ
の
問
題
が
何
か
し
っ
く
り

来
な
い
で
す
よ
ね
。
あ
と
、
遠
藤
周
作
が
病
気
で
非
常

に
苦
し
ん
だ
と
き
に
、
体
が
か
ゆ
く
な
っ
て
非
常
に
苦

し
ん
だ
と
き
に
、
奥
様
が
「
あ
な
た
、
ヨ
ブ
記
に
つ
い

て
書
く
と
言
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
を
書
か
れ
た
ら

ど
う
で
す
か
」
と
言
っ
た
ら
、「
そ
う
だ
な
」
と
言
っ

て
苦
悩
に
耐
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
だ

か
ら
、
遠
藤
周
作
の
最
後
の
課
題
が
ヨ
ブ
記
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
わ
た
し
た
ち
も
人
生
で
そ
う
い
う
問
題
に
間

違
い
な
く
直
面
す
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
と
き
に
ど

う
対
応
す
る
か
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
問
題
で
す
。
だ
か

ら
、
わ
た
し
た
ち
が
考
え
て
い
る
対
象
的
な
神
は
全
能

の
神
と
い
う
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
神
を
超
え
る
神
」
と
い
う

こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
「
神
を
超
え
る
神
」

と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
い
と
そ
の
問
題
は
解
決
で

ね
。
だ
か
ら
、
神
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
の
は
、
イ

エ
ス
を
離
れ
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
全
く
神
が
い
な
い
。

神
に
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
神
が
い
て
そ
の
神
が

イ
エ
ス
を
捨
て
た
、
捨
て
た
け
ど
ど
こ
か
に
神
様
が
い

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
の
場
で
は
神
そ
の
も

の
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

八
木
（
誠
）
で
も
イ
エ
ス
は
呼
び
か
け
て
い
ま
す
よ
。「
わ
が
神
、

わ
が
神
」
と
。
い
な
い
の
に
呼
び
か
け
る
の
で
す
か
。

木
村 

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
呼
び
か
け
に
お
い

て
生
じ
る
、
と
言
う
と
少
々
ま
ず
い
で
す
が
。

小
野
寺　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
史
の
伝
統
の
中
に
、
パ
ス
カ
ル

な
ん
か
も
そ
う
で
す
が
無
な
る
神
の
伝
統
が
あ
り
ま
す

よ
ね
。D

eus abscontentus

。
無
な
る
神
と
有
な
る
神

と
い
う
二
つ
の
神
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
絶
対
無

な
る
神
の
意
識
の
流
れ
と
有
な
る
神
の
流
れ
と
い
う
の

が
統
合
さ
れ
な
い
ま
ま
で
来
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る

の
で
す
よ
。
無
な
る
神
の
問
題
が
顔
を
出
し
て
来
て
い
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く
し
の
意
志
で
は
ど
こ
ま
で
も
問
題
は
解
決
で
き
な
く

て
、
し
か
し
対
象
化
で
見
え
る
神
で
は
な
く
て
、
小
野

寺
先
生
が
仰
い
ま
す
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
否
定
を
続

け
て
い
く
、
わ
た
く
し
も
否
定
の
働
き
を
続
け
ま
す
し
、

絶
対
無
の
神
の
方
も
否
定
性
と
い
う
働
き
の
神
で
す
か

ら
。
後
は
懇
親
会
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

今
滝 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
を
少
し
超

過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
最

後
に
小
野
寺
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
触
発
さ
れ
て
、
非
常

に
個
人
的
な
お
話
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
実
は
、
二
〇

日
の
夜
に
母
が
脳
出
血
で
倒
れ
ま
し
て
、
昨
日
ま
で
集

中
治
療
室
に
入
っ
て
い
ま
し
て
、
昨
日
の
午
後
か
ら
一

般
に
移
る
こ
と
が
で
き
て
、
ま
た
命
も
取
り
留
め
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
で
初
日
の
会
に
は
参
加
で
き
な
か
っ
た

の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
体
験
と
「
神
無
き
と
こ
ろ
に

お
け
る
共
に
あ
る
被
造
物
の
希
望
」
と
い
う
こ
と
で
、

本
当
に
希
望
と
い
う
こ
と
に
グ
ッ
と
入
り
込
ん
で
質
問

さ
れ
た
田
中
先
生
に
ち
ゃ
ん
と
お
答
え
で
き
な
か
っ
た

き
な
い
。
や
は
り
仏
教
で
言
わ
れ
る
無
の
問
題
が
非
常

に
参
考
に
な
る
。
そ
れ
は
花
岡
さ
ん
の
中
の
思
想
を
研

究
し
て
み
る
と
そ
う
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
言
そ
れ
を
教
え
て
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
無
な
る
神
と
い
う
問
題
が
ご
著

書
の
中
に
出
て
き
ま
す
よ
ね
、
そ
れ
を
わ
た
く
し
は
非

常
に
共
感
を
も
っ
て
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
辺
を
ち
ょ

っ
と
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

花
岡 

難
し
い
問
題
で
す
が
、
一
言
で
申
し
ま
す
と
、
や
は
り

絶
対
の
実
体
的
な
神
は
対
象
化
の
神
で
す
。
わ
た
し
は

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
け
れ
ど
も
、
実
体
化
で
き
る
神
で

は
な
く
、
い
つ
も
二
重
の
否
定
を
し
て
い
く
、
実
体
化

を
否
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
否
定
を
し
て
い
く
そ
の
反

動
と
し
て
慈
悲
と
か
ア
ガ
ペ
ー
が
ほ
と
ば
し
り
出
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
自
分
の
意
志
や
神
の
意
志
を
超
え

た
神
、
絶
対
化
の
神
で
は
な
く
て
無
限
に
二
重
の
否
定

を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
神
が
な
い
と
、
ヨ
ブ
的
な
問
題
の

解
決
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
わ
た
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の
で
す
け
れ
ど
も
、
ヨ
ブ
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い

の
で
す
が
、
な
ん
と
い
う
か
自
分
に
与
え
ら
れ
た
仕
事

で
今
日
来
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
あ
る
種
の
安あ

ん
じ
ん心
と
い
う
か
平
常
底
ま
で
行
か
な
い

と
い
け
な
い
の
か
な
と
。
今
、
花
岡
先
生
の
お
話
を
聞

い
て
い
て
思
わ
さ
れ
、
自
分
自
身
の
問
題
と
も
っ
と
引

き
つ
け
な
が
ら
勉
強
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な

と
も
う
一
度
感
じ
さ
せ
て
頂
い
た
、
本
当
に
有
意
義
な

質
問
と
議
論
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
、
木
村
先
生
の
方
か
ら
最

後
に
一
言
お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

木
村 

発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。


