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ト
は
研
究
の
対
象
と
し
な
い
方
が
よ
い
と
の
御
指
摘
。
惚
れ
す
ぎ
て

い
る
と
、
対
象
と
の
適
切
な
距
離
感
が
な
く
な
っ
て
、
研
究
と
な
り

難
い
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
伝
で
行
く
と
私
は
西
田
に
つ

い
て
発
表
す
る
資
格
が
な
い
。
西
田
、
特
に
最
後
の
「
場
所
的
論
理

と
宗
教
的
世
界
観
」
論
文
に
私
は
惚
れ
て
い
る
か
ら
。
し
か
し
今
日

は
西
田
の
専
門
家
の
先
生
方
に
、
私
が
西
田
に
惚
れ
て
い
る
理
由
を

ぶ
つ
け
て
御
批
判
を
い
た
だ
き
、
そ
ろ
そ
ろ
頭
を
冷
や
し
た
方
が
よ

い
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
参
上
し
た
。
忌
憚
な
き
ご
批
判
を
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
今
日
は
、
旧
約
解
釈
学
を
専
門
と
す
る
一
西
田
フ

ァ
ン
の
視
点
か
ら
、
西
田
を
専
門
と
す
る
先
生
方
の
本
格
的
な
哲
学

は
じ
め
に

今
日
の
私
の
発
題
は
、
事
前
に
事
務
局
か
ら
送
付
し
て
い
た
だ
い

た
拙
論
（
二
〇
〇
八
年

1

）
の
要
点
を
た
ど
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、

そ
の
先
に
現
在
「
西
田
哲
学
と
旧
約
聖
書
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
何
を

考
え
て
い
る
か
申
し
述
べ
る
と
い
う
形
で
進
め
た
い
。
質
疑
応
答
で

は
、
そ
の
両
方
を
対
象
と
し
て
議
論
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

六
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
哲
学
者
の
坂
部
恵
氏
と
は
、
氏
晩
年
の

一
〇
年
ほ
ど
、
一
週
間
泊
り
が
け
の
セ
ミ
ナ
ー
で
御
一
緒
す
る
こ
と

が
多
く
、
様
々
な
思
い
出
が
あ
る
。
そ
の
中
で
今
、
次
の
よ
う
な
御

指
摘
を
想
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ま
り
惚
れ
す
ぎ
た
テ
ク
ス

 
西
田
哲
学
と
旧
約
聖
書

ア
ケ
ー
ダ
ー
解
釈
を
中
心
に

関
根
清
三
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的
御
議
論
の
言
わ
ば
外
堀
を
埋
め
る
と
い
っ
た
辺
り
に
、
私
の
役
回

り
は
あ
る
と
思
い
定
め
て
、
以
下
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し

た
い
。

拙
論
「
イ
サ
ク
献
供
物
語
の
哲
学
的
解
釈
」
と
そ
の
後

拙
論
要
点

拙
論
（
二
〇
〇
八
年
）
の
要
点
を
、
一
先
ず
以
下
の
よ
う
に
確
認

し
て
お
き
た
い
。
①
神
学
的
あ
る
い
は
歴
史
学
的
解
釈
は
ア
ケ
ー
ダ

ー
（
創
世
記
二
二
章
一
～
一
九
節
）
の
神
の
理
不
尽
さ
に
つ
い
て
不
問

に
伏
し
が
ち
で
あ
る
。
②
と
こ
ろ
が
、
哲
学
的
解
釈
こ
そ
、
そ
の
点

を
査
問
す
る
も
の
で
あ
る
。
③
し
か
し
カ
ン
ト
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

を
経
て
、
ブ
ー
バ
ー
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
デ
リ
ダ
、
宮
本
久
雄
に
至
る

諸
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
難
点
を
含
む
。
④
む

し
ろ
ヨ
セ
フ
ス
、
就
中
、
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的

世
界
観
」
論
考
こ
そ
、
一
見
理
不
尽
に
見
え
る
、
ア
ケ
ー
ダ
ー
の
神

の
真
意
、
真
相
を
抉
り
出
し
た
、
解
釈
史
上
、
独
一
無
比
な
も
の
と

言
え
よ
う
。
⑤
そ
の
勘
所
は
、
万
有
在
神
論
に
到
る
絶
対
者
理
解
の

三
段
階
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
絶
対
な
る
神
は
自
己
の
外

な
る
相
対
者
と
相
対
す
れ
ば
相
対
的
絶
対
者
と
い
う
自
己
矛
盾
に
陥

る
が
、（
二
）
何
も
の
と
も
相
対
さ
な
け
れ
ば
神
で
な
く
な
る
か
ら
、

結
論
と
し
て
（
三
）
自
己
の
外
で
は
な
く
内
に
、
絶
対
の
自
己
否
定

で
あ
る
相
対
的
万
有
を
存
立
せ
し
め
、
こ
れ
と
相
対
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
洞
察2

。
⑥
た
だ
西
田
は
神
に
焦
点
を
合
わ
せ
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
つ
い
て
は
充
分
論
じ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
点
を
補

足
し
、
西
田
説
の
謂
わ
ば
裏
を
取
る
こ
と
を
、
拙
論
は
試
み
た
。

拙
論
そ
の
後

上
記
拙
論
所
収
の
『
旧
約
聖
書
と
哲
学
』
は
二
〇
〇
八
年
に
上

梓
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
後
二
〇
一
二
年
に
拙
編
著
（
二
〇
一
二
年

3

）

を
纏
め
た
。
こ
れ
は
古
代
中
世
か
ら
近
現
代
に
至
る
東
西
の
ア
ケ
ー

ダ
ー
論
を
四
二
篇
精
選
し
、
そ
の
さ
わ
り
を
解
説
と
共
に
並
べ
た
諸

解
釈
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
一
三
年
に
拙
論

（
二
〇
一
三
年

4

）、
一
四
年
に
拙
論
（
二
〇
一
四
年

5

）
を
公
に
し
て
い
る
。
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条
書
き
風
に
、
諸
家
の
一
五
～
一
九
節
付
加
説
の
論
拠
を
掲
げ
、
そ

れ
に
対
す
る
私
の
批
判
を
、_

…
で
記
す
に
留
め
た
い
。

① 

元
来
の
物
語
は
神
顕
現
、
犠
牲
奉
献
、
聖
地
命
名
で
終
わ
る

古
い
祭
儀
伝
説
だ
が
、
こ
の
付
加
部
分
は
、
一
二
章
以
下
の
ア
ブ
ラ

ハ
ム
物
語
を
相
互
に
結
び
付
け
て
い
る
約
束
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
、
こ

の
元
来
の
物
語
も
結
び
付
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、異
質
で
あ
る
。

_

一
節
「
こ
れ
ら
の
事 

は
過
ぎ
去
っ
た 

」
の
「
こ
れ
ら
の
事
」
は
、

神
の
約
束
と
イ
サ
ク
に
お
け
る
そ
の
成
就
と
い
う
、
一
二
章
以
下
の

ア
ブ
ラ
ハ
ム
へ
の
契
約
の
物
語
と
関
わ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
あ
な
た

が
愛
す
る
独
り
子
」
を
献
げ
る
こ
と
が
「
試
み
」
と
な
る
の
だ
。
と

す
る
と
、
一
四
節
ま
で
と
一
五
節
以
下
は
、
約
束
と
い
う
モ
テ
ィ
ー

フ
に
お
い
て
む
し
ろ
同
質
だ
と
看
做
す
べ
き
で
あ
る
。
②
神
が
「
自

ら
に
か
け
て
誓
う
」（
一
六
節
）
と
い
う
の
は
、
相
似
た
場
面
で
は

見
ら
れ
な
い
表
現
だ
。_

否
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
二
章
一
三
節
に

反
証
が
あ
る
。
③
自
分
自
身
の
言
葉
を
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
託
宣
」（
一
六

節
）
と
い
う
の
は
、
文
体
的
に
見
て
お
か
し
い
。_

否
、
普
通
に
見

ら
れ
る
文
体
で
あ
る
（
イ
ザ
ヤ
書
一
章
二
四
節
、
三
章
一
五
節
、
一
四

拙
論
（
二
〇
一
三
年
）
は
次
の
二
点
に
お
い
て
拙
論
（
二
〇
〇
八
年
）

を
揺
さ
ぶ
り
、
或
い
は
こ
う
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
提
案
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
最
近
の
旧
約
聖
書
学
の
ア

ケ
ー
ダ
ー
解
釈
は
、
一
五
節
以
下
を
一
四
節
ま
で
と
切
り
離
す
従
来

の
傾
向
に
対
し
て
異
議
を
呈
す
る
点
に
注
目
し
て
、
そ
の
論
拠
を
検

討
し
、
一
五
節
以
下
を
繋
げ
て
読
む
方
向
を
模
索
す
る
と
ど
う
な
る

か
。
②
暗
示
さ
れ
て
い
る
イ
サ
ク
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
心
理
や
発
言
を

顕
示
す
る
解
釈
を
、
自
覚
的
に
実
践
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
こ
こ

で
は
西
田
の
ア
ケ
ー
ダ
ー
解
釈
を
補
強
す
る
①
の
論
点
に
絞
っ
て
、

そ
の
後
の
私
見
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

創
世
記
二
二
章
一
五
～
一
九
節
付
加
説
の
検
討
と
西
田
の
ア
ケ
ー

ダ
ー
論

（
一
）
一
五
～
一
九
節
付
加
説
の
論
拠
（
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
、
ヴ
ェ
ス

タ
ー
マ
ン
、
モ
バ
リ
ー
、
ヴ
ェ
ン
ヨ
ラ
、
ル
ッ
ペ
ル
ト
等
）
と
私
見

旧
約
学
の
煩
瑣
な
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
、
こ
こ
で
は
箇
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（
一
八
節
）
へ
の
言
及
が
な
い
と
、
画
龍
に
点
睛
を
欠
く
。
旧
約
の

代
表
的
な
試
練
と
し
て
、
ノ
ア
と
ヨ
ブ
の
場
合
が
想
起
さ
れ
る
が
、

ど
ち
ら
も
、
試
練
の
後
に
は
褒
賞
が
与
え
ら
れ
て
（
創
世
記
九
章
一-

一
七
節
、
ヨ
ブ
記
四
二
章
一
〇
～
一
七
節
）、
話
は
落
着
す
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
私
見
に
よ
れ
ば
、
次
の
点
も
一
五-

一
九
節
真
正
説
の
論

拠
と
な
る
。
③
ア
ブ
ラ
ハ
ム
物
語
に
お
け
る
神
の
語
り
が
、
最
初
の

一
二
章
と
最
後
の
二
二
章
で
呼
応
し
て
い
る
。
神
の
示
す「
土
地（
エ

レ
ツ
）」
に
「
自
ら
行
き
な
さ
い
（
レ
ヒ
・
レ
ヒ
ャ
ー
）」（
一
二
章
一
節
、

二
二
章
二
節
）
で
始
ま
り
、そ
の
結
果
、地
の
「
総
て
の
（
コ
ル
）」
国
々

は
、ア
ブ
ラ
ハ
ム
な
い
し
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
「
祝
福
」
さ
れ
る
（
バ

ー
ラ
ク
）（
一
二
章
三
節
、
二
二
章
一
八
節
）
で
終
わ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。
そ
れ
な
の
に
一
五
節
以
下
を
欠
く
と
、
こ
の
期
待
が
裏
切

ら
れ
る
と
い
う
難
点
が
生
ず
る
。
以
上
、（
一
）
と
（
二
）
を
鑑
み
て
、

一
四
節
ま
で
と
一
五
節
以
下
を
、
元
来
一
続
き
の
物
語
と
看
做
す
こ

と
が
妥
当
だ
と
い
う
結
論
と
な
る
。

（
三
）
西
田
の
ア
ケ
ー
ダ
ー
解
釈
再
考 

西
田
に
は
、
こ
う
し
た
資
料
層
や
後
代
の
付
加
を
め
ぐ
る
編
集
史

章
二
二
、二
三
節
等
々
）。
④
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
が
「
敵
の
城
門
を

勝
ち
取
る
」（
一
七
節
）
と
い
う
の
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
物
語
の
約
束

の
基
本
要
素
（
創
世
記
一
二
章
一
～
三
、七
節
、
一
三
章
一
四-

一
六
節
、

一
五
章
七
、一
八
節
、
二
四
章
七
節
、
二
六
章
三
、四
、二
四
節
）
か
ら
見

て
、
更
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。_

否
、
創
世
記
一
二
章
三
、七
節
、

一
五
章
一
八-

二
一
節
等
で
敵
へ
の
勝
利
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。

（
二
）
一
五
～
一
九
節
真
正
説
の
論
拠
（
ウ
ェ
ナ
ム
、
フ
ァ
ン
・
セ
ー
タ

ー
ス
、
コ
ー
ツ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
、
関
根
（
二
〇
一
三
、二
〇
一
四
年
等
）

で
は
翻
っ
て
、
一
五-

一
九
節
を
真
正
と
す
る
積
極
的
な
理
由
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
の
諸
家
は
次
の
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
。

①
一
五
節
以
下
の
、
イ
サ
ク
を
通
し
て
の
子
孫
繁
栄
の
約
束
が
出
て

来
な
い
と
、
ハ
ガ
ル
と
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
へ
の
約
束
（
二
一
章
一
八
節
）

の
方
が
強
い
ま
ま
ア
ブ
ラ
ハ
ム
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
、
正
嫡
の
イ
サ
ク
が
諸
民
族
の
王
と
な
る
と
い
う
契
約
（
一
七
章

一
六
～
一
九
節
）
が
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
と
い
う
不
都
合
が
生
じ
る
。

②
ア
ケ
ー
ダ
ー
内
部
の
構
成
と
し
て
も
、
一
五
節
以
下
の
「
褒
賞
」
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の
で
あ
る
（
西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
四
章
、

六
・
一
四
五

6

）。

小
阪
国
継
が
正
当
に
も
解
説
す
る
と
お
り
、「
宗
教
と
い
う
の
は

ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
意
志
的
自
己
の
問
題
で
あ
り
、
個
の
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
個
人
的
安
心
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。･･･

わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
神
に
対
す
る
の
は
、
絶
対
的

一
者
の
自
己
限
定
の
極
限
と
し
て
、
そ
の
対
極
の
極
限
と
し
て
の
絶

対
的
一
者
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ば
永

遠
の
過
去
と
永
遠
の
未
来
の
人
類
の
代
表
と
し
て
、
神
に
対
す
る
の

で
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
愛
す
る
わ
が
子
イ
サ
ク
を
燔
祭
の
犠
牲
と

し
て
ヤ
ー
ウ
ェ
に
献
げ
た
と
き
、
彼
は
人
類
の
代
表
と
し
て
神
に
対

し
た
の
で
あ
る7

」。

上
述
の
、
絶
対
者
が
自
己
の
否
定
を
自
己
の
内
に
擁
す
る
西
田
の

万
有
在
神
論
の
思
想
に
照
ら
せ
ば
、
こ
こ
で
の
論
理
は
こ
う
な
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
神
は
唯
一
絶
対
で
普
遍
的
に
存
在
す
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
一
民
族
の
神
と
し
て
、
他
民
族
の
神
々

と
拮
抗
す
る
よ
う
な
複
数
相
対
の
個
別
の
神
で
は
あ
り
得
な
い
。
然

的
視
点
は
な
い
が
、
素
朴
に
一
四
節
ま
で
と
一
五
節
以
下
を
一
続
き

の
物
語
と
し
て
読
み
、
そ
し
て
次
の
よ
う
な
重
要
な
認
識
を
呈
示
し

て
い
る
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
朝
早
く
イ
サ
ク
を
携
え
て
モ
リ
ヤ
の
地
へ
立
っ

た
時
、
彼
は
唯
一
な
る
個
と
し
て
、
す
な
わ
ち
人
間
の
極
限
と

し
て
神
に
対
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
神
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
よ
と
呼

び
、
見
よ
我
こ
こ
に
あ
り
、
と
答
え
た
彼
で
あ
っ
た
。
彼
は
人

類
の
代
表
者
と
し
て
立
っ
た
の
で
あ
る
。
神
は
我
々
は
汝
を
祝

み
、
ま
た
大
い
に
汝
の
子
孫
を
増
し
、
汝
の
子
孫
に
よ
り
天
下

の
民
皆
福
祉
を
得
べ
し
、
汝
わ
が
言
に
遵
い
た
る
に
よ
り
て
な

り
、
と
い
っ
て
い
る
。
宗
教
に
お
い
て
、
自
己
が
自
己
を
脱
し

て
神
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
的
安
心
の
た
め
に
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
を
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
神
の
創
造
の
事
実
に
接
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
、神
が
自
己
自
身
を
示
現
す
る
と
と
も
に
、我
々

が
啓
示
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
信
仰
に
入
る
こ
と
は
、

人
間
が
人
間
の
決
断
を
も
っ
て
神
の
決
断
に
聴
従
す
る
と
い
う
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を
単
に
天
の
高
み
に
留
ま
る
至
高
善
の
神
と
し
て
表
象
す
る
こ
と

に
、
一
抹
の
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
現
実
に
経
験
さ

れ
る
、
神
の
凄
さ
と
深
さ
は
、
自
ら
の
善
性
を
も
否
定
し
、
ま
た
そ

の
普
遍
性
を
も
否
定
し
、
恐
ら
く
は
そ
の
存
在
を
も
い
っ
た
ん
は
否

定
し
て
、
人
間
の
低
み
に
ま
で
下
り
、
こ
れ
に
寄
り
添
っ
て
、
こ
れ

を
存
在
せ
し
め
る
、
す
な
わ
ち
、
救
い
取
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
存
す
る

の
で
は
な
い
か
。そ
う
し
た
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
理
解
の
極
点
が
、

ア
ケ
ー
ダ
ー
に
は
結
実
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た

神
経
験
の
深
奥
に
呼
応
し
つ
つ
、
直
観
で
は
な
く
論
理
で
、
そ
の
事

態
の
真
相
を
解
析
し
得
る
の
は
、
西
田
的
な
哲
学
の
思
索
で
し
か
な

い
だ
ろ
う
。
西
田
哲
学
は
そ
の
よ
う
に
、
古
代
の
作
者
が
直
観
的
に

し
か
語
り
得
な
か
っ
た
事
柄
の
真
相
を
究
明
す
る
点
で
、
旧
約
テ
ク

ス
ト
の
解
析
の
た
め
に
有
意
義
で
あ
り
、
ま
た
不
可
欠
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
拙
論
（
二
〇
〇
八
年
）
の
修
正
を
し
た
拙
論
（
二
〇
一
三
年
）

に
基
づ
い
て
、「
地
の
す
べ
て
の
民
」
の
「
祝
福
」
と
い
う
世
界
史

的
意
味
へ
の
眼
差
し
が
、
西
田
に
は
既
に
あ
り
、
そ
の
先
見
の
明
を

し
こ
の
自
己
否
定
の
神
は
、
自
ら
そ
の
普
遍
性
を
否
定
し
て
、
個
別

性
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
を
し
て
「
敵
の
城
門

を
勝
ち
取
」（
一
七
節
）
ら
せ
る
個
別
的
な
民
族
神
に
い
っ
た
ん
落

ち
て
、そ
こ
を
経
て
「
地
の
す
べ
て
の
国
々
」
に
「
祝
福
」（
一
八
節
）

を
も
た
ら
す
普
遍
神
に
戻
る
神
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
別
救
済

即
普
遍
救
済
の
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
の
神
と
言
い
換
え
て
よ
い
。

西
田
は
こ
こ
ま
で
論
じ
て
い
な
い
が
、哲
学
的
な
自
己
否
定
の
神
が
、

神
と
万
有
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
理
的
に
突
き
詰
め
て
行
っ
た
先
に

到
達
す
る
絶
対
者
概
念
の
究
極
の
形
で
あ
る
限
り
、
ア
ケ
ー
ダ
ー
の

こ
の
一
見
躓
き
に
見
え
る
箇
所
に
つ
い
て
も
そ
の
応
用
を
見
、
そ
の

躓
き
の
故
に
、
従
来
の
解
釈
が
後
代
の
付
加
と
し
て
来
た
箇
所
の
掬

い
取
り
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
否
、
単
に
掬
い
取
る
に
留
ま
ら

ず
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
個
人
の
救
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、

更
に
は
「
地
の
す
べ
て
の
国
々
」
の
救
い
へ
と
展
望
を
開
く
、
ア
ケ

ー
ダ
ー
作
者
の
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
究
極
の
作
話
意
図
へ
の
認
識
を

拓
く
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
経
験
的
直
観
的
に
こ
の
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
作
者
は
、
神
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な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
自
己
は
、
た
だ
死

に
よ
っ
て
の
み
、逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
。（
二
章
、

六
・
六
八
）。

「
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
中
初
め
て
、
こ
こ
で
「
逆
対
応
」
と
い

う
用
語
が
出
て
来
る
。
絶
対
に
相
反
す
る
も
の
が
、
矛
盾
対
立
し
な

が
ら
、
相
互
に
自
己
否
定
的
に
対
応
し
合
い
、
限
定
し
合
っ
て
い
る

事
態
を
表
す
、
こ
の
西
田
独
自
の
用
語
が
、
神
殿
で
イ
ザ
ヤ
が
神

（
な
い
し
は
そ
の
裳
裾
）
を
見
、
死
を
予
感
し
た
時
の
神
人
関
係
に

適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
イ
ザ
ヤ
書
六
章
五
節
）。
旧
約
で
は

伝
統
的
に
神
を
見
た
者
は
死
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
創
世
記
一
六

章
一
三
節
、
三
二
章
三
一
節
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
九
章
二
一
節
、
三
三
章

二
〇
節
、
士
師
記
六
章
二
二
節
、
一
三
章
二
二
節
）、
こ
こ
は
見
神
経
験

を
し
て
し
ま
っ
た
イ
ザ
ヤ
が
そ
の
伝
統
思
想
に
鑑
み
て
死
ぬ
と
直
感

し
た
と
い
う
風
に
形
式
的
に
注
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、
そ

も
そ
も
何
故
そ
う
い
う
伝
統
思
想
が
出
来
し
た
か
の
根
源
的
解
を
呈

示
す
る
西
田
の
面
目
躍
如
の
箇
所
の
一
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
方
、相
対
と
絶
対
の
相
互
の
自
己
否
定
的
逆
対
応
の
好
例
と
し
て
、

再
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ

る
。

西
田
の
旧
約
聖
書
理
解
の
他
端

「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
は
、
ア
ケ
ー
ダ
ー
以
外

の
旧
約
の
諸
処
も
、
要
所
要
所
で
引
用
す
る
。
以
下
、
四
つ
の
ポ
イ

ン
ト
に
分
け
て
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）
イ
ザ
ヤ
と
死
の
予
感

ま
ず
ア
ケ
ー
ダ
ー
論
に
近
い
論
脈
で
は
、
預
言
者
イ
ザ
ヤ
へ
の
次

の
言
及
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

イ
ザ
ヤ
が
神
を
見
た
と
き
、「
禍
な
る
か
な
、
我
亡
び
な
ん
…

…
」
と
い
っ
て
い
る
。
相
対
的
な
る
も
の
が
絶
対
者
に
対
す
る

と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
相
対
に
対
す
る
絶
対
は
絶
対
で
は
な

い
。
そ
れ
自
身
ま
た
相
対
者
で
あ
る
。
相
対
が
絶
対
に
対
す
る

と
い
う
時
、
そ
こ
に
死
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
無
と
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な
い
。
し
か
し
八
不
的
な
る
否
定
神
学
は
、
弁
証
法
的
で
は
な

い
。
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
絶
対
有
が
カ
プ
ト
・
モ
ル
ト
ゥ
ム
と
い
わ

れ
る
如
く
、
単
に
否
定
的
な
る
無
も
ま
た
何
物
で
も
な
い
。
何

処
ま
で
も
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
の
否
定
を
含
み
、
無
が
無
自

身
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
有
、
即
ち
真
の
絶
対
有
は
、
無
限
に

創
造
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
何
処
ま
で
も
歴
史
的
現
実
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。･･･

創
造
作
用
と
い
う
の
は
、
無
か
ら

有
が
出
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
に
過

ぎ
な
い
。
然
ら
ば
と
い
っ
て
、
単
に
有
か
ら
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
。
そ
れ
な
ら
必
然
的
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
創
造
作
用
と
い

う
こ
と
は
、
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
世
界
が
、
自
己
自

身
の
中
に
自
己
を
表
現
し
、
何
処
ま
で
も
無
基
底
的
に
、
作
ら

れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
、
無
限
に
自
己
自
身
を
形
成
し

行
く
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
語
的
超
越
的
に
君
主

的D
om

inus

な
る
神
は
創
造
神
で
は
な
い
。
創
造
神
は
自
己

自
身
の
否
定
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。然
ら
ざ
れ
ば
、

古
典
に
例
を
広
く
探
し
て
も
な
か
な
か
こ
の
イ
ザ
ヤ
の
箇
所
ほ
ど
ぴ

っ
た
り
来
る
例
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
西
田
が
自
己
の
思
索
な

い
し
そ
の
試
金
石
を
旧
約
に
負
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
旧
約
学
徒
と

し
て
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
は
神
に
接
し
た
人
の
自
己
否
定
が
先
ず
問
題
と
さ
れ

て
い
る
け
れ
ど
、
西
田
の
論
脈
は
「
逆
対
応
」
で
あ
る
か
ら
、
神
の

自
己
否
定
の
方
へ
と
議
論
は
展
開
し
て
行
く
。
第
一
イ
ザ
ヤ
書
そ
の

も
の
に
は
神
の
自
己
否
定
の
視
点
は
希
薄
だ
が
、
続
く
第
二
イ
ザ
ヤ

書
で
は
西
田
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
う
し
た
視
点
が
出
て
来
る
は

ず
で
あ
る
（
後
述
〔
四
〕「
ア
ダ
ム
の
原
罪
と
イ
エ
ス
の
十
字
架
」
を
参
照
）。

（
二
）
創
造
神
の
自
己
否
定

こ
こ
か
ら
西
田
の
議
論
は
、
拙
論
（
二
〇
〇
八
年
）
が
最
も
ク
ル

ー
シ
ャ
ル
な
論
点
と
看
做
し
た
、
相
対
と
絶
対
の
関
係
を
め
ぐ
る
三

段
階
論
を
経
て
、
次
の
よ
う
な
創
造
へ
の
言
及
と
な
る
。

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
る
神
の
表
現
を
、
対
象
論
理
的
立

場
か
ら
考
え
る
人
に
は
、
神
秘
神
学
的
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
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値
な
「
残
り
滓
」
に
過
ぎ
な
い
と
喝
破
す
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
西
田
の
言
う
神
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
。「
何
処
ま
で
も
自

己
自
身
の
中
に
絶
対
の
否
定
を
含
み
、
無
が
無
自
身
に
対
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
無
限
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

的
有
、
即
ち
真
の
絶
対
有
は
、
無
限
に
創
造
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
何
処
ま
で
も
歴
史
的
現
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
そ
う
い

う
意
味
で
の
創
造
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
無
規
定
的
」
と
言
わ
れ
る

限
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
者
」
や
「
絶
対
的
精
神
」、
マ
ル
ク
ス

の
「
土
台
」
や
「
下
部
構
造
」
の
よ
う
な
基
体
や
実
体
と
な
る
も
の

が
な
い
ま
ま0

、
相
対
、
す
な
わ
ち
、
絶
対
の
自
己
否
定
と
、
自
己
の

外
で
は
な
く
内
に
お
い
て
相
対
す
る
絶
対
無
と
し
て
、
万
有
を
包
含

し
つ
つ
生
み
出
し
歴
史
形
成
し
て
い
く
創
造
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ

こ
で
は
殊
更
旧
約
が
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
先
立
つ
文
脈
で
例
え
ば
、「
創
造
者
と
し
て
の
神
あ
っ

て
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
り
、
逆
に
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ

っ
て
神
が
あ
る
」
と
言
っ
た
後
す
ぐ
、「
か
く
い
う
こ
と
は
、
神
を

そ
れ
恣
意
的
な
神
た
る
に
過
ぎ
な
い8

」（
二
章
、
九
・
七
五
）。

西
田
は
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
存
在
が
互
い
に
依
存
し
あ
う
相

依
相
持
の
関
係
に
あ
り
，
他
か
ら
独
立
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在

す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
、
空
的
な
縁
起
の
道
理
を
説
い
た

龍
樹
『
中
論
』
冒
頭
、「
不
生
不
滅
・
不
断
不
常
・
不
一
不
異
・
不

来
不
去
」
の
八
種
の
否
定
を
斥
け
、
返
す
刀
で
、
神
が
人
間
に
思
惟

し
う
る
如
何
な
る
概
念
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
一
切
の

述
語
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、「
神
は
～
で
な
い
」
と
否
定

表
現
で
の
み
神
を
語
ろ
う
と
す
る
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
ウ
ス
・
ア
レ

オ
パ
ギ
タ
的
な
否
定
神
学
も
否
定
し
、
更
に
は
、「
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学

は
、
デ
カ
ル
ト
の
実
体
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
主
語
的
論
理
の
極
に

達
し
た
…
…
。
我
々
は
神
の
様
相
と
し
て
コ
ギ
ー
ト
ー
す
る
の
で
あ

る
。
…
…
斯
く
し
て
我
々
の
自
己
の
自
覚
が
否
定
せ
ら
れ
る
と
と
も

に
、
神
は
対
象
的
存
在
と
し
て
我
々
の
自
覚
の
根
柢
た
る
性
質
を
失

っ
た
。
最
も
具
体
的
た
る
べ
き
神
は
、
最
も
抽
象
的
に
カ
プ
ト
・
モ

ル
ト
ゥ
ム
と
な
っ
た
」（「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て9

」）
と
看
做
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
的
絶
対
有
を
も
、
神
概
念
を
蒸
留
し
た
後
に
残
っ
た
無
価
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対
者
は
絶
対
者
の
否
定
で
あ
る
か
ら
、
神
は
神
の
み
が
存
在
し
て
い

た
場
所
に
、
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
天
地
万
物
を
創
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
と
す
る
と
こ
の
神
と
万
物
の
関
係
は
、
万
有
在
神
論
的

に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
我
々
は
西
田
哲
学

と
旧
約
聖
書
の
呼
応
連
関
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
見
て
取

っ
て
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
（
拙
論
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
三
頁
併
照
）。

（
三
）
預
言
者
と
歴
史
形
成

ア
ケ
ー
ダ
ー
が
「
地
の
す
べ
て
の
国
々
」
へ
の
「
祝
福
」（
一
八
節
）

ま
で
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
に
正
当
に
も
注
意
を
向
け
て
い
た
西

田
は
、
更
に
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
前
後
の
旧
約
の
預
言
者
た
ち
に
次
の
よ

う
に
言
及
す
るa

。

ヤ
ー
ヴ
ェ
の
宗
教
も
、
固
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
民
族
宗
教
で
あ

っ
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
単
な
る
民
族
宗
教
を
越
え
て
、
彼

ら
の
民
族
宗
教
を
世
界
宗
教
に
ま
で
深
め
高
め
た
。
バ
ビ
ロ
ン

の
俘
虜
と
し
て
国
土
を
失
っ
て
い
た
中
に
も
、
彼
ら
は
彼
ら

の
宗
教
を
失
わ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ど
こ
ま
で
も
彼
ら
の
精

絶
対
的
超
越
と
考
え
る
バ
ル
ト
な
ど
の
考
え
に
戻
る
か
も
し
れ
な

い
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
は
万
有
神
論
的
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
」（
二
章
七
一
節
）
と
付
け
足
す
限
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
論
脈
、
す

な
わ
ち
、
創
世
記
一
・
二
章
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
西
田
は
、「
し
か
し
、
こ
こ
に
も
対
象
論
理
的
に
神
を
考
え

る
も
の
の
誤
謬
が
あ
る
の
で
あ
る
。･･･

私
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
万

有
神
論(Pantheism

us)
的
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
万
有
在
神
論

的Panentheism
us 

と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
二
章
、
八
・
七
一
～

七
二
）
と
切
り
返
す
わ
け
で
あ
る
。

旧
約
の
神
は
、
必
ず
し
も
常
に
、
全
て
を
包
摂
す
る
万
有
在
神
論

的
な
神
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
が
、
実
は
創
造
と
い
う
局
面
に
お
い

て
は
、
勝
義
に
万
有
在
神
論
的
に
解
釈
で
き
る
と
、
私
は
こ
こ
で
も

西
田
哲
学
の
肩
を
持
ち
た
い
。
創
造
と
は
、
絶
対
の
神
の
み
が
存
在

し
て
い
た
原
初
の
場
所
に
、
神
以
外
の
も
の
を
創
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
（
創
世
記
一
章
一
～
二
節
）。
と
こ
ろ
が
、
光
、
天
空
、
海
と
陸
、

そ
こ
に
生
え
る
植
物
、
日
月
星
辰
か
ら
、
動
物
、
人
間
に
至
る
天
地

万
物
（
一
章
三
‐
二
七
節
）
は
、
み
な
相
対
者
で
あ
る
。
そ
し
て
相
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降
っ
て
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
を
滅
ぼ
す
新
興
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
王
ク
ロ
ス

ー
ー
を
一
時
期
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
「
牧
者
」（
四
四
章
二
八
節
）、「
油
そ

そ
が
れ
た
者
」（
四
五
章
一
節
）
と
称
揚
し
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

し
か
し
実
際
に
は
ク
ロ
ス
は
、
バ
ビ
ロ
ン
に
無
血
入
場
す
る
と
バ
ビ

ロ
ニ
ア
の
神
マ
ル
ド
ゥ
ク
に
額
づ
き
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
使
徒
な
ど
で
は

な
い
こ
と
を
暴
露
し
た
。
預
言
者
の
期
待
は
も
ろ
く
も
外
れ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は･･･

バ
ビ
ロ
ン
の
俘
虜
と
し
て
国
土
を

失
っ
て
い
た
中
に
も
、･･･

彼
ら
の
宗
教
を
失
わ
な
か
っ
た
。
彼
ら

は
ど
こ
ま
で
も
彼
ら
の
精
神
的
自
信
を
失
わ
な
か
っ
た
」
と
西
田
は

看
做
す
が
、
実
際
に
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
を
捨
て
異
教
に
奔
り
、
あ
ま

つ
さ
え
捕
囚
解
放
後
も
荒
野
を
よ
ぎ
っ
て
の
祖
国
帰
還
、
エ
ル
サ
レ

ム
神
殿
復
興
の
労
を
厭
い
、
バ
ビ
ロ
ン
の
地
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
イ

ス
ラ
エ
ル
人
が
多
か
っ
た
こ
と
を
、第
二
イ
ザ
ヤ
書
は
証
言
す
る（
特

に
四
九
～
五
五
章
）。
そ
う
し
た
民
の
不
信
と
反
抗
、
上
述
の
ク
ロ
ス

予
言
の
不
的
中
等
の
挫
折
を
経
て
預
言
者
は
む
し
ろ
そ
の
「
精
神
的

自
信
を
失
」
い
、
内
省
の
隠
遁
期
間
を
経
て
で
あ
ろ
う
、
最
晩
年
の

神
的
自
信
を
失
わ
な
か
っ
た
。
選
民
と
し
て
の
彼
ら
の
自
信

は
、
武
力
と
栄
華
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
エ
レ

ミ
ヤ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
ご
と
き
予
言
者
に
よ
っ

て
、
彼
ら
の
宗
教
は
深
め
ら
れ
、
高
め
ら
れ
た
。
エ
レ
ミ
ヤ
は

ど
こ
ま
で
も
愛
国
者
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
は
ネ
ブ
カ
ド
ネ

ザ
ル
を
ヤ
ー
ヴ
ェ
の
僕
と
し
て
国
民
を
戒
め
た
」（
五
章
、
七
・

一
八
八
）。

こ
の
間
の
事
情
は
、
西
田
が
考
え
る
よ
り
も
う
少
し
複
雑
か
も

知
れ
な
い
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
「
わ
た
し
の
僕
バ
ベ
ル
の
王
ネ
ブ
カ
ド
レ

（
ネ
）
ツ
ァ
ル
」
に
言
及
す
る
の
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
中
三
箇
所
だ
け

だ
が
、
四
三
章
一
〇
節
は
歴
史
的
報
告
の
部
分
で
あ
り
、
二
五
章
九

節
、
二
七
章
六
節
は
後
代
の
申
命
記
史
家
に
帰
せ
ら
れ
る
。
特
に
捕

囚
期
の
申
命
記
史
家
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ユ
ダ
両
王
国
が
滅
ぼ
さ
れ

た
こ
と
の
原
因
が
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
無
力
に
で
は
な
く
、
そ
の
世
界
史

的
経
綸
と
律
法
を
破
っ
た
民
の
罪
に
あ
る
と
す
る
神
義
論
的
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
強
い
。
ま
た
こ
の
連
関
で
言
え
ば
、
捕
囚
解
放
前
後
の

時
代
の
預
言
者
、
第
二
イ
ザ
ヤ
が
、
や
は
り
異
国
の
王
―
―
時
代
は
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る
と
い
う
、
そ
の
言
や
良
し
と
し
て
も
、
具
体
的
に
こ
れ
が
ど
う
遂

行
展
開
さ
れ
る
の
か
、「
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
で
は
詳
ら
か
と
さ

れ
な
い
憾
み
が
残
る
の
で
あ
るb

。

（
四
）
ア
ダ
ム
の
原
罪
と
イ
エ
ス
の
十
字
架

そ
う
し
た
歴
史
の
、
そ
も
そ
も
の
始
原
に
つ
い
て
、
西
田
は
旧
約

の
ア
ダ
ム
神
話
に
遡
っ
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

信
仰
と
は
、
主
観
的
信
念
で
は
な
く
し
て
、
歴
史
的
世
界
成
立

の
真
理
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
に
背
い
て
知
識
の
樹
の
実

を
喰
っ
た
ア
ダ
ム
の
堕
罪
と
は
、
神
の
自
己
否
定
と
し
て
人
間

の
成
立
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
原
罪
を
脱
す
る

こ
と
は
、
人
間
を
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
か
ら
は

不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
神
の
愛
の
啓
示
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の

事
実
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
救
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
こ

に
、
我
々
の
自
己
の
根
源
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
に
死

し
、
キ
リ
ス
ト
に
生
き
る
と
い
う
。
真
宗
に
お
い
て
は
、
こ
の

世
界
は
ど
こ
ま
で
も
業
の
世
界
で
あ
る
。･･･

た
だ
仏
の
悲
願

僕
の
詩
（
イ
ザ
ヤ
書
五
二
章
一
三
節
‐
五
三
章
一
二
節
）
の
贖
罪
思
想

へ
大
転
換
す
る
と
い
う
の
が
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
生
涯
が
示
す
、
預
言

者
と
歴
史
形
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

う
し
た
歴
史
の
認
識
と
形
成
の
困
難
さ
を
思
う
に
つ
け
、

真
の
歴
史
的
課
題
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
神
の

言
葉
と
い
う
性
質
を
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
猶

太
の
昔
で
は
、
そ
れ
は
、
エ
ホ
バ
の
言
我
に
の
ぞ
み
て
い
う
と

い
う
よ
う
に
超
越
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
、
そ
れ
は
ど

こ
ま
で
も
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
己
自
身
を
形
成

す
る
歴
史
的
世
界
の
底
か
ら
の
自
己
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
に
内
在
的
と
い
う
の
で
は
な
い
。
歴

史
的
世
界
は
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
、
い
つ
も
内
在

即
超
越
、
超
越
即
内
在
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
世
界
に

沈
心
し
て
、
そ
の
歴
史
的
課
題
を
把
握
す
る
の
が
、
真
の
哲
学

者
の
任
で
あ
ろ
う
（
四
章
、
一
五
・
一
六
一
）。

と
、
西
田
が
真
の
歴
史
的
課
題
を
、
旧
約
の
預
言
者
の
超
越
性
で

は
な
く
、
現
代
の
哲
学
者
の
内
在
即
超
越
の
洞
察
に
よ
っ
て
追
及
す
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成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
源
に
お
い
て
、
永
遠
に
地
獄
の

火
に
投
ぜ
ら
れ
る
べ
き
運
命
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る

（
二
章
、
一
九
・
九
二
）。

西
田
の
万
有
在
神
論
は
、
絶
対
者
が
自
ら
の
否
定
で
あ
る
相
対
者

を
自
ら
の
内
に
擁
し
て
、
こ
れ
と
相
対
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る

（
二
章
、
五
～
八
・
六
八
～
七
三
）
か
ら
、
我
々
一
人
一
人
か
ら
個
々
一

物
に
至
る
相
対
的
万
有
が
絶
対
者
の
内
に
あ
り
、
し
か
も
絶
対
者
の

自
己
否
定
と
し
て
絶
対
性
を
帯
び
た
も
の
だ
と
い
う
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ

な
思
想
と
も
見
え
る
。
こ
う
解
す
る
傍
証
は
、「
自
己
は
神
の
絶
対

的
自
己
否
定
の
肯
定
と
し
て
成
立
す
る
、
そ
れ
が
真
の
創
造
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」（
三
章
、
九
・
一
一
七
）
と
か
、「
自
己
は
絶
対
的
一
者

の
自
己
射
影
点
と
し
て
神
の
肖
姿
で
あ
」
る
（
三
章
、
一
〇
・
一
一
八
）

と
い
っ
た
言
明
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
如
上
の
二
つ
の
引
用

で
は
、「
人
間
は
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
根
源
に
お
い
て
、
永
遠
に
地
獄
の
火
に
投
ぜ
ら
れ
る
べ
き
運
命

を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
」、
あ
る
い
は
「
神
に
背
い
て
知
識
の
樹
の

実
を
喰
っ
た
ア
ダ
ム
の
堕
罪
」
に
象
徴
さ
れ
る
事
態
を
指
す
と
、
ネ

に
よ
っ
て
、
名
号
不
思
議
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

と
い
う
（
四
章
、
七
・
一
四
六
）。

こ
う
し
て
旧
約
か
ら
新
約
へ
、
更
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
対
比

へ
と
西
田
の
論
は
進
む
が
、
取
り
敢
え
ず
論
者
に
与
え
ら
れ
た
「
西

田
哲
学
と
旧
約
聖
書
」
と
い
う
課
題
に
留
ま
っ
て
思
考
を
め
ぐ
ら
し

て
お
く
な
ら
ば
、
如
上
の
引
用
の
変
奏
と
も
言
え
る
次
の
発
言
が
ま

た
注
目
さ
れ
る
。

人
格
的
な
る
キ
リ
ス
ト
教
は
き
わ
め
て
深
刻
に
宗
教
の
根
源
を

人
間
の
堕
罪
に
置
く
。
創
造
者
た
る
神
に
叛
い
た
ア
ダ
ム
の
子

孫
に
原
罪
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
罪
人
で

あ
る
。
故
に
、
人
間
か
ら
し
て
は
、
こ
れ
を
脱
す
る
途
は
な
い
。

た
だ
神
の
愛
に
よ
っ
て
神
か
ら
人
間
の
世
界
に
送
ら
れ
た
、
神

の
一
人
子
の
犠
牲
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
を
脱
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
我
々
は
キ
リ
ス
ト
の
天
啓
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
救
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
人
間
の
根
底
に
堕
罪
を

考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
深
い
宗
教
的
人
生
観
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
人
間
は
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
か
ら
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で
語
っ
て
い
る
（
就
中
、
五
三
章
五
節
「
わ
れ
ら
の
平
安
の
た
め
の

懲
罰
は
彼
の
上
に
あ
り
、
彼
の
打
ち
傷
に
よ
っ
て
わ
れ
ら
自
身
は
癒

さ
れ
て
い
た
」。
ま
た
八
節
「
過
酷
な
公
義
に
よ
っ
て
、
彼
は
取
り

去
ら
れ
た
」）。「
原
罪
を
脱
す
る
こ
と
は
、
人
間
を
脱
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
人
間
か
ら
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
神
の
愛
の
啓
示

…
…
の
事
実
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
救
わ
れ
る
」
と
看
做
す

西
田
は
、原
理
的
に
新
約
だ
け
で
な
く
旧
約
に
も「
啓
示
」さ
れ
る「
神

の
愛
」
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
見
ら
れ
る
道
理
で
あ
るc

。

お
わ
り
に

以
上
の
論
を
顧
み
、
論
点
を
摘
記
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
展
望

を
開
い
て
、
結
び
と
し
た
い
。

（
一
）、
本
発
表
は
「
西
田
哲
学
と
旧
約
聖
書
」
と
銘
打
ち
な
が
ら
、

主
と
し
て
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
に
焦
点
を
絞
っ

て
論
じ
て
来
た
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
疑
問
に
、
先
ず
は
触
れ
て

ガ
テ
ィ
ヴ
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
も
矛
盾
を
解
く
鍵
は
、
矛
盾
的
自
己
同
一
の
思
想
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
善
と
悪
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
神
に
つ
い
て

語
っ
た
後
、
西
田
は
、
そ
の
神
「
の
射
影
点
た
る
我
々
の
自
己
は
、

実
に
善
と
悪
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
る
の
で
あ
る
」（
二
章
、

一
五
・
八
四
）
と
、
喝
破
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
神
の
善
性

の
否
定
と
し
て
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
罪
人
で
あ
」
り
、「
悪
魔

的
な
る
と
と
も
に
」(

二
章
、
一
五
・
八
五)

、
そ
「
の
自
己
射
影
点

と
し
て
神
の
肖
姿
で
あ
」
っ
て
「
神
的
で
あ
る
」（
同
）
と
い
う
の
が
、

西
田
の
真
意
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
西
田
は
、「
ア
ダ
ム
に
死
し
、キ
リ
ス
ト
に
生
き
る
」

と
い
う
、
新
約
の
パ
ウ
ロ
を
引
用
し
（
コ
リ
ン
ト
前
書
一
五
章
二
二

節
）、「
神
の
一
人
子
の
犠
牲
」
と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
の
天
啓
を
信
ず

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
救
わ
れ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
教

義
に
至
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
僕
に
よ
る
代

贖
死
の
犠
牲
に
つ
い
て
は
、
旧
約
聖
書
も
第
二
イ
ザ
ヤ
書
の
僕
の
詩
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（
二
）、
さ
て
そ
の
「
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
の
要
所
要
所
に
お
い

て
西
田
が
旧
約
を
参
照
し
、
そ
こ
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
る
か
の
よ

う
に
、
思
索
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
、
以
上
辿
っ
て
来
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ケ
ー
ダ
ー
解
釈
に
出
発
し
、
イ
ザ
ヤ
と
死
の
予

感
、
創
造
神
の
自
己
否
定
、
預
言
者
と
歴
史
形
成
、
イ
エ
ス
の
十
字

架
と
の
対
比
に
お
い
て
見
た
ア
ダ
ム
の
原
罪
と
い
っ
た
諸
論
点
に
お

い
て
、
西
田
は
旧
約
に
依
拠
し
、
そ
こ
に
示
唆
を
得
つ
つ
、
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
的
に
見
た
独
自
の
、し
か
も
広
汎
な
説
得
力
に
富
む
、

宗
教
理
解
を
開
陳
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
旧
約
聖
書
の
側
も
逆
に
、
西

田
の
哲
学
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
、
古
代
的
表
象
で
た
ど
た
ど
し
く

語
っ
て
い
た
、
そ
の
真
意
を
論
理
的
に
整
理
し
、
そ
の
真
髄
を
剔
抉

す
る
形
で
深
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ア
ケ
ー
ダ
ー
解
釈
が
そ
の

典
型
的
な
例
で
あ
っ
た
。
ア
ケ
ー
ダ
ー
と
い
え
ど
も
、
従
来
の
よ
う

に
通
り
一
遍
で
護
教
的
な
解
釈
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
西
田
の
所
謂

「
君
主
的
」
な
神
が
猜
疑
心
に
駆
ら
れ
て
居
丈
高
に
理
不
尽
な
命
令

を
降
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
を
「
試
し
」（
創
世
記
二
二
章
一
節
）、

お
こ
う
。
そ
れ
は
、
論
者
の
非
力
と
時
間
的
制
約
と
い
う
消
極
的
理

由
に
も
よ
る
の
だ
が
、
却
っ
て
こ
こ
に
絞
っ
た
方
が
有
効
だ
ろ
う
と

い
う
計
算
も
働
い
て
い
た
。（
ａ
）
西
田
の
思
索
の
道
行
き
の
成
熟

し
た
到
達
点
を
呈
示
す
る
こ
の
論
考
に
、
少
な
く
と
も
宗
教
を
め
ぐ

る
「
西
田
哲
学
」
は
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
生

成
発
展
す
る
「
西
田
哲
学
」
の
諸
段
階
を
概
観
す
る
よ
り
も
、
そ

の
本
質
に
端
的
に
迫
り
易
い
と
い
う
点
。
ま
た
（
ｂ
）「
旧
約
聖
書
」

を
決
定
的
な
論
脈
で
引
用
す
る
の
は
、
実
際
こ
の
論
考
が
代
表
的
な

も
の
だ
と
い
う
点
。『
善
の
研
究
』の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
パ
ウ
ロ
、

『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
以
降
の
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
、『
働
く
も
の

か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ト
マ
ス
、『
無
の
自

覚
的
限
定
』
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、『
哲
学
の
根
本
問
題
』
の
ル
タ
ー
等
、

西
田
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
へ
の
言
及
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
旧
約

に
関
し
て
は
『
善
の
研
究
』
の
ア
ダ
ム
と
エ
バ
へ
の
言
及
な
ど
数
え

る
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
の
でd

、
片
言
隻
句
を
検
討
す
る
煩
を
避
け
た
方

が
得
策
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
発
表
が
「
宗
教
的
世
界
観
」
論

考
に
絞
っ
て
い
る
積
極
的
理
由
は
、こ
の（
ａ)　(

ｂ
）二
点
に
あ
っ
た
。
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対
的
絶
対
者
と
い
う
自
己
矛
盾
に
陥
る
が
、
何
も
の
と
も
相
対
さ
な

け
れ
ば
神
で
な
く
な
る
か
ら
、
自
己
の
内
に
自
己
を
否
定
し
て
相
対

者
を
存
立
せ
し
め
、
こ
れ
と
相
対
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ

う
い
う
万
有
在
神
こ
そ
論
理
的
に
突
き
詰
め
て
行
っ
た
先
に
見
え
る

神
人
関
係
の
普
遍
的
な
姿
だ
》
と
い
う
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
神

人
関
係
論
に
よ
っ
て
ア
ケ
ー
ダ
ー
解
釈
の
新
し
い
地
平
を
開
い
た
の

だ
っ
た
。
そ
の
正
当
性
を
拙
論
（
二
〇
〇
八
年
）
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム

の
沈
黙
や
二
重
の
虚
言
と
い
っ
た
ア
ケ
ー
ダ
ー
の
文
脈
か
ら
裏
付
け

た
の
で
あ
る
。

（
四
）、
恐
ら
く
こ
う
し
た
西
田
哲
学
か
ら
の
旧
約
の
読
み
直
し
は
、

今
後
様
々
な
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
な
さ
れ
得
る
し
、
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
『
ヨ
ブ
記
』
だ
け

を
挙
げ
て
お
く
。
そ
こ
で
は
サ
ー
タ
ー
ン
が
出
て
来
る
し
、
ヨ
ブ
の

子
ら
は
皆
殺
し
に
さ
れ
て
、
献
げ
る
か
ど
う
か
の
試
練
と
も
な
ら
な

い
。
西
田
が
神
の
善
悪
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
を
語
る
テ
ク
ス
ト

に
選
ば
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
サ

ー
タ
ー
ン
を
含
め
た
天
の
宮
廷
を
全
体
と
し
て
善
悪
両
面
に
ま
た
が

そ
の
従
順
さ
が
確
認
さ
れ
る
と
掌
を
返
し
た
よ
う
に
命
令
を
取
り
下

げ
る
、
噴
飯
も
の
の
悲
喜
劇
に
過
ぎ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か

し
実
は
、
古
代
の
作
者
が
洞
見
し
て
い
た
事
態
は
、
も
っ
と
深
く
鋭

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、《
神
は
決
し
て
愛
と
正
義
を

も
っ
て
歴
史
を
司
る
と
い
う
、
単
純
な
一
面
で
捉
え
き
れ
な
い
。
悪

魔
的
と
し
か
言
え
な
い
異
な
る
相
貌
を
も
併
せ
持
つ
か
の
よ
う
で
あ

る
。
神
は
、
一
見
理
不
尽
な
悪
を
為
す
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
そ
の
真
意
は
何
な
の
か
。
翻
っ
て
人
は
、
神
に
創
造
を
、
誕
生
を
、

存
在
の
生
成
を
負
い
つ
つ
、
そ
れ
を
忘
却
し
が
ち
な
罪
性
を
抱
え
た

者
で
は
な
い
か
》。
そ
う
し
た
思
い
が
歴
史
の
幾
多
の
挫
折
の
中
で

醸
成
さ
れ
て
行
っ
た
先
に
、
正
統
的
な
応
報
の
正
義
一
色
の
神
理
解

の
伝
統
を
破
る
か
の
よ
う
に
突
出
し
結
実
し
た
物
語
、
そ
れ
が
ア
ケ

ー
ダ
ー
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
他
方
、
神
人
関
係
の
普
遍
的
な

形
に
つ
い
て
の
哲
学
的
論
理
的
思
索
は
、
こ
の
古
代
の
文
学
的
な
作

者
の
手
に
余
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
従
来
の
、
通
り
一
遍
の

護
教
的
解
釈
を
長
く
許
す
隙
を
与
え
た
。
然
し
西
田
こ
そ
そ
の
蒙
を

突
い
て
、《
絶
対
な
る
神
は
自
己
の
外
な
る
相
対
と
相
対
す
れ
ば
相
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と
い
う
大
会
全
体
の
テ
ー
マ
に
も
一
言
触
れ
て
、
発
表
と
質
疑
応
答

の
繋
ぎ
と
し
た
い
。
そ
の
際
あ
え
て
、
信
仰
と
覚
知
と
い
う
切
り
口

か
ら
問
題
を
再
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。ユ
ダ
ヤ
教
の
神
秘
家
、

マ
イ
モ
ニ
デ
ス
に
倣
っ
て
覚
知
を
、
稲
光
が
光
っ
て
宗
教
的
世
界
を

一
瞬
垣
間
見
る
経
験
と
し
よ
う 

。
宗
教
的
達
人
は
、
観
察
力
鋭
く
、

記
憶
力
も
良
く
、ま
た
言
語
に
表
現
定
着
す
る
力
に
も
優
れ
て
い
て
、

覚
知
の
経
験
に
よ
っ
て
垣
間
見
た
状
況
を
長
く
残
す
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
観
察
力
に
欠
け
、
記
憶
力
悪
く
、
言
語
化
す
る
能
力

も
乏
し
い
我
々
大
方
の
凡
人
は
、
た
と
い
か
の
世
界
を
直
接
垣
間
見

て
も
、
一
瞬
後
に
は
暗
闇
に
包
ま
れ
、
垣
間
見
た
残
像
も
次
第
に
風

化
し
て
、
元
の
木
阿
弥
と
な
る
こ
と
が
多
い
（
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
で
す

ら
そ
の
こ
と
を
託
つ
の
で
あ
る
）。
そ
れ
に
対
し
た
だ
信
仰
だ
け
の

人
は
、
直
接
そ
の
世
界
を
見
た
こ
と
が
な
い
無
明
の
間
接
性
の
中
に

留
ま
る
。
と
は
い
え
、
宗
教
的
達
人
の
言
う
こ
と
を
信
じ
、
此
処
に

野
が
あ
り
、
彼
処
に
川
が
あ
る
と
い
う
達
人
の
描
く
地
図
の
と
お
り

歩
い
て
、
実
際
此
処
に
野
が
あ
り
彼
処
に
川
が
あ
る
こ
と
を
経
験
し

得
る
。
逆
に
生
半
可
の
覚
知
だ
け
の
人
は
、
彼
処
に
野
が
あ
っ
た
は

る
神
的
な
も
の
と
看
做
し
、
ま
た
ヨ
ブ
が
子
ら
を
皆
殺
し
に
さ
れ
た

こ
と
を
も
、
贈
与
を
贈
与
者
に
返
す
と
い
う
形
で
得
心
で
き
る
か
否

か
の
試
練
と
解
す
る
な
ら
ば
、
従
来
納
得
し
難
い
と
こ
ろ
を
無
理
に

納
得
し
た
か
に
見
え
る
（
ユ
ン
グ
）
か
、
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ

ー
ナ
的
解
決
と
も
批
判
さ
れ
る
余
地
を
残
し
た
（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
）、

三
八
章
以
下
の
神
顕
現
と
ヨ
ブ
の
悔
い
改
め
も
、
全
く
新
し
い
相
貌

の
元
に
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）。

（
五
）、「
西
田
哲
学
と
旧
約
聖
書
」
と
い
う
論
題
に
戻
っ
て
、
一

言
で
纏
め
る
な
ら
ば
、
両
者
は
互
い
に
裨
益
し
合
う
、
生
産
的
な
相

補
関
係
を
築
い
て
来
た
。
そ
し
て
旧
約
聖
書
の
側
は
、
今
後
ま
す
ま

す
西
田
哲
学
に
学
び
刺
激
さ
れ
て
、
古
代
的
神
話
的
表
象
の
現
代
的

な
暗
号
解
読
へ
と
、
解
釈
の
歩
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
歴
史

学
的
批
判
的
学
問
の
伝
統
と
蓄
積
か
ら
、
西
田
的
読
解
の
可
能
性
を

或
い
は
批
判
修
正
し
、
或
い
は
補
強
展
開
す
る
こ
と
も
課
題
と
し
た

い
。
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
が
、
論
者
の
現
時
点
で
の
結

論
と
な
る
。

（
六
）、
最
後
に
こ
れ
と
並
行
し
て
、「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
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う
な
ら
ば
、
信
仰
の
要
素
の
強
い
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
宗
教
に

対
し
て
、
覚
知
の
状
態
を
ロ
ゴ
ス
化
し
た
「
西
田
哲
学
」
は
反
省
と

自
己
深
化
を
迫
り
、
逆
に
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
人
格
神
の
分
か
り
易

い
象
徴
性
に
よ
っ
て
、
西
田
の
覚
知
の
言
語
に
具
体
性
と
霊
感
を
与

え
て
い
た
と
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
場
所
的
論
理
と
宗

教
的
世
界
観
」
論
考
に
完
結
し
た
西
田
の
宗
教
論
は
、
そ
う
し
た
相

補
性
の
見
事
な
成
果
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

（
八
）
然
し
西
田
死
後
、
こ
の
問
題
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
の

は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
側
で
あ
っ
て
、
幸
福
な
相
補
性
に
留
ま
っ
て

は
い
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
西
田
が
突
き
付
け
た
諸
問
題
へ
の
態
度
決

定
を
「
キ
リ
ス
ト
教
」
は
今
、
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
人
格
神
は
相
対
と
相
対
す
る
絶
対
と
い
う
論
理
的
に

破
綻
し
た
概
念
で
な
い
の
か
否
か
。
象
徴
的
便
法
と
し
て
個
別
的
な

人
格
神
信
仰
に
出
発
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
先
に
そ
の
信
仰
に
よ
っ

て
開
か
れ
た
事
態
の
普
遍
的
な
真
相
が
何
か
を
問
い
進
む
と
ど
う
な

る
か
。
端
的
に
は
、
絶
対
が
絶
対
の
外
で
は
な
く
そ
の
内
に
、
忝
く

も
自
己
を
否
定
し
て
我
ら
相
対
を
存
立
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
、
万

ず
だ
っ
た
と
思
っ
て
歩
き
、
川
に
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

信
仰
だ
け
で
は
間
接
性
を
超
え
得
ず
、
真
偽
を
判
別
で
き
な
い
権
威

に
闇
雲
に
頼
っ
た
原
理
主
義
的
偏
狭
と
独
断
に
陥
る
危
険
が
あ
り
、

覚
知
だ
け
で
は
、
貧
し
い
体
験
の
風
化
と
そ
れ
で
も
直
接
性
を
詐
称

す
る
自
己
絶
対
化
の
増
上
慢
に
堕
ち
る
可
能
性
な
し
と
し
な
い
。
宗

教
的
達
人
を
介
し
て
、
こ
こ
で
も
両
者
が
、
互
い
の
欠
を
補
い
合
う

相
補
的
関
係
を
築
く
こ
と
が
望
ま
し
い
に
違
い
な
い
。

（
七
）、
さ
て
西
田
の
所
謂
「
超
越
的
内
在
」（
五
章
、
一
三
・
一
九
九
）

の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
旧
新
約
聖
書
に
基
づ
き
、
主
と

し
て
信
仰
と
神
話
的
象
徴
を
多
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
「
内
在
的

超
越
」（
同
）
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
は
、
趨
勢
に
お
い
て
「
自
己

の
最
内
奥
に
あ
る
神
性
」  

の
覚
知
の
方
を
重
視
す
る
と
言
え
よ
う
。

「
将
来
の
宗
教
と
し
て
は
、
超
越
的
内
在
よ
り
内
在
的
超
越
の
方
向
」

（
同
） 

が
望
ま
し
い
と
考
え
る
西
田
哲
学
は
当
然
、
前
者
よ
り
後
者

の
立
場
が
強
い
が
、
前
者
の
長
所
に
学
び
こ
れ
を
活
用
す
る
姿
勢
を

持
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
本
学

会
の
テ
ー
マ
に
寄
せ
て
、
最
後
に
問
題
を
単
純
化
し
て
言
っ
て
し
ま
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二 

（
神
は
）
言
わ
れ
た
。「
さ
あ
、
あ
な
た
の
息
子
を
、
あ
な
た

が
愛
す
るl

独
り
子
を
、
イ
サ
ク
を
、
連
れ
て
、
あ
の
モ
リ
ヤm

の
地n

へ
、

み
ず
か
ら
行
き
な
さ
いo

。
そ
し
て
そ
こ
で
彼
を
、
わ
た
し
が
あ
な
た

に
言
うp

山
々
の
一
つ
の
上
で
、
全
焼
の
献さ

さ

げ
も
のq

と
し
て
献
げ
な
さ

い
」。

三 

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
翌
日
、
早
起
き
し
た
。
そ
し
て
彼
の
ロ
バ
に

鞍
を
つ
け
、
彼
の
若
い
従
者r

ふ
た
り
を
彼
と
共
に
、
ま
た
彼
の
息
子

イ
サ
ク
を
、連
れ
て
行
っ
た
。
彼
は
全
焼
の
献
げ
も
の
の
薪た

き
ぎを
割
り
、

立
っ
て
出
か
け
た
の
で
あ
る
。
神
が
彼
に
言
わ
れ
た
場
所
へ
と
向
か

っ
て
。

四 

三
日
目
に
な
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
目
を
上
げ
た
。
そ
し
て

そ
の
場
所
を
、
遥
か
彼
方
に
見
た
。

 

五 

そ
れ
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
彼
の
若
い
従
者
た
ち
に
言
っ
た
、

「
お
前
た
ち
は
、
ロ
バ
と
い
っ
し
ょ
に
、
こ
こ
に
留
ま
り
な
さ
い
。

私
と
こ
の
若
者s

は
、
あ
そ
こ
ま
で
行
き
、
礼
拝
を
し
て
、
お
前
た
ち

の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
来
る
」。

六 

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
全
焼
の
献
げ
も
の
の
薪
を
取
っ
て
、
彼
の
息

有
在
神
論
を
是
と
す
る
の
か
否
か
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、
旧
約
の
万

軍
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
、あ
る
い
は
新
約
の
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
と
い
っ
た
、

西
田
の
所
謂
「
超
越
的
内
在
」
へ
の
信
仰
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
自
己
の
最
内
奥
に
あ
る
神
性
」 

と
し
て
の
「
内
在
的
超
越
」
の
覚

知
と
そ
の
哲
学
的
ロ
ゴ
ス
化
を
不
断
に
目
指
す
用
意
が
あ
る
の
か
否

か
。
こ
う
し
た
諸
点
を
査
問
し
て
や
ま
な
い
「
西
田
哲
学
」
に
、「
キ

リ
ス
ト
教
」は
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

最
後
に
、「（「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
に
お
け
る
）

西
田
哲
学
と
旧
約
聖
書
」
と
い
う
限
局
し
た
テ
ー
マ
の
発
表
か
ら
、

共
通
テ
ー
マ
の
「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
へ
と
一
気
に
ジ
ャ
ン

プ
し
て
、
管
見
か
ら
見
る
問
題
の
所
在
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
一

先
ず
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

参
考 

ア
ケ
ー
ダ
ー
本
文
の
私
訳
と
註
釈

e

創
世
記
二
二
章 

一
節 

こ
れ
ら
の
事f

は
過
ぎ
去
っ
たg

。
そ
し
て
神

が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
試
みh

、彼
に
言
わ
れ
る
に
は
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ムi

」、と
。

応
え
てj

、「
こ
こ
に
お
り
ま
すk

」、
と
。
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こ
に
お
り
ま
す
」、
とx

。

一
二 

（
御
使
い
は
）
言
わ
れ
た
。「
あ
な
た
の
手
を
、
そ
の
若
者

にy

下
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
何
も
し
て
は
な
ら
な
いz

。
と
い
う
の

は
、
今
、
わ
た
し
は
知
っ
た
か
ら
だ
。
あ
な
た
が
神
を
恐
れ
る
者
で

あ
る
こ
と
を
。（
あ
な
た
は
、）
あ
な
た
の
息
子
を
、
あ
な
た
の
独
り

子
を
、
わ
た
し
に
対
し
て
惜
し
ま
な
か
っ
たA

」。

一
三 

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
目
を
上
げ
た
。
そ
し
て
背
後
にB

、
藪
に
角

を
捕
え
ら
れ
て
い
る
雄
羊
が
い
る
の
を
見
たC

。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
行
っ

て
、
そ
の
雄
羊
を
連
れ
て
来
てD

、
そ
れ
を
自
分
の
息
子
の
代
わ
り
に
、

全
焼
の
献
げ
も
の
と
し
て
献
げ
た
。

一
四 

そ
う
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
そ
の
場
所
の
名
を
、「
ヤ
ハ
ウ

ェ
は
見
る
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
・
イ
ル
エE

）」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
が
今
日
で
は
、

「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
山
で
、（
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
）
見
ら
れ
る
（
イ
ェ
ー
ラ
ー
エ

ー
）」
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
るF

。

一
五 

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
御
使
い
が
、
再
び
天
か
ら
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
呼

ん
で
、

一
六 
言
う
に
は
、「
わ
た
し
は
自
ら
に
か
け
て
誓
う
ー
ー
ヤ
ハ
ウ

子
イ
サ
ク
に
背
負
わ
せ
、
彼
の
手
に
は
火
と
刀
と
を
取
り
、
こ
う
し

て
二
人
は
一
緒
に
進
ん
で
行
っ
た
。

七 
イ
サ
ク
が
彼
の
父
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
言
う
に
は
、「
私
の
お
父
さ

ん
」、
と
。
応
え
て
、「
こ
こ
に
い
る
、
わ
が
息
子
よ
」、
とt

。（
イ
サ

ク
が
）
言
う
に
は
、「
火
と
薪
は
あ
り
ま
すu

。
で
も
ど
こ
に
、
全
焼

の
献
げ
も
の
の
た
め
の
羊
は
い
る
の
で
す
か
」。

八 

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
応
え
た
。「
神
が
ご
自
身
の
た
め
に
、
全
焼
の

献
げ
も
の
の
た
め
の
羊
を
、
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
わ
が
息
子
よ
」。

こ
う
し
て
二
人
は
一
緒
に
進
ん
で
行
っ
た
。

九 

そ
し
て
彼
ら
は
、
神
が
彼
に
言
わ
れ
た
、
そ
の
場
所
に
着
い

た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
そ
こ
に
祭
壇
を
築
い
た
。
そ
し
て
薪
を
並
べ
た
。

そ
し
て
彼
の
息
子
イ
サ
ク
を
縛
っ
たv

。
そ
し
て
彼
を
、
祭
壇
に
、
薪

の
上
に
、
置
い
たw

。

一
〇 

そ
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
手
を
伸
ば
し
た
。
そ
し
て
刀
を
取

っ
て
、
自
分
の
息
子
を
屠ほ

ふ

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
一 

そ
の
と
き
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
御
使
い
が
天
か
ら
彼
を
呼
ん
で

言
う
に
は
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
」、
と
。
応
え
て
、「
こ
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K
ap 2, A

–D
; Enzyklopaedie der philosophischen W

issenschaften, 

1830, K
ap. A

, a–d.)

の
焼
き
直
し
に
過
ぎ
な
い
と
貶
価
す
る
向
き
も
あ

ろ
う
が
、
西
田
自
身
は
、「
私
か
ら
云
へ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は

尚
主
語
的
で
あ
る
。
ノ
エ
マ
的
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
方
向
に
重

点
を
置
い
て
い
る
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
然
る
に
私
は
之
に
反
し
、

真
の
弁
証
法
は
、
さ
う
い
ふ
立
場
を
断
ち
切
っ
た
所
か
ら
、
出
て
来
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
」（
西
田
幾
多
郎
全
集
一
二
巻
八
四

頁
）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
し
て
い
る
。「
ノ
エ
マ
的
」
と
は
合
理
的
限

定
の
「
有
」
の
立
場
で
あ
り
、西
田
は
非
合
理
的
な
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
、

対
象
化
で
き
な
い
「
無｣

的
な
自
己
を
問
題
と
し
て
い
る
点
で
異
な
る

の
で
あ
る
。「
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
で
も
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
も
、

な
お
対
象
論
理
的
立
場
を
脱
し
て
い
な
い
」（
二
章
、
八
・
七
二
）
と
批

判
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
た
西
田
の
独
自
性
の
主
張
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
専
門
家
か
ら
も
容
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
大
橋
良

介
は
「
西
田
の
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
無
」
の
立
場
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解

と
い
う
点
で
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
視
点
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
緻
密

で
精
力
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
を
行
っ
た
田
辺
元
さ
え
も
、
西
田
か
ら
新

た
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
方
を
学
ん
だ
こ
と
を
告
白
す
る
」と
し
て
い
る（
加

藤
尚
武
ほ
か
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
、
三
七
四

～
三
七
五
頁
の
「
西
田
幾
多
郎
」
の
項
参
照
）。

ェ
の
託
宣
―
―
。
あ
な
た
が
、
こ
の
事G

を
な
し
、
あ
な
た
の
息
子
を
、

あ
な
た
の
独
り
子
をH

、
惜
し
ま
な
か
っ
た
か
ら
、

一
七 

ま
こ
と
に
わ
た
し
は
、
あ
な
た
を
豊
か
に
祝
福
し
、
あ
な

た
の
子
孫
を
、
天
の
星
々
の
よ
う
に
、
ま
た
海
辺
に
あ
る
砂
の
よ
う

に
、
豊
か
に
増
し
加
え
よ
う
。
そ
し
て
あ
な
た
の
子
孫
は
、
そ
の
敵

の
城
門
を
勝
ち
取
る
で
あ
ろ
う
。

一
八 

あ
な
た
の
子
孫
に
よ
っ
て
、
地
の
す
べ
て
の
国
々
は
祝
福

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
が
わ
た
し
の
声
に
聴
き
従
っ
た
こ
と
の

褒
賞
で
あ
るI

」。

一
九 

こ
う
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
彼
の
若
い
従
者
た
ち
の
も
と

に
戻
っ
た
。
彼
ら
は
立
っ
て
、
一
緒
にJ

ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バK

に
行
っ
た
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バ
に
住
ん
だ
。

註

1
 

「
イ
サ
ク
献
供
物
語
の
哲
学
的
解
釈
」「『
旧
約
聖
書
と
哲
学　

現
代
の

問
い
の
中
の
一
神
教
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
三
～
四
二
頁
。

2
 

こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル(G

. W
. F.H

egel, W
issenschaft der Logik,1812–1816, 
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的
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
と
と
も
に
何

処
ま
で
も
内
在
的
、
何
処
ま
で
も
内
在
的
な
る
と
と
も
に
何
処
ま
で
も

超
越
的
な
る
神
こ
そ
、
真
に
弁
証
法
的
な
る
神
で
あ
ろ
う
。
真
の
絶
対

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」（
二
章
、
八
・
七
二
）
と
も
変
奏
し
て
い
る
。

新
約
の
『
ピ
リ
ピ
書
』
二
章
七
～
八
節
の
「
か
え
っ
て
自
分
を
無
に
し

て
（
ケ
ノ
オ
ー
）、
仕
え
る
者
の
姿
を
取
り
、
人
間
と
同
じ
者
に
な
ら

れ
ま
し
た
。
人
間
の
姿
で
現
れ
、
へ
り
く
だ
り
、
死
に
至
る
ま
で
、
そ

れ
も
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
、従
順
で
し
た
」
に
由
来
す
る
鍵
語
「
ケ

ノ
ー
シ
ス
」
に
関
連
し
て
、
田
中
裕
「
形
な
き
も
の
の
形
、
聲
な
き
も

の
の
聲
―
―
キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
の
「
無
の
哲
学
」
―
―
」（
上
智
大

学
『
哲
学
科
紀
要
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
三
年
、
二
八
～
二
九
頁
）
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
西
田
に
と
っ
て
宗
教
の
問
題
は
、
あ
る
意
味

で
彼
の
哲
学
的
思
惟
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
る
と
同
時
に
オ
メ
ガ
で
も
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
思
惟
は
、
ア
ル
フ
ァ
の
以
前
、
お
よ
び
オ
メ
ガ
の

以
後
を
限
り
な
く
追
及
す
る
と
い
う
こ
と
を
付
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

西
田
は
、
哲
学
的
思
惟
の
可
能
根
拠
を
求
め
て
、
思
惟
の
原
理
以
前
の

経
験
、
原
理
（
ア
ル
ケ
ー
）
を
さ
ら
に
遡
る
無
底
の
経
験
、
な
い
し
経

験
の
無
底
へ
と
下
降
す
る
。
こ
の
下
降
的
超
越
な
い
し
ケ
ノ
シ
ス
的
超

越
こ
そ
が
、
西
田
の
宗
教
哲
学
に
於
け
る
超
越
論
的
経
験
の
基
本
的
な

特
徴
で
あ
る
」。

3
 

『
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
献
供
物
語　

ア
ケ
ー
ダ
ー
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
一
～
三
三
四
頁
。

4
 

「
ア
ケ
ー
ダ
ー
の
真
髄
を
尋
ね
て
―
―
旧
約
学
と
哲
学
の
協
働
」『
旧

約
学
研
究
』
第
一
〇
号
、
日
本
旧
約
学
会
、
二
〇
一
三
年
、
八
九
～

一
三
一
頁
。

5
 

S. Sekine, “Philosophical Interpretations of the Sacrifice of Isaac: 

Inquiring into the True Significance of the A
kedah,” Philosophical 

Interpretations of the O
ld Testam

ent, de G
ruyter’s Beihefte zur 

Zeitschrift für die alttestam
entliche W

issenschaft, vol. 458, 2014, pp. 

19–72.

こ
れ
は
拙
論
（
二
〇
〇
八
年
）
と
（
二
〇
一
三
年
）
を
合
し
て

英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

6
 

詳
細
な
註
釈
と
明
快
な
解
説
が
付
さ
れ
た
、
小
阪
国
継
編
『
西
田
幾

多
郎
を
読
む
（
１
）「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」』
大
東
出
版

社
、
二
〇
〇
八
年
を
、
こ
こ
で
は
底
本
と
す
る
。
な
お
「
四
章
、
六
・

一
四
五
」
は
西
田
自
身
の
章
分
け
で
四
章
の
、小
阪
版
の
段
落
番
号
六
、

頁
数
一
四
五
を
意
味
す
る
（
以
下
、
同
様
。
全
集
版
、
文
庫
版
を
参
照

さ
れ
る
場
合
は
、
章
と
段
落
番
号
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
）。

7
 

前
註
の
編
著
、
一
七
一
～
一
二
頁
、
註
五
。

8
 

「
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
は
こ
れ
を
、「
単
に
超
越
的
に
自
己
満
足
的
な

る
神
は
真
の
神
で
は
な
か
ろ
う
。
一
面
に
ま
た
何
処
ま
で
も
ケ
ノ
シ
ス
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参
照
。
他
方
、
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
―
―
純
粋
経
験
か
ら
世
界
認

識
へ
ー
ー
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
二
八
八
頁
以
下
は
、
仏
教
の

関
心
が
「
出
離
」
に
向
け
ら
れ
、
現
実
の
世
界
に
届
か
な
い
こ
と
へ
の

批
判
が
、
こ
こ
で
の
主
眼
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
西
田
の
無

の
哲
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
、
田
辺
、
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、

三
木
清
ら
が
、
新
た
な
無
の
哲
学
を
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た
歴
史
と
そ

の
読
解
に
つ
い
て
は
、
田
中
久
文
『
日
本
の
哲
学
を
読
む　
「
無
」
の

思
想
の
系
譜
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
参
照
。

c
 

こ
の
間
の
事
情
は
若
干
微
妙
か
も
知
れ
な
い
。
原
罪
や
ア
ガ
ペ
ー
に
つ

い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
『
無
の
自
覚
的
限
定
』（
一
九
三
二
年
）

に
お
い
て
西
田
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
己
自
身
の
底
に
絶
対
の
他
を
見
る

と
い
ふ
こ
と
の
逆
に
絶
対
の
他
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
ふ
意
味
に
於

て
の
み
、
真
に
自
己
自
身
の
底
に
原
罪
を
蔵
し
、
自
己
の
存
在
そ
の
も

の
を
罪
と
す
る
人
格
的
自
己
と
い
ふ
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
所
謂
ア
ガ
ペ
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
西
田
幾
多
郎
全
集
、
六
巻
四
二
二
頁
）
と
語
っ
て
い
た
。
ま
た
「
キ

リ
ス
ト
教
の
所
謂
ア
ガ
ペ
」
に
関
連
し
て
、「
汝
の
隣
人
を
汝
自
身
の

如
く
愛
せ
よ
と
い
ふ
キ
リ
ス
ト
教
愛
は
、
絶
対
に
分
離
せ
る
も
の
の
結

合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
何
等
の
価
値
の
た
め
に
愛
す
る
の
で
も

9
 

『
自
覚
に
つ
い
て
』
岩
波
文
庫
、
二
八
三
頁
。

0
 

小
阪
前
掲
書
、
一
章
、
六
・
二
一
注
釈
二
参
照
。

a
 

昭
和
二
〇
年
五
月
一
一
日
の
鈴
木
大
拙
宛
書
簡
の
中
で
、
西
田
は
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
此
頃
猶
太
民
族
の
宗
教
発
展
の
歴
史
を
読
ん

で
色
々
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。
猶
太
人
が
バ
ビ
ロ
ン
の
捕
囚
の
時
代
に
世

界
宗
教
的
発
展
の
方
の
基
礎
を
作
っ
た
。
真
の
精
神
的
民
族
は
斯
く
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
民
族
の
自
信
を
唯
武
力
と
結
合
す
る
民
族
は
武
力
と

共
に
亡
び
る
」（
西
田
幾
多
郎
全
集
、
一
九
巻
四
二
六
頁
）。
田
中
裕
、

前
掲
論
文
、
三
四
頁
は
、
こ
の
書
簡
を
引
用
し
、「
宗
教
的
世
界
観
」

論
考
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。「
こ
の
論
文
は
大
日

本
帝
国
の
崩
壊
の
予
感
の
な
か
で
書
か
れ
て
お
り
、
当
時
、
西
田
は
旧

約
聖
書
の
預
言
書
、
と
く
に
イ
ザ
ヤ
書
を
読
ん
で
い
た
。
亡
国
の
危
機

に
直
面
し
て
い
た
預
言
者
の
も
つ
終
末
論
的
自
覚
は
、
西
田
に
と
っ
て

決
し
て
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
」。
こ
れ
は
、「
宗
教
的
世
界
観
」

論
考
を
読
む
上
で
大
事
な
前
提
と
な
ろ
う
。

b
 

田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
か
ら
す
る
西
田
批
判
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
と

傾
倒
し
て
い
っ
た
弟
子
達
か
ら
の
「
実
践
」
を
語
ら
な
い
西
田
の
観
念

論
へ
の
糾
弾
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
西
田
が
歴
史
の
形
成
作
用
に
つ
い
て

語
り
出
す
経
緯
と
そ
の
批
判
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
荒
谷
大
輔
『
西
田

幾
多
郎
―
―
歴
史
の
論
理
学
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
頁
以
下
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聞
い
て
い
る
。
然
し
私
は
あ
な
た
た
ち
に
言
う
。
敵
を
愛
し
、
自
分
を

迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
」（
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
四
三
～

四
四
節
）。
こ
こ
で
イ
エ
ス
は
ま
た
レ
ビ
記
一
九
章
一
八
節
を
下
敷
き

に
し
、
山
上
の
説
教
の
他
の
語
り
口
と
同
様
、
旧
約
の
対
立
文
言
を
引

っ
く
り
返
し
て
新
し
い
思
想
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

が
こ
の
イ
エ
ス
の
語
り
口
は
、
果
た
し
て
成
功
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

否
、
で
あ
る
。
私
は
、
レ
ビ
記
の
一
句
の
前
に
は
、
実
は
次
の
一
句
が

先
行
し
て
い
る
点
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
心
の
中
で
あ
な
た
の
身
内
の
者
を
憎
ん
で
は
な
ら
な
い
。
復
讐
し
て

は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
国
の
人
々
を
恨
ん
で
は
な
ら
な
い
」（
レ
ビ

記
一
九
章
一
七
～
一
八
節
）。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、「
隣
人
」
の
中
で
も
、

「
あ
な
た
」
に
悪
い
こ
と
を
し
て
、「
憎
」
ま
れ
「
恨
」
ま
れ
て
い
る
、

本
来
は
「
復
讐
」
の
対
象
と
な
る
、
つ
ま
り
広
義
の
「
敵
」
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
敵
を
愛
せ
よ
、と
い
う
ア
ガ
ペ
ー
の
使
信
が
、

実
は
既
に
レ
ビ
記
一
九
章
一
八
節
に
は
語
ら
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ

る
（
前
傾
拙
論
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
六
頁
併
照
）。
旧
約
と
新
約
は

事
柄
の
本
質
の
上
か
ら
は
さ
ほ
ど
異
な
ら
ず
、
実
は
同
質
の
思
想
を
語

っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。《
原
理
的
に
新
約
だ
け
で
な
く
旧
約

に
も
「
啓
示
」
さ
れ
る
「
神
の
愛
」
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
》

と
い
う
考
え
方
の
正
当
性
は
、
こ
の
よ
う
に
、
神
の
ア
ガ
ペ
ー
に
基
い

な
い
。
唯
、
人
な
る
が
故
に
愛
す
る
の
で
あ
る
」（
同
書
、
三
一
九
頁
）

と
も
述
べ
て
い
た
。
然
し
そ
れ
に
対
し
「
宗
教
的
世
界
観
」
論
考
で
は
、

「
絶
対
の
ア
ガ
ペ
は
、
絶
対
の
悪
人
に
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

神
は
逆
対
応
的
に
極
悪
の
人
の
心
に
も
潜
む
の
で
あ
る
。
単
に
審
く
神

は
、
絶
対
の
神
で
は
な
い
」（
二
章
、
一
四
・
八
三
）
と
言
わ
れ
、
そ
の

「
絶
対
の
悪
人
に
ま
で
及
」
ぶ
「
絶
対
の
ア
ガ
ペ
」
は
、
旧
約
ア
ケ
ー

ダ
ー
の
罪
人
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、原
理
的
に
新
約
だ
け
で
な
く
旧
約
に
も
「
神
の
愛
」

ア
ガ
ペ
ー
が
働
い
て
い
る
と
い
う
の
が
、
少
な
く
と
も
「
宗
教
的
世
界

観
」
論
考
で
の
西
田
の
論
意
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
私
見
に
よ
れ
ば
、事
柄
の
上
か
ら
も
西
田
の
「
宗
教
的
世
界
観
」

論
考
の
論
意
を
次
の
よ
う
に
補
強
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

『
無
の
自
覚
的
限
定
』
で
引
用
さ
れ
て
い
た
レ
ビ
記
一
九
章
一
八
節
「
あ

な
た
の
隣
人
を
愛
せ
よ
」
は
、
マ
ル
コ
福
音
書
一
二
章
二
八
節
以
下
で

は
、
旧
約
の
命
令
の
中
で
ど
れ
が
大
切
か
と
い
う
文
脈
な
の
で
、
申
命

記
六
章
五
節
「
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
せ
よ
」
と
並
ん
で
挙
げ
て

い
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、西
田
の
言
う「
唯
、人
な
る
が
故
に
愛
す
る
」

イ
エ
ス
の
ア
ガ
ペ
ー
の
思
想
は
、
山
上
の
説
教
で
は
更
に
愛
敵
の
思
想

と
し
て
次
の
よ
う
に
突
き
詰
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
隣
人

を
愛
し
、
あ
な
た
の
敵
を
憎
め
、
と
言
わ
れ
た
の
を
、
あ
な
た
た
ち
は
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j
 

直
前
で
神
が
「
言
う
」
と
訳
し
た
ア
ー
マ
ル
が
使
わ
れ
て
い
る
。

k
 

原
語
ヒ
ン
ネ
ー
ニ
ー
は
直
訳
す
れ
ば
「
見
よ
、
私
を
」
だ
が
、「
は
い
」

と
い
っ
た
意
味
の
応
答
に
よ
く
使
わ
れ
る
。

l
 

動
作
で
は
な
く
状
態
を
表
す
動
詞
の
完
了
形
は
、
し
ば
し
ば
現
在
の
意

味
と
な
る(P. Joüon, G

ram
m

aire de l'hébreu biblique, 1923, 112a)

。

m
 

ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ハ
ン
モ
リ
ッ
ヤ
ー
を
、
ギ
リ
シ
ア
語
・
シ
ン
マ
コ
ス
訳

は
テ
ー
ス
・
オ
プ
タ
シ
ア
ス
と
訳
し
て
お
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
ハ
ン
マ

ル
エ
ー
（
そ
の
顕
現
）
と
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
（
ヴ
ル
ガ
ー
タ
も

こ
の
系
統
）。
ま
た
シ
リ
ア
語
・
ペ
シ
ッ
タ
訳
はm

w
rj

と
し
て
お
り
、

ハ
ー
エ
モ
リ
ー
（
あ
の
エ
モ
リ
人
）
と
読
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
意
訳
に
つ
い
て
は
、BH

S

脚
注
参
照
。
た
だ
マ
ソ
レ
ッ
ト
本

文
は
単
に
地
名
と
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

n
 

モ
リ
ヤ
に
旧
約
聖
書
中
言
及
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
二
箇
所
で
あ
る
。
こ

こ
と
、
歴
代
誌
下
三
章
一
節
。
後
者
で
は
、
ソ
ロ
モ
ン
が
エ
ル
サ
レ
ム

神
殿
を
建
設
し
た
山
を
指
す
が
、
創
世
記
二
二
章
三
節
な
ど
は
、
薪
も

な
い
荒
野
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
前
注
の
古
代
語
訳
、
ヴ

ル
ガ
ー
タ
訳「
顕
現
の
地
」、シ
リ
ア
語
訳「
ア
モ
リ
人
の
地
」の
ほ
か
に
、

七
十
人
訳
は
「
高
き
所
に
あ
る
地
」
と
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
エ
ル
サ

レ
ム
神
殿
と
は
関
係
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
両
者
は
同
名

異
地
と
考
え
ら
れ
る
。

て
人
が
敵
を
も
ア
ガ
パ
オ
ー
す
る
、
旧
新
約
に
通
ず
る
認
識
に
、
ま
た

一
つ
の
傍
証
を
見
出
し
得
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

d
 

小
川
圭
治
「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
上
田
閑
照
編
『
西
田
哲
学
へ

の
問
い
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
二
四
二
～
二
七
九
頁
参
照
。

e
 

前
註
三
の
拙
編
著
『
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
献
供
物
語
』
一
二
頁
以
下

に
、
若
干
手
を
加
え
て
再
録
す
る
。

f
 

原
語
ダ
ー
バ
ー
ル
は「
事
」と「
言
葉
」の
両
方
を
指
す
。一
六
節
も
併
照
。

g
 

ヴ
ァ
イ
ェ
ヒ
ー
の
後
、
時
間
を
表
す
句
が
続
い
て
、
新
し
い
単
元

を
示
す
の
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
一
般
的
な
用
法
で(W

. G
esenius= E. 

K
autzsch, H

ebräische G
ram

m
atik, 1977, 111g)

、《
こ
れ
ら
の
出
来
事
の

後
、
神
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
試
み
》
等
に
訳
す
こ
と
が
多
い
が
、
直
訳
す

る
と
「
こ
れ
ら
の
出
来
事
の
後
と
な
っ
て
、神
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
試
み
」

な
の
で
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
調
し
て
訳
し
た
。

h
 

原
語
ニ
ッ
サ
ー
は「
試
み
る
」「
試
す
」「
試
練
に
会
わ
せ
る
」等
の
意
味
。

i
 

二
つ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
写
本
、
ギ
リ
シ
ア
語
・
七
十
人
訳
、
幾
つ
か
の
ラ

テ
ン
語
・
ヴ
ル
ガ
ー
タ
語
訳
写
本
で
は
、
も
う
一
回
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
」

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
一
一
節
と
均
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

こ
こ
は
単
な
る
呼
び
か
け
で
あ
り
、
一
一
節
は
強
い
召
喚
で
あ
っ
て
、

形
式
的
に
一
律
に
均
す
の
は
、
却
っ
て
文
意
を
損
な
う
本
文
批
判
の
越

権
と
な
ろ
う
。
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w
 

六
節
は
直
訳
す
る
と
、《
薪
を
イ
サ
ク
の
上
に
置
い
た
》
で
、本
節
の
《
イ

サ
ク
を
薪
の
上
に
置
い
た
》
と
対
に
な
っ
て
い
る
。

x
 

一
節
後
半
と
呼
応
す
る
同
じ
表
現
。

y
 

エ
ル
（
に
）
を
、
サ
マ
リ
ア
五
書
、
七
十
人
訳
、
ヴ
ル
ガ
ー
タ
訳
は
、

ア
ル
（
の
上
に
）
と
変
え
て
読
ん
で
い
る
。

z
 

レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
写
本
は
、
メ
ウ
ー
ン
マ
ー
と
な
っ
て
い
る
が
、
多
く

の
写
本
は
普
通
用
い
ら
れ
る
メ
ウ
ー
マ
ー
と
し
て
い
る
（
創
世
記
三
〇

章
三
一
節
、
三
九
章
六
、九
、二
三
節
、
四
〇
章
一
五
節
等
参
照
）。
意

味
に
変
わ
り
は
な
い
。

A
 

御
使
い
の
言
葉
は
、
神
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
二
度
目
の
「
わ
た
し
」
は
神
を
指
す
。

B
 

ア
ハ
ル
（
背
後
に
）
を
、
多
く
の
写
本
、
サ
マ
リ
ア
五
書
、
七
十
人
訳
、

ペ
シ
ッ
タ
訳
、
ア
ラ
ム
語
タ
ル
グ
ム
訳
な
ど
は
、
エ
ハ
ー
ド
（
一
つ
の
）

と
読
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
一
文
の
意
味
は
、「
そ
し
て
、
藪
に
角

を
捕
え
ら
れ
て
い
る
、
一
匹
の
雄
羊
が
い
る
の
を
見
た
」
と
な
る
。
私

訳
は
ア
ハ
ル
の
ま
ま
に
読
み
、
直
訳
し
て
い
る
。
エ
レ
ミ
ヤ
書
二
五
章

二
六
節
、
ル
ツ
記
一
章
一
五
節
、
コ
ー
ヘ
レ
ス
書
一
二
章
二
一
節
等
や

ウ
ガ
リ
ッ
ト
の
用
法
を
参
看
し
て
、「
正
に
」と
意
訳
す
る
翻
訳
も
あ
る
。

C
 

四
節
と
同
じ
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
八
節
と
同
じ
間
投
詞
ヒ

ン
ネ
ー
が
出
て
来
て
い
る
の
で
、「
そ
し
て
見
た
、
見
よ
雄
羊
を
」
と

o
 

レ
ヒ
・
レ
ヒ
ャ
ー
と
い
う
強
調
し
た
言
い
方
は
、
一
二
章
一
節
参
照
。

な
お
二
一
章
一
六
節
も
併
照
。

p
 

「
命
じ
る
」「
示
す
」
等
訳
し
分
け
る
の
が
慣
例
だ
が
、
こ
こ
も
ア
ー
マ

ル
な
の
で
、
な
る
べ
く
原
語
を
そ
の
ま
ま
に
訳
す
こ
と
に
努
め
た
。

q
 

原
語
オ
ー
ラ
ー
。古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
祭
儀
で
最
も
重
要
な
献
げ
物
で
、

そ
の
肉
は
食
す
る
こ
と
な
く
焼
き
尽
く
さ
れ
る
。
焼
く
前
に
血
は
取
ら

れ
て
祭
壇
の
す
そ
に
注
が
れ
、脂
は
焼
い
て
煙
と
し
て
献
げ
ら
れ
た（
レ

ビ
記
三
章
二
、一
六
節
）。
普
段
は
朝
夕
、羊
な
い
し
山
羊
が
一
頭
ず
つ
、

祝
日
に
よ
っ
て
は
数
頭
ず
つ
、
あ
る
い
は
牛
も
加
え
て
、
祭
司
に
よ
り

祭
壇
に
献
げ
ら
れ
の
を
常
と
し
た
（
民
数
記
二
八
・
二
九
章
）。

r
 

原
語
ナ
ガ
ル
は
基
本
的
に
は
「
若
者
」
を
意
味
す
る
。

s
 

三
節
と
五
ａ
節
で
「
若
い
従
者
」
と
訳
し
た
の
と
同
じ
原
語
ナ
ガ
ル
が
、

こ
こ
で
は
イ
サ
ク
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

t
 

一
節
後
半
の
、
神
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
問
答
と
同
じ
形
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。

u
 

一
節
、
七
節
で
繰
り
返
さ
れ
る
ヒ
ン
ネ
ー
ニ
ー
か
ら
接
尾
辞
を
取
っ
た

ヒ
ン
ネ
ー
（
見
よ
）
と
い
う
間
投
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。

v
 

原
語
ア
ー
カ
ド
。
名
詞
形
の
ア
ケ
ー
ダ
ー
が
、「（
イ
サ
ク
を
）
縛
る
こ

と
」
を
指
し
、
こ
の
創
世
記
二
二
章
の
物
語
の
呼
び
名
と
し
て
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
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る
と
一
二
節
と
同
じ
で
、「
あ
な
た
の
独
り
子
を
、
わ
た
し
に
対
し
て

惜
し
ま
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。B

H
S

脚
注
は
、
こ
の
読

み
を
推
奨
し
て
い
る
が
、
整
っ
て
い
な
い
方
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
可
能
性

が
高
い
と
す
る
と
、
本
文
批
判
上
、B

H
S

本
文
の
ま
ま
に
読
む
可
能

性
も
捨
て
切
れ
な
い
。
私
訳
は
そ
ち
ら
を
採
っ
た
。

I
 

ゲ
ー
ケ
ブ
・
ア
シ
ェ
ル
は
「
か
ら
で
あ
る
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
一
般

だ
が
、
一
二
、一
六
節
な
ど
の
理
由
の
キ
ー
と
訳
し
分
け
た
。

J
 

原
語
ヤ
フ
ダ
ー
ヴ
は
、
六
、八
節
で
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
イ
サ
ク
が
「
一

緒
に
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
が
、
な
ぜ
か
一
九
節
に
イ
サ
ク

の
姿
は
な
い
。

K
 

南
パ
レ
ス
チ
ナ
の
オ
ア
シ
ス
。「
七
つ
の
泉
」（
創
世
記
二
一
章
二
八
節

以
下
）
な
い
し
「
誓
い
の
泉
」（
同
三
一
節
）
を
意
味
す
る
。
ア
ブ
ラ

ハ
ム
は
元
来
こ
こ
に
住
ん
で
お
り（
同
二
五
節
以
下
）、別
の
伝
承
で
は
、

イ
サ
ク
も
こ
こ
に
住
ん
で
祭
壇
を
築
い
て
い
る
（
同
二
六
章
二
三
節
以

下
）。

せ
き
ね
・
せ
い
ぞ
う 

聖
学
院
大
学
大
学
院
特
任
教
授

も
訳
せ
る
が
、
八
節
、
ま
た
接
尾
辞
の
つ
い
た
一
、七
節
の
ヒ
ン
ネ
ー

ニ
ー
と
呼
応
し
た
訳
語
を
採
用
し
た
。

D
 

原
語
ラ
ー
カ
ハ
は
、
二
二
章
で
は
、
二
、三
、六
（
二
例
）、
一
〇
、一
三

節
に
、計
六
つ
の
用
例
が
あ
る
。二
、三
節
で
は
、イ
サ
ク（
な
い
し
従
者
）

を
「
連
れ
る
」
の
意
味
、六
（
二
例
）、一
〇
節
で
は
、薪
、火
、刀
を
「
取

る
」
の
意
、
一
三
節
は
両
方
が
合
し
た
よ
う
な
用
例
だ
が
、
献
げ
も
の

自
身
と
そ
の
道
具
を
分
け
た
場
合
、前
者
の
意
味
な
の
で
、敢
え
て
「
連

れ
て
来
る
」
と
訳
し
た
。

E
 

BH
S

脚
注
に
よ
れ
ば
、
イ
ル
エ
ー
を
イ
ェ
ー
ラ
ー
エ
ー
と
読
み
か
え
る

提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代
語
訳
・
写
本
上
の
支
持
が
な
く
、
ま

た
文
末
の
イ
ェ
ー
ラ
ー
エ
ー
と
重
複
す
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
採
用

し
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
採
用
す
る
場
合
は
、
文
末
の
イ
ェ
ー
ラ

ー
エ
ー
を
逆
に
イ
ル
エ
ー
と
読
み
替
え
る
（
シ
リ
ア
語
訳
や
ヴ
ル
ガ
ー

タ
訳
を
参
照
）。

F
 

イ
ェ
ー
ラ
ー
エ
ー
は
「
備
え
が
あ
る
」
と
訳
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
が
、

イ
ル
エ
と
イ
ェ
ー
ラ
ー
エ
ー
は
、
ラ
ー
ア
ー
（
見
る
）
の
能
動
形
と
受

動
形
な
の
で
、
私
訳
の
よ
う
に
対
照
し
て
訳
し
た
い
。

G
 

冒
頭
一
節
の
「
こ
れ
ら
の
事
」
と
の
呼
応
に
注
目
。

H
 

サ
マ
リ
ア
五
書
、
七
十
人
訳
、
ペ
シ
ッ
タ
訳
、
ヴ
ル
ガ
ー
タ
訳
は
、
文

末
の
イ
ェ
ヒ
ー
デ
ヒ
ャ
ー
の
後
に
ミ
ン
メ
ー
ニ
ー
を
加
え
て
い
る
。
す


