
講演
(

n)

イ
エ
ス
と
禅

(

ニ)

八

木

誠

一

は
じ
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
回
は
本
学
会
第
三
回
の
大
会
で 

ご
ざ
い
ま
し
て
、
や
は
り
第
一
回
、
第
二
回
を
踏
ま
え
て
考
え
た
方
が 

よ
ろ
し
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
第
一
回
は
滝
沢
先
生
の
久
松
批
判
、
第 

一
一
回
は
久
松
先
生
の
浄
土
真
宗
に
対
す
る
批
判
へ
の
星
野
先
生
の
応
答 

で
あ
り
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
滝
沢
先
生
の
不
可
分.

不
可
同
.

不
可
逆
と
い
う
こ
と
、
 

ま
た
い
わ
ゆ
る
神
と
人
と
の
第
一
義
の
接
触
と
第
一
一
義
の
接
触
の
区
別 

と

い

う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
あ
く
ま
で
も
第
一
義
の
接
触
を 

基
本
に
据
え
て
、
か
り
そ
め
の
覚
で
あ
り
、
か
つ
覚
に
す
ぎ
な
い
第
二 

義
の
接
触
を
基
準
の
位
置
に
置
く
こ
と
へ
の
批
判
。
こ
う
い
う
こ
と
が 

あ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
そ
の
場
合
に
、
不
可
逆
と
言
い
ま
す
と
き
、
滝 

沢
先
生
は
、
た
と
え
ば
第
一
回
の
大
会
の
記
録
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
 

「

絶
対
に
客
観
的
な
も
の
、
人
間
の
主
観
と
は
無
関
係
な
客
観
的
な
も 

の
が
あ
り
、
そ
れ
を
映
す
の
が
認
識
だ」

と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り 

ま
し
て
、
そ
う
い
う
発
言
は
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
解
り
ま
す
が
、
 

色

々
問
題

を
含
む

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

久
松
先
生
の
方
に
は
、
先
程
の
討
議
の
最
後
に
秋
月
先
生
か
ら
ご
指

摘
が
あ

り

ま

し

た
よ
う
に
、
絶
対
無
と
か
無
相
と
か
い
う
の
で
は
な
く 

て

「

無
相
の
自
己」

と

い

う

こ

と

が

あ
る
と
。
無
相
の
自
己
と
い
う
立 

場
で
す
ね
。
久
松
先
生
の
場
合
は
や
は
り
そ
こ
が
一
番
は
っ
き
り
し
て 

お

り

ま

し

て

、
久
松
先
生
の
ご
発
言
を
よ
く
見
て
み
ま
す
と

、

「

無
相 

の
自
己」

と

「

こ
の
我
、
個
的
な
我」

と
の
区
別
と
関
係
及
び
秩
序
は 

は

っ

き

り

し

て
ま
す
け
れ
ど
も
、
や

は

り「

無
相
の
自
己
が
私
だ」

と 

言
わ
れ
る
と

こ

ろ

に

、
久
松
先
生
の
特
色
が
あ

ろ

う

か

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
星
野
先
生
の
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
久
松
先
生
の
立 

場
は
、
こ
れ
は
浄
土
真
宗
に
含
ま
れ
て
い
る
と
、
親
鸞
は
主
体
的
に
は 

そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
。
た
だ
し「

罪
悪
深
重.

煩
悩
熾
盛 

の
凡
夫」

と
い
ぅ
凡
夫
性
の
自
覚
、
こ
れ
は
極
め
て
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
 

や
は
り
そ
こ
か
ら
他
力
と
い
う
立
場
が
出
て
く
る
。

そ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
親
鸞
は
主
体
的
に
は
久
松
先
生
と
同
じ 

立
場
に
立
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
間
接
的
に
滝
沢
先
生
へ
の 

批
判
が
出
て
き
ま
す
の
で
*

久
松
、
滝
沢
’
星
野
の
三
者
は
三
巴
に
な 

つ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
状
況
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
で
は
ィ
エ
ス
は
い
っ
た
い
ど
う
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だ
っ
た
の
か
。
勿
論
、
私
は
、
イ

エ

ス

が
言
っ
た
か
ら
正
し
い
と
い
う 

ふ
う
に
考
え
る
つ
b

り
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
イ
エ
ス
がI

切
の
基
準
だ 

と
申
す
つ
も
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
こ
の
場
合
は
、
解
釈
の
問
題
と 

し
て
、
イ

エ

ス

に

お
い
て
は
こ
う
だ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
、
し
か
し
な 

が
ら
そ
れ
は
我
々
の
問
題
に
と
っ
て
勿
論
無
縁
で
は
な
い
。
と
申
し
ま 

す
の
は
、
こ
の
際
私
は
や
は
り
解
釈
学
的
に
問
題
を
立
て
た
い
と
思
い 

ま
す
。
ょ
く
私
が
書
く
図
で
す
が
、

L
/
T
/
S

H

こ
こ
に
解
釈
者(

I

)

が
い
ま
し
て
、
こ

こ

に

文

献

(

L

)

が
あ
り
ま 

し
て
"
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
事
柄(

S

)

が
あ
り
ま
し
て
、
文
献
は
そ
の 

爭
柄
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
解
釈
者
は
そ
の
文
献
を
通
し
て
、
文
献 

に
導
か
れ
て
、
V

柄
に̂

る
と
い
う
方
向
が
あ
り
ま
す
。
我
々
は
そ
の 

ょ
う
に
、
•

般
に
表
現
と
言
っ
て
い
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
解
釈
者 

は
表
現
な
い
し
文
献
を
通
し
て
事
柄
に
導
か
れ
る
と
。
そ
う
す
る
と
こ 

の
場
合
で
す
ね
、
解
釈
希
は
こ
の
方
向
を一

応
離
れ
て
、
r>
柄
が
彼
に 

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
今
度
は
直
接
に
事
柄
と
か
か
わ
る
と
、
 

こ
う
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
事
柄
の
か
か
わ 

り
か
ら
文
献
を
理
解
す
る
、
あ
る
い
は
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う 

に
な
り
ま
す
。

L

/

IV
S

両
方
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
解
釈
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、

片
方
だ
け
で
は
解
釈
が
成
り
立
た
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
解
釈
者
は 

文
献
を
通
し
て
事
柄
に
導
か
れ
る
と
い
う
面
だ
け
で
は
、
解
釈
者
の
事 

柄
■

解
は
文
献
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
ま
た
単
に
事
柄 

理
解
か
ら
文
献
を
解
釈
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
文
献
が
言
お
う
と
し 

て
い
る
こ
と
に
必
ず
し
も
解
釈
が
即
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の 

で
す
。
し
た
が
っ
て
闹
方
の
道
が
必
要
で
す
け
れ
ど
も
。
よ
く
考
え
て 

み
る
と
、
こ
う
い
う
解
釈
が
成
り
a

つ
と
い
う
の
は
、
事
柄
自
身
が
、

一
 

い
ま
、
解
釈
者
に
働
き
か
け
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
逆

に

こ

の

よ
39 

う
に
し
て
、
事
柄
が
直
接
に
解
釈
者
に
語
り
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と 

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
事
柄
が
文
献
を
通
し
て
解
釈
萏
へ
捂
り
か
け
て 

い

る

と

い
う
、
そ
う
い
っ
こ
と
か
あ

る

と

。

こ
う
い
う
連
関
が
で

き
7

0
 

わ
け
で
す
ね
。

i

\
s

そ
れ
で

(

1

)

i

 

(

S

)

と

い

う

こ
と
、
つ
ま
り
解
釈
1«
-

が
寧
柄
0

 

身

と

じ
か
に
か
か
わ
っ
て
ボ
柄
自
身
を
理
解
す
る
と
い
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
学
的
表
現
は
宗
教
哲
学
と

い

う

よ
り
宗
教
即
哲
学
と

い

う

ふ
う
に 

言
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
と
に
か
く
、
ふ
つ
う
に
言
え
ば



宗
教
哲
学
的
な
理
解
、
神
学
的
な
理
解
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
わ
け
で 

す
。と

こ
ろ
が
事
柄
理
解
か
ら
文
献
を
解
釈
す
る
の
は
、
こ
れ
は
あ
く
ま 

で
も
解
釈
の
事
柄
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
イ
ヱ
ス
解
釈
な
ら
イ
エ
ス
解 

釈
と
い
う
こ
と
は
、
事
柄
自
身
を
我
々
が
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ 

と
と
は
区
8!

し
た
方
が
い
い
わ
け
で
す
ね
。
私
も
そ
の
よ
う
に
区
8|
し 

た
い
の
で
す
。

し
か
し
こ
こ
で
は
問
題
が「
イ
エ
ス
と
禅」

と

い

う

ふ
う
に
立
て
ら 

れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
や
は
り
ま
ず
、
イ
エ
ス
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と 

い
う
こ
と
に
問
題
の
中
心
を
お
き
た
い
わ
け
で
す
。
先
程
申
し
上
げ
ま 

し
た
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
ま
す
と
、
イ
エ
ス 

が
こ
う
言
っ
た
か
ら
こ
れ
が
正
し
い
の
だ
と
言
う
つ
も
り
は
私
に
は
ご 

ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
結
果
と
し
て
、
私
は
イ
エ
ス
か
ら
一
番 

学
ぶ
し
、
秋
月
先
生
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
イ
エ
ス
の
弟
子
と
い 

う
こ
と
、
や
は
り
私
自
身
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
、
特
に
イ
エ
ス
の 

「

自
己」

が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
。
先
程
挙 

げ
ま
し
た「

放
蕩
息
子
の
譬
え」

で
も
い
い
の
で
す
が
、
放
蕩
息
子
の 

お
父
さ
ん
が「

我
を
忘
れ
て
走
り
寄
る」

、
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き 

た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
無
心
さ
と
か
直
接
性
と
い
う
も
の
を
見
た
わ
け 

で
す
。

「

我
を
忘
れ
て」

と
い
う
の
は
、
単
に
自
我
の
欠
落
と
い
う
こ 

と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り「

我
を
忘
れ
る」

と
い
う
ふ
う
に
言 

つ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、
律
法

か
ら
私
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
我
を
忘
れ
、
律
法
も
忘
れ
る
と 

い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
こ
こ
で
道
元
禅
師
の
言
葉
を
思
い
出
せ
は
、
 

「

仏
道
を
な
ら
っ
こ
と
は
自
己
を
な
ら
う
こ
と
で
、
自
己
を
な
ら
う
こ 

と
は
自
己
を
忘
れ
る
こ
と
だ」

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
 

自
己
を
忘
れ
る
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
同
じ
意
味
で
は
な
い
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
ふ
つ
う
の
意
味
で
の
分
別
的
自
我
を 

忘
れ
得
る
立
場
で
却
っ
て
自
己
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
逆
説
が 

あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
我
を
忘
れ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
場 

合
の
我
と
い
う
の
は
単
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
聖
書
の
中
の「

富
め
る
人
の
話」

(

マ
ル
コ
十
17〜

”

)

で
す
け
れ
ど
も
、

「

永
遠
の
生
命
を
得
る
た
め
に
は
何
を
し
た
ら
よ
い 

で
し
よ
う
か」

と
問
う
。
ィ
エ
ス
が「

律
法
を
守
り
な
さ
い」

と
答
え 

る
と
、

「

そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
私
は
や
っ
て
き
ま
し
た」

と
。
す
る 

と
ィ
エ
ス
が
彼
を
見
て
、

「

あ
な
た
に
一
つ
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
。
 

財
産
は
全
部
放
っ
て
お
い
て
私
に
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い」

と
言
い
ま 

す
。

「

私
に
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い」

と
言
っ
て
い
る「

私」

で
す
ね
。
 

そ
も
そ
も

一

人
の
人
間
に
対
し
て
、

r

富
な
ん
て
い
う
も
の
は
全
部
放 

り
出
し
て
し
ま
っ
て
私
に
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い」

と
い
う
、
そ
の 

「
私」

と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う「

私」

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思 

う
の
で
す
。
そ
う
い
う「

私」

は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い 

て
ィ
ェ
ス
の
言
葉
を
見
て
み
ま
す
と
、
こ
こ
で
一
番
問
題
に
な
っ
て
く 

る
の
は
、
や
は
り「

人
の
子」

に
関
す
る
一
群
の
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
 

こ
の
場
台
は
あ
る
住
度
、

「

人
の
子」

語
句
の
解
釈
の
問
題
に
触
れ
ざ



る
を
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。

こ
れ
も
私
の
本
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
読
み
下
さ
っ
た
方 

も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
し
、
.
こ

く
簡
単
に
ま
と
め
ま
す
と
、

「

人
の 

子」

語
句
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ 

り
ま
す
。

「

人
の
子」
と
は
、
い

わ

ゆ

る

ユ
ダ
ヤ
教
の
黙
示
文
学
に
出 

て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
黙
示
又
字
の
中
で
は
必
ず
し
も
統
一
的
に 

描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

「

人
の
子」

と
は 

言
っ
て
も
、
黙
示
文
学
の
中
で
は「
神
の
子」

，
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。
 

職
能
と
し
て
は
終
末
の
時
に
現
わ
れ
て
神
の
敵
を
滅
ぼ
し
て
神
の
民
を 

救
う
と

い

う

、

そ
う
い
う
審
判
者
兼
救
済
者
で
す
。
で
す
か
ら
、

「

人 

の
子」

と
は
人
間
性
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
神
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る 

わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
も
し
維
か
が
自
分
の
こ
と
を「

人
の
子」

と

い 

つ
た
と
い
た
し
ま
す
と
、
そ
の
人
は
、
自
分
は「

神
の
子」

だ
と
い
う 

自
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
イ
エ
ス
の
言
葉
の
中
に 

「

人
の
子」

語
句
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
"
イ
エ
ス
の
メ
シ
ア
意
識
の 

問
題
と
か
ら
ん
で
、
非
常
に
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
面C
い
事 

実
と
し

て「

人
の
子」

と
い
う
呼
称
は『

福
音
書』

の
中
に
し
か
出
て 

こ
な
い
。
原
始
教
団
で
は
イ
エ
ス
を「

人
の
子」

と

い

う

呼
び
方
は
な

く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
キ
リ
ス
^-

-

-

音
注
が
れ
た
者
-

-

-

-
と
か
、

神
の
子
と
か
、
キ
ュ
リ
オ
ス
と
か
、
そ
う
い
う
呼
び
方
に
な
り
ま
す
。
 

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
面
か
ら
、

「

入
の
子J

語
句
は
イ
ヱ
ス
が
実
際 

に
語
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
先
程
申
し
ま 

し
た
よ
う
に
、

「

人
の
子」

語
句
に
は
三
つ
の
グ
ルー

プ
が
あ
つ
て
、

第
一
は
、
世
の
終
り
の
時
に
栄
光
の
姿
で
現
わ
れ
る
人
の
子
に
つ
い
て 

•
語
っ
て
い
る(

マ
ル
コ
八
の
38)

 

o

こ
の「

人
の
子」

は
明
ら
か
に
イ

エ 

ス
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

「

人
の
子」

は
や
が
て
世
の 

終
わ
り
の
時
に
栄
光
の
姿
で
現
わ
れ
る
と
。
そ
し
て
審
き
を
執
り
行
な 

う
。
神
の
敵
を
滅
ぼ
し
て
神
の
民
を
救
う
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
イ
エ 

ス
と「

人
の
子」

は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
区
別
さ
れ
て
い
な 

が
ら
他
方
で
は
結
び
つ
い
て
る
わ
け
で
す
。
イ
エ
ス
は
地
上
に
お
け
る 

人
の
子
の
代
表
者
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
こ
の
世
界
の
中
で
人 

が
イ
エ
ス
の
言
葉
を
ど
う
受
け
取
る
か
、
受
け
容
れ
る
か
、
拒
否
す
る 

か
に
よ
っ
て
、

「

人
の
子」

が
世
に
現
わ
れ
た
時
に「

人
の
子」

が
そ 

の
人
を
受
け
容
れ
る
か
拒
否
す
る
か
が
決
ま
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
一 

か
ら
"

イ
エ
ス
は「

人
の
子」

の
代
表
者
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
第

二

~4
1
 

の
グ
ル
I

プ

は

『

マ
ル
コ』

の
ニ
に
あ
り
ま
す
。

「

人
の
子
は
安
息 

日
の
主
な
の
だJ

と
い
う
言
葉
で
す
。
あ
る
い
は『

マ
ル
コ』

の
ニ
に 

あ
り
ま
す「

人
の
子
は
罪
を
赦
す
権
威
を
持
っ
て
い

る」

と

い

う
-vr
rs
 

(

10

節)

。

こ
れ
を
見
ま
す
と

イ

ヱ

ス
が
自
分
の
こ
と

を

一

人

の

子」

と
言
っ
て
い
る
と
し
か
み
え
な
い
わ
け
で
す
。『

人
の
子
は
地
上
で
罪 

を
赦
す
権
威
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
わ
な
た
万
に
解
る
よ
う
に
し
と 

彼
ら
に
言
い
、
中
風
の
者
に
向
か
っ
て
、『

あ
な
た
に
命
じ
る
。
起
き 

よ
、
床
を
取
り
あ
げ
て
家
に
帰
れ』

と
言
わ
れ
た」

。
こ
の
よ
う
な
ら 

蹟
物
語
は
だ
い
た
い
史
実
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
若
干 

の
信
頼
で
き
る
古
い
伝
承
は
イ
ヱ
ス
が
病
気
を
治
し
た
と
い
う
こ
と
を 

報
告
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
い
わ
れ
は
な
い
と
思
い



ま
す
。
と
に
か
く
イ
ヱ
ス
は
自
分
の
こ
と
を「

人
の
子」

と
呼
ん
で
い 

る
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
す
。

第
三
の
グ
ル
ー
ブ
と
い
た
し
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
受
難
予
告
が
あ
り 

ま
し
て
。『

マ
ル
コ』

八
の
31

。

「

そ
れ
か
ら
、
人
の
子
は
必
ず
多
く 

の
苦
し
み
を
受
け
、
長
老
、
祭
司
長
、
律
法
学
者
た
ち
に
捨
て
ら
れ
、
 

ま
た
殺
さ
れ
、
そ
し
て
三
曰
の
後
に
甦
る
べ
き
こ
と
を
、
彼
ら
に
教
え 

た」

。
で
す
か
ら
将
来
現
わ
れ
る「
入
の
子」

、
地
上
で
活
動
し
て
い
る 

「

人
の
子」

、
や
が
て
受
難
し
殺
さ
れ
、甦
る「

人
の
子」

。

「

人
の
子」 

語
句
に
は
こ
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
の
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
現
在
の
だ
い
た
い
の
通
説
と
し
ま
し
て
は
、
第
三
番
目
に 

挙
げ
た
言
葉
は
い
わ
ゆ
る「

事
後
予
言」

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま 

り
、
イ
エ
ス
後
の
教
団
で
成
立
し
た
も
の
で
"
イ
エ
ス
が
実
際
に
語
っ 

た
と
は
思
え
な
い
。
実
際
、

r

マ
タ
イ』

と『

マ
ル
コ』
と『

ル
カ』 

に
お
け
る
イ

エ
ス
の
言
葉
を
詳
し
く
比
べ
て
み
ま
す
と
、
た
と
え
ば 

『

マ
ル
コ』

で

「

私」

で
あ
る
も
の
がf

マ
タ
イ』

で「

人
の
子」
に
か 

わ
つ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
よ
く
あ
る
わ
け
で
す
ね(

マ
ル
コ 

八
27

と

マ

タ

イ

十

六13

を
比
べ
よ)

。

マ
タ

イ

と

ル
カ
はr

マ
ル
コJ

を 

下
敕
き
に
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
。『

マ
ル
コ』

に
お 

け
る「

私」

が『

マ
タ
イJ

で
•
は

「

人
の
子」

に
か
わ
っ
て
い
る
と
い 

う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
"

で
す
か
ら
そ
う
い
う
場
合
、

「

人
の
子」

と 

い
う
言
い
方
が
イH

ス
の
ロ
か
ら
出
た
と
は
思
え
な
い
わ
け
で
す
。
だ 

か
ら
以
上
の
場
合
は
除
く
ゎ
け
で
す
。

第
二
の
、
地
上
で
活
動
す
る「

人
の
子」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ 

は
ア
ラ
ム
語
の
誤
訳
で
あ
る
と
い
う
仮
説
が
わ
り
と
支
fi
d

的
で
あ
っ
た 

し
、
今
で
も
そ
う
で
、
こ
の
仮
説
を
と
る
入
が
い
ま
す
。
つ
ま
り
ア
ラ 

ム
語
で「

人
の
子」

と
い
う
の
は
単
に
人
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ 

が
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
る
時
に
文
字
通
り「

人
の
子」

と
遂
語
訳 

さ
れ
た
の
で
，
そ
れ
が
黙
示
文
学
に
お
け
る「

入
の
子」

と
混
同
さ
れ 

た
の
だ
と
い
う
解
釈
で
す
。

し
か
し
こ
れ
は
か
な
り
反
対
す
る
人
も
い
ま
し
て
、
私
も
そ
う
い
う 

仮
説
を
と
る
必
要
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
ど
う
い
う
わ
け
か
と
い
い 

ま
す
と
、
ィ
エ
ス
が「

人
の
子
が」

と
言
っ
て
い
る
時
は
、
こ
れ
は
文 

字
通
り「

人
の
子
が」

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「

自
分
が」

と 

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
語
り
行
動
し
て
い
る
の
は
ィH

42 

ス
で
T

。
そ
う
す
る
と
、
ィ
エ
ス
は
自
分
で
や
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ 

は「

人
の
子」

が
や
っ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
う
。

|

見
す
る
と
奋 

妙
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
ち
っ
と
も
奇
妙
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い 

う
例
は
他
に
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
早
い
話
が
、
。ハ
ウ
0

の
埸
合
に
も 

『

ロ
マ
書』

の
十
五
の
比
を
見
ま
す
と

「

キ
リ
ス
卜
が
私
を
用
い
て
な 

さ
れ
た
こ
と」

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
原
文
を
見
ま
す
と「

キ
リ 

ス
ト
が
私
を
通
し
て
遂
行
し
た
こ
と」

と
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
 

で
す
か
ら
パ
ウ
ロ
の
自
覚
に
よ
れ
ば
、
。ハ
ウ
ロ
の
伝
道
と
い
う
も
の
は
、
 

パ
ウ
ロ
が
や
っ
た
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
"

実
は
。ハ
ウ
ロ
を
通
し
て 

キ
リ
ス
ト
が
や
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。
で
、
こ
う
い
う
箇
所
は
い
く
つ 

か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
。ハ
ウ
ロ
に
お
い
て
も
、
実



際
は
パ
ゥ
ロ
自
身
が
や
っ
て
い
る
の
に
、
パ
ゥ
ロ
は
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト 

が
や
っ
た
の
だ
と
言
い
う
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
い
う
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、
第一

一
の
場
合
も
イ
ェ
ス
が

自
分
を 

単
純
に「

人
の
子」

と
同
一
視
し
た
の
で
は
な
く
て
、
外
か
ら
見
る
と 

「

私」

が
や
っ
た
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
実
は
、
自
己
の
中
に
構
造
が 

あ
っ
て
、

「

人
の
子」
が

「

私」

を
通
し
て
や
っ
た
の
だ
と
。
そ
う
し 

ま
す
と
、
こ
の
場
合「

人
の
子」

は

「

自
己」

な
の
で
す
ね
、
や
っ
ぱ 

り
。
自
我
と
区
別
さ
れ
た
主
体
で
あ
る
わ
け
で
す
。

第

I

の
グ
ルー

プ
で
す
が
、
こ
の
中
に
イ
ェ
ス
が
実
際
に
語
っ
た
言 

葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
人
は
わ
り
あ
い
に
い
ま
し
て
、
私
も 

そ
れ
は
正
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
イ
ェ
ス
と 

「

人
の
子」

と
が
区
別
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
終
末
の
時
に
現
わ 

れ
る「

人
の
子」

の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
当
然
と
い
え
は
当
然
な
の
で 

す
が
、
あ
る
意
味
で
そ
こ
に
、
解
釈
の
鍵
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

問
題
は
、
イ
ェ
ス
が
自
分
自
身
を
地
上
に
お
け
る「

人
の
子」

の
代 

表
者
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
、

「

私
の
語
っ
た
言
葉
を
拒
否
す 

る
者
は
人
の
子
に
拒
否
さ
れ
る」

と
い
う
以
上
、
イ
ェ
ス
が
語
っ
た
言 

葉
は
、

「

人
の
子」

が
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の 

で
す
。
要
す
る
に
、
現
在
の
こ
と
か
将
来
の
こ
と
か
、
と
い
う
だ
け
の 

違
い
で
あ
っ
て
、
構
造
は
同
じ
な
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
イ
ェ
ス
は 

「

人
の
子」

が
や
っ
た
こ
と
を「

私」

が
や
っ
た
と

い

え

る

し

、

イ

エ 

ス
自
身
が
や
つ
た
こ
と
は「

人
の
子」

が
や
つ
た
こ
と
だ
と
い
え
る
し

、 

し
か
も
両
者
の
間
に
は
区
別
が
あ
る
。
こ
う
い
う
関
係
で
す
。

パ
ウ
ロ
の
場
合
で
す
と
、

「

も
は
や
私
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。

私
の
中
に
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い
る
の
だ」

と

い

う

言

葉

が
ラ

テ 

ヤ』

の
こ
の
20

に
あ
り
ま
し
て
、
構
造
上
、
イ
エ
ス
の
場
合
と
同
じ
だ 

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
の
キ 

リ

ス

ト

は

、
パ
ウ
ロ
の
い
わ
ば
真
実
の
主
体
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

こ
の
よ
う
に
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
は「

キ

リ

ス

ト」

で
す
け
れ
ど
も
、
イ 

ェ
ス
の
場
合
は「

人
の
子」

で
す
ね
。

「

人
の
子」

の
行
為
が
イ
ェ
ス 

の
行
為
で
あ
り
、
イ
ェ
ス
の
行
為
が「

人
の
子」

の
行
為
で
あ
り
な
が 

ら
、
し
か
も
両
者
の
間
に
は
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
あ
っ
て
、
イ
エ
ス 

は
、

「

私
が
や
っ
た」

と
い
う
よ
り
は「

人
の
子
が
や
っ
た」

と
言
う 

の
で
す
か
ら
、
滝
沢
先
生
流
に
言
え
ば
、
不
可
分
、
不
可
同
だ
け
じ
ゃ
一 

な
く
て
不
可
逆
が
あ
っ
て
、
イ
ェ
ス
の
個
我
よ
り
は「

人
の
子」

の
方

43
 

が
重
く
な
っ
て
い
る
。
 

一

そ
れ
で
は「

人
の
子」

と
は
、

イ
ェ
ス
の
場
合
結
局
何
の
こ
と
か
、

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
的 

黙
示
文
学
の
任
統
の
中
で
は
、
こ
れ
は
神
の
子
の
に
あ
っ
て
終
末
の
時 

に
あ
ら
わ
れ
る
。
で
、
神
の
敵
を
滅
ぼ
し
て
神
の
民
を
救
う
職
能
を
持
っ 

て
い
る
。
イ
ェ
ス
も

こ
の
よ
う
な
終
末
論
の
枠
組
を
受
け
入
れ
て
語
っ 

て
ま
す
の
で
、

「

人
の
子」

は
そ
っ
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
と
、
何 

し
ろ
イ
エ
ス
は
、
自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
は「

人
の
子」

が
や
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「

人
の
子」

の
働
き
は
イ 

ェ
ス
の
場
合
か
な
り
違
っ
た
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

先
程
自
然
法
爾
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
イ
ェ
ス
に



お
け
る
神
の
支
配
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
は
自
然
法
爾
だ
と
い 

う
ふ
う
に
了
解
す
る.
<0

が
一
番
よ
か
ろ
う
と
申
し
た
わ
け
で
す
。
と
に 

か
く
そ
の
よ
う
に
、

「

神
の
支
配
が
し
か
ら
し
め
る
が
ゆ
え
に
お
の
ず 

か
ら
し
か
る」
と
い
う
仕
方
で
、
神
の
支
配
の
働
き
が
イ
エ
ス
に
お
い 

て
こ
の
歴
史
的
世
界
に
現
実
化
し
て
く
る
と
い
っ
た
場
合
、
神
の
支
配 

お
よ
び
人
の
子
は
イ
エ
ス
に
お
い
て
ど
う
い
う
イ

メ

ー

ジ
と
し
て
表
象 

さ
れ
て
い
る
の
か
。

よ
く
引
か
れ
る
の
が『

ル
ヵ』
の
十
七
の
20

で
す
。

「

神
の
国
は
い 

つ
来
る
の
か
と
、
パ
リ
サ
イ
人
が
尋
ね
た
の
で
、
イ
エ
ス
は
答
え
て
言 

わ
れ
た
。『

神
の
国
は
見
ら
れ
る
か
た
ち
で
来
る
も
の
で
は
な
い
。
ま 

た
、
見
よ
、
こ

こ

に

あ
る
、
あ
そ
こ
に
あ
る
、
な
ど
と
も
言
え
な
い
。
 

神
の
国
は
、
実
に
あ
な
た
方
の
た
だ
中
に
あ
る
の
だ』

。
こ
れ
は
明
ら 

か
に
神
の
国
が
目
に
見
え
る
客
観
的
対
象
だ

と

い

う

こ

と
を
拒
否
し
て 

る
わ
け
で
す
ね
。
神
の
支
配
は
あ
な
た
方
の
中
、

「

エ
ン
ト
ス.

ヒ
ュ 

I

モー

ン」

だ

と

い

う
。
こ
の
中
で
は
、
エ
ン
ト

ス

と

い

う

の

は「

エ 

ン」

、
英
語
の「

イ
ン」

で
す
ね
。
エ
ン
ト
ス
の
ト
ス
と
い
う
の
は
方 

向
を
意
味
ず
る
接
尾
詞
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ン
の
用
法
を
調
べ
て 

み
ま
す
と
' 

こ
れ
は
神
と
キ
リ
ス
ト
の
場
合
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て 

い
る
。

『

ョ

ハ

ネ』

の
例

で

み
ま
す
と

、

「

キ

リ

ス

ト

が
語
る」

と
い 

う

こ

と

は「

キ

リ

ス

ト

の

中

で
神
が
働
い
て
い
る
の
だ」

と

い

う

、

そ 

う

い

う

表
現
が
あ
る
。『

ョ
ハ
ネ』

十
四
の
10

で
す
が「

私
が
父
の
中
に 

あ
り
*

父
が
私
の
中
に
あ
る
こ
と
を
、
あ
な
た
方
は
信
じ
な
い
の
か
。
 

私
が
あ
な
た
が
た
に
話
し
て
い
る
言
葉
は
、
自
分
か
ら
話
し
て
い
る
の

の
で
は
な
い
。
父
が
私
の
う
ち
に
お
ら
れ
て
、
み
わ
ざ
を
な
さ
っ
て
い 

る
の
で
あ
る」

。
つ
ま
り
、
ふ
つ
う
の
意
味
の
エ
ゴ
が
そ
の
発
語
の
当 

体
あ
る
い
は
主
体
な
の
で
は
な
く
て
、
神
が
キ

リ

ス

ト

の
中
で
働
い
て 

い

る

と

い

う

こ

と

。

キ

リ

ス

ト

が

語

っ

て

い

る

と

い

う

の

は

、

神

が

キ
 

リ

ス

ト

の
中
で
働
い
て
い

る

と

い
う
こ

と

で

、『

ョ
ハ
ネ』

に
お
け
る 

キ

リ

ス

ト

と

は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ち

ょ

っ

と 

そ
れ
は
置
き
ま
し
て
、
と
に
か
く
神
と
キ

リ

ス

ト

の
関
係
に
お
い
て
、
 

神
が
超
越
的
内
在
と
い
え
ば
超
越
的
内
在
で
、
キ

リ

ス

ト

の
主
体
に
な 

っ
て
い
る

わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
、
神
の
支
配
が
あ
な
た
方
の「

中
に」 

あ

る

と

言

っ
て
い
る
場
合
に
も
、
ョ
ー

ロ
ッ
パ
の
新
約
学
者
が
よ
く
嫌 

う
、
人
間
の
主
体
性
を
拒
否
す
る
よ
う
な
、
何
か
異
質
的
な
も
の
が
人 

格
を
乗
っ
取
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
か
た
ち
で
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ 

け
で
は
な
い
。
ィ
エ
ス
が「

人
の
子」

と
言
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ 

れ
は
異
質
的
な
も
ひ
で
は
な
く
て
、
本
来
の
自
分
を
自
分
た
ら
し
め
る 

超
越
的
内
在
の
働
き
に
な
っ
て
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
神
の
支
配
は
客
観
的
な
か
た
ち
の
あ
る
も
の
で
は
な

、

0
 

(
V

と
こ
ろ
で「

人
の
子」

が
現
わ
れ
る
時
で
す
ね
。『

ル
ヵ』

十
七
の 

24

に
「

い
な
ず
ま
が
天
の
端
か
ら
ひ
か
り
出
て
天
の
端
へ
と

ひ

ら

め

き
 

渡
る
よ
う
に
、
人
の
子
は
そ
の
日
に
は
同
じ
よ
う
で
あ
る
だ
ろ
う」

と
。
 

こ
の
言
葉
は
私
、
と
て
も
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
つ
ま
り「

人
の 

子」

は

「

光」
の
ィ
メ 
I

ジ
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
特
定
の 

か
た
ち
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
も
な
い
し
、
光
|5

、
よ
く
ョー

 

ロ
ッ
パ
の
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絵
な
ど
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
特
定
の
場
所
か
ら
出
て
人
物
に
当
た
る 

と
い
う
、
そ
う
い
う
感
じ
で
は
な
く
て
、
空
間
全
体
に
満
ち
る
光
な
の 

で
す
ね
。
そ
れ
は
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
の
黙
示
文
学
の
伝
統
を
直
接
つ
い
で 

い
る『

3

ハ
ネ
黙
示
録』

((
:

あ
る
よ
う
な
、
神
の
国
の
さ
ま
は
天
か
ら 

下
っ
て
く
る
都
市
で
あ
っ
て
、
建
物
が
金
銀
財
宝
、
宝
石
、
と
い
う
よ 

う
な
イ
メー

ジ
と
も
異
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
イ
ェ
ス
の 

「

人
の
子」

イ
メ
ー
ジ
は
、
か
た
ち
の
あ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
て 

差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て「

人
の
子」

と

「

神 

の
国」

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
阿
弥
陀
仏
と
光
明
土
の
関 

係
を
思
い
出
す
の
も
当
然
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
阿
弥
陀
仏 

の
国
と
い
う
の
は
光
明
土
で
す
か
。
す
る
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
の
及
ぶ 

範
H

だ
と
と

れ

る

よ
う
に
、『

真
仏
土
巻』
で
た
し
か
に
書
い
て
あ
り 

ま
す
け
れ
ど
も
。
親
鸞
が
考
え
て
い
る
場
合
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
国
と
い 

う
も
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
が
ゆ
き
渡
る
範
囲
の
こ
と
、
そ
う
い
う 

言
い
方
で
す
ね
。
す
る
と「

人
の
子」

と

「

神
の
国」

の
関
係
は
、
阿 

弥
陀
さ

ま

と

浄
土
の
関
係
を
少
な
く
と
fc

思
い
起
こ
さ
せ
る
、
ぐ
ら
い 

の

こ

と

は
言
え
る
だ

ろ

う

と
思
う
の
で
す
ね
。

つ
ま
り
伝
統
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
的
黙
示
文
学
に
お
け
る
イ
メ
I

ジ
か
ら 

直
接
に
イ
ェ
ス

を

理
解
せ
ず

、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
イ

メ

ー

ジ
を
イ
ェ 

ス
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
を
し
な
い
で
、
確
か
に
イ
ェ
ス
は
、
終
末
論 

的
な
枠
組
で
語
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
イ
ェ
ス
自
身
は
そ
れ
を
ど
う 

解
釈
し
た
か
を
考
え
て
み
る
と
' 

神
の
国
、
神
の
支
配
は
か
た
ち
の
あ 

る
も
の
じ
や
な
い
。
し
か
も
イ

メ

ー

ジ
と
し
て
は
、
光
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
。

と
に
か
く
、
神
の
支
配
は
働
き
な
の
で
す
ね
。
実
体
じ
ゃ
な
く
て
働 

き
な
の
で
す
。
イ
エ
ス
の
場
合
に
も
や
は
り
' 

「

人
の
子」

あ
る
い
は 

神
の
支
配
と
い
わ
れ
る
時
、
働
き
と
い
う
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
の
方
が
優
越
し 

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
、
か
た
ち
の
な
い「

人
の
子」

'

光
で
あ

る「

人
の
子」

が
イ
エ
ス
の
中
で
働
い
て
、
イ
エ
ス
が
語
り
行 

動
す
る
。
そ
の
働
き
に
つ
い
て
イ
エ
ス
は
c

n

は

「

人
の
子」

が
や 

っ
た
の
だ
、
と
言
う
。

し
か
し
そ
こ
に
は
や
は
り
、
確
か
に
不
可
分
•

不
可
同.

不
可
逆
が 

あ
り
ま
す
。
事
実
と
し
て
は
両
者
は一

つ
だ
け
れ
ど
、
区
別
さ
れ
て
い 

る
。
特
に
将
来
現
わ
れ
る「

人
の
子」

と

い

う

か
た
ち
で
、
イ

エ

ス

と

一
 

は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
確
か
に
イ
エ
ス
が
や
っ
て
い
る
に
は
45 

違
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
イ
エ
ス
は
あ
る
意
味
で
そ
れ
は「

人
の
子」

一
 

が
や
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
当
時
の
人
か
ら
見 

れ
ば
神
を
潰
す
行
為
と
し
か
み
え
な
か
っ
た

こ

と
を

、

イ

エ

ス

は

す
る 

こ
と
が
で
き
た
。
例
え
は
、
安
息
日
の
律
法
を
、
外
か
ら
見
れ
は
破
る 

と
か
、
律
法
を
知
ら
な
い
い
わ
ゆ
る
罪
人
と
か
遊
女
の
方
が
先
に
神
の 

国
に
入
る
と
言
う
と
か
' 

あ
る
い
は「

あ
な
た
の
罪
は
赦
さ
れ
た」

と 

宣
言
す
る
と
か
、
神
さ

ま

し

か
罪
を
赦
す
権
能
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て 

い
た
時
代
に
イ
エ
ス
は
、

「

あ
な
た
の
罪
は
赦
さ
れ
た」

と
い
う
ふ
う 

に
言
う
。
で
す
か
ら
、
外
か
ら
見
る
と

、

イ

H

ス
は
自
分
を
神
と
等
し 

く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
神
を
潰
す
も
の
だ
と
見
え
た
の
は
、
神
の
働 

き
を
知
ら
な
い
人
に
は
無
理
な
い
の
か
も

し

れ

ま
せ
ん
で
す
ね
。



と
こ
ろ
で
、
久
松
先
生
と
お
話
し
て
い
て
で
す
ね
。
パ
ゥ
ロ
が「

キ 

リ
ス
ト
が
私
の
中
に
生
き
て
い
る
、
そ
れ
が
私
が
私
で
あ
る
こ
と
だ」

と

言
っ
た
例
を
挙
げ
た
ら
、

「

も
し
そ
う
な
ら
ば
。ハ
ゥ
P

は
単
純
に 

『

私』

と
言
え
ば
い
い
。
何
も
キ
リ
ス
ト
と
い
う
必
要
は
な
い」

と
お 

っ
し
ゃ
っ
た
の
を
私
思
い
出
す
の
で
す
。
で
は
、
イ
ヱ
ス
の
場
合
は
ど 

う
な
の
か
。
や
っ
ぱ
り
三
人
称
で
神
と
か「

人
の
子」

と
か
を
言
っ
て
、
 

決
し
て「

私」

と
は
言
わ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
さ
っ
き
言
い
ま 

し
た
、

「

お
前
の
財
産
な
ん
か
放
り
出
し
て
私
に
つ
い
て
こ

い

と

言
っ 

た
、
そ
の「

私」

が
既
に
問
題
で
す
け
れ
ど
、

「

私」

が

I

番
典
型
的 

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
や
は
り『

マ
タ

イ』

の
、
山
上
の
華
，1)
[
の
ア 

ン
テ
イ
•

テー

ゼ
だ
と
思
い
ま
す(

五
21

以
下)
。

つ

ま

り

、

「

昔
の 

人
々
に『

S

す
な
、
殺
す
者
は
裁
判
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い』

と
言
わ 

れ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
の
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ」

と
。
こ 

こ
で「

言
わ
れ
て
い
る」

と
受
け
身
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

間
接
的
に
モ
I

セ
が
言
っ
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
わ
け 

で
す
。

「

モ
ー
セ
は
あ
な
た
方
に
向
か
っ
て
殺
す
な
、
殺
す
も
の
は
裁 

判
を
受
け
^

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
の
聞 

い
た
と
お
り
だ
。
い
か
L*

私
は
あ
な
た
が
た
に
言
う
。
兄
弟
に
対
し
て 

怒
る
も
の
は
誰
で
も
裁
判
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い」

。

「

モー

セ
が
あ 

t
?

た
が
た
に
姦
淫
す
る
な
と
言
っ
た
こ
と
は
、
あ
な
た
•か
た
の
聞
い
た 

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
あ
な
た
が
た
に
言
う
。
誰
で
も
情
欲
を 

い
た
だ
い
て
女
を
見
る
も
の
は
、
心
の
中
で
既
に
姦
淫
を
し
た
の
で
あ 

る
。
云
々」

。
こ
う
い
う
一
連
の
言
葉
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ア
ン
テ
イ

•
テ
ー

ゼ
と

い

っ
て
お
り
ま
す
。
モ
ー
セ
の
律
法
に
対
す
る
ア
ン
テ
イ 

•

テ
ー
ゼ
だ
か
ら
で
す
ね
。

当
時
、
モ
I

セ
の
律
法
は
絶
対
の
権
威
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
神
の 

意
志
が
モー

セ
の
律
法
と
し
て
啓
示
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ 

以
外
の
何
も
神
の
意
志
を
啓
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
と
。

イ
エ
ス
当
時
に
は
預
言
と
い
う
こ
と
も
止
ん
で
お
り
ま
し
て
。
つ
ま
り 

預
言
者
が「

神
の
言
葉
が
私
に
臨
ん
だ」

と
い
う
か
た
ち
で
語
る
こ
と 

も
なく

；；？

っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
れ
だ
け
に
、
律
法
が
神 

の
意
志
の
啓
示
と
し
て
絶
対
の
権
威
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
イ
エ
ス
は
、

「

し
か
し
私
は
言
う」

と
い
う
か
た
ち 

で
語
る
。
イ

ヱ

ス
が
こ
う
言
い
え
た
の
は
、
イ

ヱ

ス
は
絶
対
の
権
威
の
一
 

自
覚
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
。
こ
こ
に
イ
エ
ス
が
神
の
子
で
あ
る
と
46 

い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
後
代
の
教
団
は
、
そ
の
含
意
一 

さ
れ
て
い
る
も
の
を
明
ら
か
に
取
り
出
し
た
の

だ
、
と
い
う
の
が
ブ
ル 

卜

マ
ン

と

彼
の
弟
子
た
ち
の

見
解
で
あ
っ
て
、
今
で
も
そ

う

い

う

見
解 

を
と
る
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
こ
う
い
う
ふ
う
な
仕
方
で「

私」

と
い 

う
の
は
イ

ヱ

ス
だ
け
で
あ
る
。
イ

ヱ

ス
の

こ

と

を

「

地
上
を
歩
く
神」

、
 

「

人
に
な
っ
た
神」

と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
世
界 

の

中
で
た
だ
イ

ェ
ス
だ
け
が
こ
う
い
う
か
た
ち
で
神
的
権
威
を
も
っ

て 

語
る
こ
と
が
で
き
た
と

、

そ
う
い
う
解
釈
が
あ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
え 

f

a
っ
た
に
つ
い
て
は
や
は
り
、
私
が
た
だ
イ

ェ

ス

の
言
葉
だ
け
に 

か
か
わ
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
仏
教
、
特
に
禅
に
触
れ
た
と
い



う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
か
な
り
あ
る
わ
け
な
の
で
す
。
 

卒
直
に
申
し
ま
し
て
禅
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
こ
う
い
う
解 

釈
に
至
る
、
少
な
く
と
も
非
常
に
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と 

思
い
ま
す
。

つ
ま
り「

私
は
言
う」

と
い
う
場
合
の「

私」

と
は
、
ど
う
い
う 

「

私」

か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
誰
が
こ
の
言
葉
を
語
っ
て
る
の
か
と 

い
う
問
題
。
そ
れ
は
非
常
に
禅
的
な
発
想
だ
と
思
い
ま
す
。
秋
月
先
生 

も
よ
く
、
こ
れ
を
言
っ
て
い
る
の
は
誰
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
問
わ 

れ
る
。
西
谷
啓
治
先
生
も
パ
ゥ
ロ
の
言
葉
に
つ
い
て
、
い
っ
た
い
そ
れ 

を
言
っ
た
の
は
誰
だ
と
い
う
よ
う
な
質
問
を
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
あ

り
 

ま
す
。
こ
の
ア
ン
テ
ィ
.

テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
も
、
い
っ
た
い
こ
れ
を
言 

っ
て
る
の
は
誰
だ
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の「

誰
だ」 

と
い
う
の
は
、
人
間
と
な
っ
た
神
が
言
っ
て
る
の
だ
か
ら
当
た
り
前
だ 

と
い
う
こ
と
じゃ

；；？

し
に
、
本
当
に「

地
上
を
歩
く
神」
し
か
そ
う
は 

言
え
な
い
の
か
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
で
は
な
く 

て
、
久
松
先
生
の
言
い
方
で
言
え
ば「

私
に
は
煩
悩
は
あ
り
ま
せ
ん」 

と
言
っ
て
い
る「

私」

。
そ
れ
は
確
か
に
煩
悩
の
な
い「

私」

で
す
。
 

久
松
先
生
は
煩
悩
の
な
い
と
こ
ろ
で「

私
に
は
煩
悩
は
あ
り
ま
せ
ん」 

と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思 

う
の
で
す
。

律
法
と
い
う
も
の
は
社
会
的
な
自
我
、
あ
る
い
は
自
我
の
社
会
性
に 

か
か
わ
る
規
範
で
あ
り
ま
し
て
、
倫
理
と
同
じ
で
す
ね
。
で
す
か
ら
ィ 

ヱ
ス
の
立
場
は
律
法
で
は
な
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。
イ
ヱ
ス
の
こ
の

言
葉
も
自
我
に
か
か
わ
る
規
範
で
は
な
い
と
。
ア
ン
テ
ィ.

テー

ゼ
を 

自
我
に
妥
当
す
る
規
範
と
見
た
ら
全
く
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で

あ

り

ま

し

て

、
 

怒
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
、

一
切
約
束
を
し
て
は
い
け
な
い
と
か
'
右 

頰
を
打
た
れ
た
ら
左
の
頰
を
向
け
て
や
れ
と
か
、
下
着
を
と
ら
れ
た
ら 

上
着
も
つ
け
て
く
れ
て
や
れ
と
か
、
悪
し
き
も
の
に
手
向
う
な
と
か
、

敵
を
愛
せ
と
か
、
こ
う
い
う
一
連
の
言
葉
は
自
我
に
対
す
る
規
範
で
は 

な
い
。
も
う
一
つ
奥
の
事
と
い
い
ま
す
か
ね
、
そ
こ
で
は
一
切
煩
悩
が 

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
の
こ
と
。
も
う
少
し
は
っ
き
り
言
え
ば
、
イ
エ
ス 

の
意
味
で
い
う
神
の
支
配
が
直
接
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
イ
エ 

ス
は
、
人
間
に
お
け
る
神
の
支
配
の
働
き
の
現
場
か
ら
発
語
し
て
い
る 

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
発
語
と
し
て
し
か
、
こ
れ
は
聞
け
な
い
の
一

 

で
す
。
そ
こ
で
は
兄
弟
に
対
す
る
怒
り
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
異

性

を
47
 

貪
る
、
つ
ま
り
所
有
し
て
自
分
の
思
う
ま
ま
に
支
配
し
よ
う
と
い
う
気 

持
は
な
い
。
敵
に
対
す
る
愛
も
そ
こ
で
成
り
立
つ
。
そ
う
い
う
深
み
の
、

神
の
支
配
の
働
き
か
ら
語
る
時
に
、
イ
ヱ
ス
は「

私
は
言
う」

とーー,3
い 

え
た
の
で
す
ね
。

だ
か
ら
ィ
エ
ス
に
お
い
て
無
相
が
語
っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
す
ね
。
 

イ
エ
ス
の
場
合
に
は「

無
相
の
自
己」

が
発
語
し
て
い
る
。
今
言
っ
た 

意
味
で
の
神
の
支
配
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
か
た
ち
が
な
い
も
の
で 

す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
久
松
先
生
の「

無
相
の
自
己」

の
立
場
と 

少
な
く
と
も
触
れ
合
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
イ 

エ
ス
も
や
っ
ぱ
り
こ
の
意
味
で「

私」

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か 

ら
そ
の
限
り
で
は
、
神
と
イ
ヱ
ス
の
関
供
は
、
不
可
分
•

不
可
同
•
不



可
逆
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
滝
沢

先
生
の
言
い
方
、
つ
ま
り「

認 

識
と
は
、
絶
対
に
主
観
で
は
な
い
客
観
的
な
も
の
を
映
す
こ
と
だ」

と 

い
う
個
我
か
ら
の
発
語
と
は
、
ち
ょ
っ
と
違
う
と

こ

ろ

が

あ

り

ま

すね
。
 

他
方
、
イ
エ
ス
の
場
合
に
は
、
や
は
り
、

「

自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と 

は
実
は
人
の
子
が
や
っ
て
い
る
の
だ」

と

い

う

言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
 

「

私

」

が
し
て
い

る

と

は
言
わ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
イ
エ
ス
に
は 

「

無
相」

か
ら
の
発
語
と
、
個
我
か
ら
の
発
語
と
、
両
方
あ
る
と
い
う 

よ

り

し

よ

う

が

な
い
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
自
分
を
超
え
た
神
の
支
配
の 

働

き

、

そ
こ
か
ら
語
り
、
ふ
る
ま
う
場
合
に
、
イ
エ
ス
は「

私
は
言
っ」 

と

か

、

「

私

は

す

る」

と

か

言

う

こ

と

が

で

き

た

し

、

し

か

し

；；
？
が

ら
 

そ
こ
か
ら
成
り
立
っ
て
く
る
個
我
を
イ
エ
ス
は
無
視
し
て
い
な
い
の
で
、
 

そ
の
個
我
に
定
位
し
て
、
個
我
か
ら
言
っ
て
い
る
場
合
に
は「

そ
れ
は 

人
の
子
が
や
っ
て
い
る
の
だ」

と

い

う

ふ
う
に
言
え
る
。
だ
か
ら
、
無 

相
の
自
己
の
立
場
に
立
っ
て「

私

」

と

い

う

こ

と
も
あ
る
し
、
個
我
の 

立
場
に
立
っ
て「

私」

と
言
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
両
方
あ
る
。
そ 

う

い

う

ふ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。
そ

う

い

う
ふ
う
に
イ 

エ
ス
は
場
合
に
応
じ
て
、
つ
ま
り
自
分
を
超
え
た
も
の
と
、
個
我
と
し 

て
の
自
分
と
の
一
と
一
一
の
関
係
を
、
単
に

一

で
通
し
た
わ
け
で
は
な
い 

し
、
単
に
ニ

と

し
て
通
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
あ
る
場
合
に
は
一 

が
優
越
し
て
る
し
、
あ
る
場
合
に
は
一
一
が
優
越
し
て
る
と
い
う
よ
う
な 

か
た
ち
で
語
っ
て
る
わ
け
で
す
。

つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
イ
エ
ス
は
倫
理
を
語
っ
た
の
で
は
な
い
け 

れ
ど
も
、
イ
エ
ス
の
死
後
、
特
に
マ
タ
イ
的
な
教
団
の
中
で
イ
エ
ス
の

言
葉
が
編
集
さ
れ
た
時
に
、
既
に
そ
れ
は
、

一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な 

道
徳
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
 

そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
が
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
倫
理
と
対
比
さ
れ
て
、
 

そ
し
て
マ
タ
イ
的
教
団
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
倫
理
の
方
が
ユ
ダ
ヤ
教 

的
倫
理
よ
り
高
い
の
だ
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
キ
リ
ス 

ト
者
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ

る

と

い
う
の
は
、
そ
う
い
う
倫
理
を
守
る
こ 

と
だ
と
い
う
立
場
に
マ
タ
イ
的
教
団
は
立
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
こ
か 

ら
出
て
き
て
い
る
の
は
こ
の
言
葉
で
す
ね
。
五
章
の
&

|

節
か
ら
20

節
に 

至

る「

私
は
律
法
や
預
言
者
を
廃
す
る
た
め
に
来
た
と
思
っ
て
は
な
ら 

な
い
。
廃
す
る
た
め
で
は
な
く
成
就
す
る
た
め
に
き
た
の
で
あ
る
。
よ 

く
言
っ
て
お
く
。
天
地
の
滅
び
行
く
ま
で
は
、
律
法
の一

点

一

画
も
す 

た
る
こ

と

は

な
く
、
こ

と

ご

と

く
全
う
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か 

ら
、
こ
れ
ら
の
最
も
小
さ
い
い
ま
し
め
の

一

つ
で
も
破
り
、
ま
た
そ
う 

す
る
よ
う
に
人
に
教
え
た
り
す
る
者
は
、
天
国
で
最
も
小
さ
い
者
と
呼 

ば
れ
る
で
あ
ろ
う」

。
こ
れ
は
パ
ゥ

ロ

の

こ

と
を
言
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な 

い
か
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
解
釈
は
少
な
く
と
も
不
可
能 

じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。

「

し
か
し
こ
れ
を
行
な
い
、
ま
た
そ
う
教
え
る
者 

は
、
天
国
で
大
い
な
る
者
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
言
っ
て
お
く
。
 

あ
な
た
が
た
の
義
が
律
法
学
者
や
。ハ
リ
サ
イ
人
の
義
に
ま
さ
っ
て
い
な 

け
れ
ば
、
決
し
て
天
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い」

。
具
体
的
に
。ハ
ゥ 

ロ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
に
か
く
と
し
て
、
律
法
を
守 

る
こ

と

は

救
い
の
絶
対
条
件
で
は
な
い
の
だ
と
い
う

パ
ゥ
ロ
的
福
音
に 

対
す
る

一

つ
の
ア
ン
テ
イ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ど
う
も
確
か



だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
立
場
で
マ
タ
イ
福
音
書
の
記
者
は
、
イ
エ 

ス
の
言
葉
を
最
も
高
い
倫
理
と
し
て
編
集
し
た
。
そ
し
て
そ
の
最
後
に
、
 

「

そ
れ
だ
か
ら
あ
な
た
の
天
の
父
が
完
全
で
あ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
な 

た
が
た
も
完
全
な
も
の
に
な
り
な
さ
い」

と
、
こ
う
い
う
結
び
の
言
葉 

を
く
っ
つ
け
た
の
で
す
。

そ

う

す

る

こ

と

に

よっ
て
イ
エ
ス

の
言
葉
は
最
高
の
倫
理
的
水
準
に 

到
達
し
た
か
に
見
え
た
時
に
、
イ
エ
ス
が
語
っ
て
い
た
こ

と

、

つ
ま
り 

単
な
る
自
我
に
対
す
る
倫
理
的
批
判
で
は
な
く
、
自
我
を
滅
ぼ
す
と
同 

時
に
立
て
る
、
神
の
支
配
の
働
き
の
証
言
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し

か

し

も

と

も

と

の

イ

エス
の
言
葉
は
、
イ

エ

ス
だ
け
が
そ
う
言
う 

こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
だ
け
が
地
上
を
歩
く
神
の
子
で
あ
っ 

て
、
他
の
人
間
と
絶
対
質
的
に
違
う
か
ら
、
だ
か
ら
あ
の
よ
う
に
語
り 

え
た
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
こ
れ
は
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
可
能 

性
な
の
で
あ
っ
て
、

一
見
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
、
高
慢
の
極
限
に
見
え
る
け
れ 

ど
も
、
実
は
よ
く
考
え
て
み
る
と
"
単
な
る
個
我
の
立
場
が
滅
び
切
っ 

て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
言
葉
は
言
え
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の 

で
す
。
そ
も
そ
も
そ
れ
を
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
だ
と
感
じ
る
感
じ
方
が
、
神
を 

何
か
絶
対
専
制
君
主
の
よ
う
に
表
象
し
て
る
結
果
な
の
だ
と
。
そ
う
い 

う

こ

と

が
言
え
る
だ

ろ

う

と
思
い
ま
す

。

こ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け 

れ
ど
も
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
も
あ
り
ま
す
し
、

1

応
こ
こ
で
終
ら
せ
て 

い
た
だ
き
ま
す
。

(

拍
手)

。
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ぼ
り
か
ん
と
赤
の
凡
夫
に
立
戻
ら
れ
た
稀
有
な
禅
僧
の
姿
T1 

に
、
宗
教
の
本
質
が
あ
る_

_

禅
界
の
巨
星
。
耕
山
老
師 

の
遍
歴
と
徹
底
し
た
境
地
を
聴
き
書
き
と
随
聞
記
で
感
動 

的
に
綴
る
言
行
録
。
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第二回討論

司会西村̂
信

西

村

八
木
先
生
、

大
変
今
日
は
お
疲
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど 

も
、
久
松
先
生
て
い
う
な
ら
無
相
の
自
己
と
個
我
と
の
関
係
、
そ
れ
が 

ィ
エ
ス
で
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
、
お
話
し
を
い 

た
だ
き
ま
し
た
。
で
"
焦
点
を
合
わ
せ
た
議
論
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た 

い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
。

秋
月
焦
点
を
当
て
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
と
お
っ
し
や
っ
た 

の
で
す
が
、
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
ね
0

5

。

久
松
先
生 

に
対
す
る
滝
沢
先
生
の
コ
メ
ン
ト
、
星
野
先
生
の
コ
メ
ン
ト
、
そ
こ
へ 

合
わ
せ
て
無
相
の
自
己
と
久
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ 

い
ら
を
踏
ま
え
て
も
う
ー
度
ま
と
め
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
、
簡
単
に
。

八

木

実
は
私
の
気
持
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
纣
論
し
て
い
る
う
ち 

に
だ
ん
だ
ん
ま
と
ま
つ
て

く

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ

り

ま

し
 

て
、
と
り
あ
え
ず
材
料
を
提
供
し
て
討
論
し
た
方
か
い
い
の
で
は
な
い 

か
と
思
っ
た
の
で
す
。

た
だ
滝
沢
先
生
の
埸
合
に
は
ど
う
も
、——

先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら 

な
い
時
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
中
し
わ
け
な
い
の
で
す
が—

御 

自
分
の
神
学
を
ひ
と
の
テ
キ
ス
卜
に
院
み
込
ん
で
し
ま
う
傾
向
が
非
常 

に
強
く
て
困
る
ん
で
す
が
、
イ
エ
ス
に
関
し
て
は
ち
ょ
う
ど
う
ま
く
合

っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
読
み
込
ん
で
も
よ
く
な
っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。
 

ほ
か
の
場
合
に
は
非
常
に
困
る
ん
だ
け
れ
ど
も
。
し
か
し
ィ
エ
ス
の
場 

合
で
も
全
く 

|

致
し
て
る
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
例
え
は
不
可
逆
と
言
わ
れ
た
り
、
 

認
識
と
は
主
観
と
関
係
な
い
も
の
を
I

そ
れ
は
い
い
ん
で
す
け
れ
ど 

も
—

そ
れ
を
主
観
が
映
す
の
だ
と
い
う
。
あ
く
ま
で
ら

ま

ず

ニ
が
あ 

つ
て
、
そ
れ
が
一
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ
る
ん
で 

す
。
滝
沢
先
生
に
そ
の
点
を
お
尋
ね
し
ま
す
と
、

「

い
や
、
自
分
は
ち 

ゃ
ん
と
不
可
分
と
言
っ
て
お
る」

と
言
わ
れ
る
。

「

不
可
同
だ
け
で
は 

な
く
不
可
分
も
言
っ
て
い
る
。
お
前
の
言
う
こ
と
は
不
可
分
で
お
さ
え 

て
あ
る
の
だ」

と
い
う
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
不
可
逆
と
い
い
ま
す
と
、
 

こ
れ
は
当
然
不
可
同
で
す
か
ら
ね
、
不
可
同
•

不
可
逆
、
こ
れ
は
よ
く 

合
う
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
あ
く
ま
で
不
可
逆
と
、
不
可
分
に
も
不
可 

逆
か
あ
る
、
と
言
っ
て
し

ま

う

と

、
不
可
分
と
い
っ
て
も1

が
本
当
の 

ー
じ
ゃ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
が
滝
沢
先
生 

の
お
っ
し
ゃ
る
こ

と

を

聞
い
て
の
僕
の
感
じ
な
の
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
ィ

ヱ

ス

を
見
ま
す
と
、
本
当
の

1

が
あ
る
ん
だ
と

思
う

ん
 

で
す
ね
。

「

我
f

n

る」

と
い
う
か
た
ち
で
。
自
分
も
な
け
れ
は
神



も

な

い

。

し
か
し
我
を
忘
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で「

我」

の
構
造
が
あ 

ら
わ
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
逆
説
か
あ
り
ま
す
ね
我
を
忘
れ
る
時+

W

 

っ
て
自
然
法
爾
が
現
成
す
る
と
い
う
構
造
を
、
構
造
と
し
て
明
ら
か
に 

す

る

と

ど
う
な
る
か
。
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
の
場
合
も
、
単
な
る
自 

我
を
超
え
た
働
き
に
目
覚
め
て
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
イ
エ
ス
は
あ 

の
よ
う
に
語

り

、

ふ
る
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
、
人
の
子
や
神
に
つ 

い
て
語
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
我
を
忘
れ
た
、
我
も
神
も 

な
い
と
い
う
無
心
で
自
然
な
直
接
性
と
、
我
あ
り
神
あ
り
と
い
う
認
識 

と
が
イ
エ
ス
の
場
合
、

一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
両
方
が
あ
る
と
思
う
の 

で
す
。
つ
ま
り
、
自
我
も
な
し
神
も
な
し
と
言
っ
て
い
る
時
は
、
あ
る 

意
味
で
一
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
構
造
と
い
う
と
ど
う
い
う
こ
と 

こ
な
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
イ
エ
ス
の
場
合
は
単
純
に「

我
言
う」

と 

言
っ
て
い
る
の
で
、
預
言
者
が
、

「

神
の
言
葉
が
私
に
臨
ん
だ」

と
い 

う
の
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
滝
沢
先
生
の
不
可
逆
と
も
、
ど
う
も
少
し 

違

っ

て

る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
滝
沢
先
生
に
対
す
る
こ
と
で 

す
。久

松
先
生
の
場
合
に
は
、
久
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な「
無
相 

の
自
己」

か
ら
し
て
、

「

私
に
は
煩
悩
が
な
い」

と
い
う
ふ
う
に
言
っ 

て
お
ら
れ
る
と
か
、

「

無
相
の
自
己
が
私
な
の
だ」

と
い
う
ふ
う
に
言 

っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
は
イ
エ
ス
に
あ
る
と
思
う
ん 

で
す
ね
。
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
る
、
自
分
が
や
っ
て
る
こ
と
に
つ
い 

て
、

「

こ
れ
は
人
の
子
が
や
っ
て
い
る
の
だ」

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の 

も
そ
こ
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
単
純
に「

し
か
し
私
は
言
う」

と
か

「

私
に
つ
い
て
こ
い」

と
か
言
っ
て
お
ら
れ
る
、
そ
う
い
う「

私」

に 

お
い
て
は「

無
相
の
自
己」

が
イ
エ
ス
の「

私」

だ

と

い

う
点
が
あ
る 

と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
久
松
先
生
的
な
と
こ
ろ
が
イ
エ
ス
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
構
造
と
秩
序
と
い
う
点
で
は
' 

自
分
を
超 

え
た
も
の
と
自
分
と
の
関
係
と
秩
序
と
い
う
こ
と
が
、
イ

エ

ス

の
場
合 

に
は
久
松
先
生
の
場
合
よ
り
' 

も
う
一
つ
明
ら
か
に
出
て
い
る
の
で
は 

な
い
か
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
特
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い

ま

す

と

、 

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
' 

各
人
が
神
の
民
の
共
同
体
を
、
い
つ
も
自 

分
の
存i

土
の
場
所
と
し
て
自
覚
し
て
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か 

ら
' 

そ
う
い
う
点
か
ら
見
る
と
' 

ど
う
し
て
も
神
は
客
観
的
な
も
の
に 

な
っ
て
い
き
ま
す
の
で
す
ね
。
イ
エ
ス
が
そ
う
い
う
客
親
性
を
少
な
く 

I 

と
も
媒
介
に
し
て
神
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
依

然

と
W

 

し
て
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
ね
。
こ
の
点
が
' 

も

う

一

一 

つ
は
っ
き
り
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
秋
月
先
生
の
問
い
か
な
あ 

と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
。

秋
月
そ
う
し
ま
す
と
ね
、

一
っ
て
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
か
。

八
木
ど
こ
で
す
か
。

秋
月
一
が
あ
る
ん
で
す
か
。
ど
こ
力
へ
。

八

木

あ

っ

、

そ
れ
は
一
だ
け
の
一
は
な
い
で
す
よ
。
あ
る
い
は
、

一
一
で
は
な
い1

' 

と
は
違
う
。

秋
月
は
い
。

八
木
は
い
。
勿
論
ニ
が
あ
っ
て
一
が
あ
り
、
あ
る
い
は
一
が
あ
っ 

r

ニ
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
一
は
、
そ
れ
は
あ
り



ま
す
よ
。

秋

月

あ

る

と

す
る
と
、
そ
れ
は
暫
時
の
技
俩
と
し
て
は
あ

る

と

い 

う
こ
と
で
す
ね
。
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
の1

段
階
と
し
て
は
あ
る
。

八
木
僕
が
言
っ
て
る
の
は
、
イ
エ
ス
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
 

イ
エ
ス
は
神
の
現
場
か
ら
発
語
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
意
味
で
す
。
 

そ
れ
を「

私
は
言
う」
と
言
え
た
と
。

秋
月
そ
こ
は
一
だ
と
い
う
の
で
す
か
。

八

木

え

え

。
神
の
支
配
が
イ
エ
ス
と
し
て
も
の
を
言
う
。
そ
れ
を 

称
し
て
一
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

秋

月

は

あ

_
_
_

,

0

藤
吉
久
松
先
生
の
場
合
は…

…

。

八
木
久
松
先
生
の
場
合
も「

私
に
は
煩
悩
が
あ

り

ま

せ

ん」

と

言 

っ
て
る
時
の「

私」

は
本
質
的
に
は
同
じ
構
造
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

藤
吉
イ
エ
ス
の
場
合
は
.

.

.

.

.。

八
木
そ
の
点
が
非
常
に
問
題
で
す
ね
。
つ
ま
り「

神」

と
言
っ
た 

場
合
に
、
他
者
的
な
神
を
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
久 

松
先
生
の
場
合
は
他
者
的
な
神
を
と
に
か
く
お
っ
し
や
ら
な
い
。
し
か 

し
な
が
ら
久
松
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
て
る
も
の
を
見
る
と
、
絶
対
の 

他
者
は
そ
の
ま
ま
絶
対
の
自
者
だ
と
お
っ
し
や
っ
て
る
箇
所
が
あ

り

ま
 

す
ね
。『

無
神
論』

で
し
た
か
ね
。

「

絶
対
の
他
律
は
絶
対
の
自
律
だ」 

と
か「

絶
対
の
他
者」

と
か「

絶
対
の
他
律」

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て 

お
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
の
で
す
。

藤
吉
そ
の
場
合
に
絶
対
他
者
と
い
う
の
は…

…

。

八
木
そ
れ
は
私
、
も
う一

つ
久
松
先
生
に
は
っ
き
り
お
聞
き
し
な 

い
と
い
け
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
ィ
エ
ス
の
場
合
の
構 

造
、
あ
る
い
は
。ハ
ゥ
ロ
の
場
合
の
構
造
は
、
さ
っ
き
ち
ょ
っ
と
書
き
ま 

し
た
よ
う
に 

自
己
に
お

け

る
神
の
働
き

八
が
主
体
と
し
ま
す
と
、
A

か
ら
見
て
、
B

が
客
体
と
な
り
ま
す
け 

れ
ど
も
。
つ
ま
り
、
S

は
神
と
人
と
の
い
わ
ば
接
点
、
人
に
お
け
る 

神
の
働
き
が
出
る
と
こ
ろ
、
A

の
究
極
の
主
体
で
す
が
、
こ
こ
力
ら 

み
る
と
、
0

、
す
な
わ
ち
B

に
お
い
て
、
A

の
S

に
対
応
し
て
い
る 

と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
は
A

か
ら
す
る
と
ま
さ
し
く
他
者
性
で
す
ね
。
 

そ
ぅ
い
ぅ
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
A

か
ら
言
え
ば
S

が
究
極
の
自
者

一  5z —



性
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
見
て
o

は
他
者
性
の
根
拠 

で
あ
り
、
し
か
も
S

と
o

は
同
じ
神
の
働
き
と
い
う
意
味
で
同
一
で 

あ
る
。
つ
ま
り
、
神
は
私
に
他
者
の
言
葉
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
律 

法
や
伝
統
と
い
う
よ
う
な
客
観
的
な
も
の
を
通
し
て
私
に
語
り
か
け 

て
く
る
わ
け
だ
か
ら
、
神
は
私
に
律
法
と
か
伝
統
と
い
う
他
者
的
な 

も

の
を
通
し
て
語
り
か
け
て
く
る
と
い
う
面
が
あ

り

ま

し
て
で
す
ね
、
 

そ
の
意
味
で
他
者
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
語
り
か
け
に 

よ
っ
て
い
わ
ば
私
の
中
に
あ
る「

神
の
働
き」

が
目
覚
め
て
働
き
出 

す

と

い
う
、
こ

う

い

う
構
造
が
あ
る
。
た
か
ら
A

か
ら
見
れ
ば
S

は 

あ
く
ま
で
も
究
極
の
自
者
で
あ
り
究
極
の
主
体
な
ん
だ
け
ど
、
A

か 

ら
o

を
見
る
と
、
こ
れ
は
絶
対
の
他
者
が
客
観
的
；：？
も
の
を
通
し
て 

自
分
に
語
り
か
け
て
く
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
全 

体
を
見
る
と
絶
対
の
自
者
は
即
絶
対
の
他
者
で
、
絶
対
自
者
と
絶
対 

他
者
が
矛
盾
し
な
が
ら
実
は
同
一
な
の
だ
と
い
う
構
造
が
ィ
エ
ス
の 

場
合
あ

る

と

思
う
の
で
す
ね
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
意
味
の
構
図
は 

久
松
先
生
も
否
定
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
。
 

藤
吉
久
松
先
生
が
絶
対
他
者
は
絶
対
自
者
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
る 

の
は
、
そ
う
い
う
構
造
と
同
じ
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。

八
木
い
や
、
私
は
そ
こ
ま
で
直
接
た
し
か
め
た
わ
け
で
は
な
い
か 

ら
確
言
は
で
き
ま
せ
ん
、
絶
対
他
者
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
以
上
、
他 

者
と
い
う
の
は
単
に
直
接
に
対
向
す
る
何
か
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
う 

ん
で
す
け
れ
ど
。

藤
吉
久
松
先
生
が
絶
対
他
者
と
お
っ
し
ゃ
る
場
合
は
、
ふ
つ
う
に

い
ろ
ん
な
宗
教
で
絶
対
他
者
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
ら
の
、
そ
う
い 

う
も
の
が
実
は
私
な
ん
だ
と
。
絶
対
自
者
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
だ
け
で 

あ
っ
て
、
先
牛
御
自
身
に
お
い
て
、
自
分
が
何
か
絶
対
他
者
を
ど
こ
か 

に
他
者
と
し
て
置
い
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

八
木
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
ふ
う
に
も
と
れ
ま
す
け
ど
。
し
か 

し
、
久
松
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
単
に
絶
対 

自
者
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
が
。

藤
吉
し
か
し
、
何
か
ほ
か
に
あ
る
ん
で
す
か
。

八
木
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
問
題
の
中
心
は
絶
対
の
他
者
な 

の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
絶
対
の
自
者
と
い
え
ば
、
み
な 

さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
絶
対
の
自
者
か
ら
語
っ
て
る
ん
だ
か
ら
、
絶 

対
の
自
者
と
自
者
が
出
会
え
ば
、
図
に
害
い
た
構
造
に
な
る
は
ず
じ
ゃ 

な
い
で
し
よ
う
か
。
藤
吉
先
生
と
私
が
出
会
っ
て
い
る
状
況
で
は
、
藤 

吉
先
生
に
お
け
る
絶
対
自
者
は
私
か
ら
見
れ
ば
絶
対
の
他
者
で
、
し
か 

ら
私
に
お
け
る
絶
対
自
者
と
同一

で
あ
る
。

秋
月
久
松
先
生
の
無
相
の
自
己
と
言
っ
て
る
時
に
、
あ
な
た
が
今 

そ
こ
に
書
い
た
よ
う
な
構
造
が
あ
る
の
か
な
あ
。

八
木
久
松
先
生
の
場
合
で
す
か
。
こ
の
図
は
ま
ず
イ

エ

ス

の
場
合 

を
言
っ
た
の
で
す
が
。
で
す
か
ら
解
釈
学
的
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

最
初
お

こ

と

わ

り

し

た
よ
う
に
、
イ

エ

ス

と
禅
と
い
う
こ

と

だ
か
ら
、
 

ま
ず
は
と
に
か
く
イ

エ

ス

を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
 

第
二
の
問
題
と
し
て
、
イ

エ

ス

と
禅
と
い
う
こ

と

が

あ

る
わ
け
で
す
。
 

今
害
い
た
図
に
し
て
も
、
な
ぜ
書
い
た
か
と
言
い
ま
す
と

、

こ
れ
は
禅



と
イ

エ

ス

と
違
っ
て
く
る
場
合
が
あ

る

と

い
う
こ
と
で
す
。
ど
こ
に
お 

い
て
違
っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
禅
の
場
合
は
、
こ
う
い
う
伝
統
と
か 

律
法
と
か
共
同
体
と
か
い
う
客
観
的
な
も
の
を
否
定
的
に
媒
介
し
て
語 

る
こ
と
が
な
い
点
で
、
違
っ
て
く
る
の
だ
と
言
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は 

イ

エ

ス

と
禅
が
違
っ
て
く
る
場
合
の
構
造
を
書
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
 

た
だ
し
事
柄
と
し
て
み
れ
ば
、
禅
の
人
が
理
解
で
き
な
い
も
の
で
は
な 

い
だ
ろ
う
、
と

。

本

多

と
こ
ろ
で
八
木
さ
ん
が
禅
に
触
発
さ
れ
て
、
イ
エ
ス
の「

私」 

と
い
う
世
界
を
こ
こ
ま
で
深
く
突
っ
込
ん
で
解
明
さ
れ
た
と
い
う
、
こ 

う
い
う
先
駆
的
な
仕
事
に
私
は
大
変
感
動
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
初 

歩

的
な
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

「

し

か

し

私
は
言
う」

と
、
 

ま
ず
で
す
ね
、
こ

の

「

し

か

し」

に
つ
い
て
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
八 

木
さ
ん
は
ア
ン
テ
イ

.

テ

ー
ゼ
だ
と

い

う

ふ
う
に
お
っ

し

や
っ
て
い
ま 

す
ね
。

八

木

こ
れ
は
僕
が
言
う
の
で
は
な
く
て
一
般
に
そ
う
言
わ
れ
て
い 

る.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0

本

多

あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。

八

木

え
え
。

本

多

じ
ゃ
あ
、
八
木
さ
ん
自
身
は
ど
う
な
の
で
す
か
。

八

木

こ
れ
は
確
か
に
モ
ー
セ
の
律
法
に
対
す
る
反
論
で
す
か
ら
、
 

そ
の
意
味
で
は
ア
ン
テ
イ.

テ
ー
ゼ
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
。

本

多

僕
が
ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
た
の
は
、
イ
エ
ス
は「

律
法
を
廃 

す
る
た
め
に
来
た
の
で
は
な
い」

と
、
こ
れ
を
成
就
す
る
た
め
に
来
た

の
だ」

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
単
な
る
否
定
で
は
な
い
、
否 

定
的
に
媒
介
さ
れ
た
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
' 

む
し
ろ
ジ
ュ 

ン
.

テ

ー

ゼ
と

い

う

べ

き
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

八

木

イ
エ
ス
の
意
図
に
つ
い
て
言
え
ば
、
い
わ
ば
律
法
の
根
源
を 

言
っ
て
る
わ
け
で
、
神
の
支
配
の
働
き
が
、
共
同
体
の
中
で
現
実
に
と 

っ
て
い
く
基
準
的
な
か
た
ち
が
律
法
な
の
だ
と
い
う
の
が
、
イ
エ
ス
の 

言
い
た
い
こ
と
だ

と

思
う
の
で
す
ね
。

本

多

そ
う
で
す
ね
。

八

木

だ
か
ら
、
根
源
の
方
を
ぬ
か
し
て
、
か
た
ち
の
方
だ
け
を
重 

視

し

た

の

で

は

困

る

と

い

う

こ

と

で

。

本

多

は
い
、
は
い
。
そ
う
で
す
ね
。

八

木

そ
う
だ
っ
た
ら
律
法
主
義
に
対
す
る
ア
ン
テ
イ
だ
と
思
う
の 

で
す
ね
。
た
だ
五
章
の
17

節
以
下
は
、
こ
れ
は
や
は
り
、
ま
た
あ
い
つ
、
 

何
か
と
い
う
と
す
ぐ
新
約
学
の
通
説
を
持
ち
出
す
と
怒
ら
れ
る
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
イ
エ
ス
の
言
葉
じ
ゃ
な
く
て
マ
タ
イ

教
 

団
が
付
加
し
た
言
葉
だ
と
い
う
の
が
、

一
九
五
〇
年
代
以
来
の
通
説
だ 

と
思
う
ん
で
す
ね
。
特
に
、
19

節
が
。ハ
ゥ
ロ
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と 

は
断
言
で
き
な
い
け
れ
ど
' 

律
法
を
守
る
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で 

は
な
い
と
い
う
人
た
ち
に
対
す
る
反
論
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

本

多

あ
あ
そ
う
で
す
か
。
そ
れ
で
は
次
の「

私」

で
す
ね
。
こ
れ 

が
八
木
さ
ん
の
メ
イ
ン
.

テ
ー
マ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の 

「

私」

は
自
己
の
真
実
の
主
体
と
し
て
、
内
在
的
な
超
越
と
考
え
て
い 

い
ん
で
す
ね
。



八

木

は
い
、
結
構
で
す
。

本

多

じ
ゃ
あ

' 

先
程
久
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た「

無
相
の
自
己」 

と
い
う

も
の
も
' 

内
在
的
超
越
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
ん
で
す
か
ね
。

八

木

久
松
先
生
が
内
孖
的
超
越
と
い
う
こ
と
を
ど
う
理
解
さ
れ
て
、
 

そ
れ
に
対
し
て
何
と
言
わ
れ
る
か
、
ち
ょ
っ

と
僕
に
は
解
ら
な
い
け
れ 

ど
も
。
久
松
先
生
が
言
わ
れ
る
の
は
' 

無
相
の
自
己
が
本
当
の
自
己
だ 

と
い
う

こ
と
で
し
よ
う
か
ら
。

し
か
し

勿
論
、
無
相
の
自
己
は
単
な
る 

個
我
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
で
こ
れ
も「

超
越」

と
い
っ
た
ら
' 

久
松
先
生
が「

う
ん」

と
お
っ
し
ゃ
る
か
ど
う
か
僕
に
は
解
ら
な
い
で 

T

け
れ
ど
ね
。
ど
う
で
す
か
。
久
松
先
生
は
無
相
を
超
越
と
お
っ
し
ゃ 

る
で
し
よ
う

か
。
そ
れ
は「

私
を
超
え
た
も
の」

だ
と
は
お
っ
し
ゃ
い 

ま
し
た
で
す
ね
。

小

野

寺

お
話
を
聞
い
て
い
て
' 

ど
う
も
人
格
と
い
う
考
え
が
' 

今 

一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
が
。
秋
月
さ
ん
が
ち 

ょ

っ

と

お

っ
し
や
っ
た
の
で
す
が
' 

ェ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ゴ
ッ
ト
と
ゴ
ッ 

ト
ハ
ィ
ト
の
区
別
。
私
は
ェ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ゴ
ッ
ト
と
ゴ
ッ
ト
ハ
ィ
ト 

を
区
別
し
な
が
ら
絶
え
ず
関
連
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
' 

非
常
に 

意
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。
そ
れ
と
の
関
連
で
八
木
さ
ん 

の
人
格
概
念
を
も
う一

度
説
明
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で 

す
け
れ
ど
。

八

木

は

い

。
わ
か
り
ま
し
た
。
ど
こ
ま
で
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
る 

か
解
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
元
来
ぺ
ル
ソ
ー
ナ
と
い
う

言
葉
の
意
味
は
何 

か
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

「

人
格」

と
い
う

言
葉
は
や
っ
ぱ
り
ペ
ル
ソ

.

^
 

^

K

の
訳
語
で
T

か
ら
。
ぺ
ル

'/
—

^
と
い
う
の
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
す 

と
プ
ロ
ソ
！
ボ
ン
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
' 

元
来
は
古
典
劇
で
つ
け
た 

仮
面
の
こ
と
で
す
ね
。
ギ
リ
シ
ア
の
演
劇
で
も
仮
面
を
つ
け
ま
し
た
け 

れ

ど
、
口ー

マ
の
古
典
®
で
つ
け
た
仮
面
の
こ
と
を

ぺ
ル
ソ
—

T

と
言 

っ
た
。
そ
う
い
う
仮
面
と
い
う
意
味
か
ら
' 

仮
面
は
役
割
を
表
わ
し
て 

い
た
わ
け
で
す
か
ら
' 

ペ
ル
ソ
ー
ナ
が
役
割
の
意
味
に
な
っ
て
' 

さ
ら 

に
そ
れ
が
個
性
の
意
味
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
共
同
生
活
に
お
い
て
、

一
つ
の
役
割
と
し
て
表
わ
れ
う
る
よ
う
な
個
性
を
持
っ
た
人
間
の
こ
と 

を
ぺ
ル
ソ̂
—

K

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
ぺ
ル
ソ
ー 

ナ
は
' 

イ
ン
デ
イ
ヴ
イ
ド
ゥ
ゥ
ム
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
の
で
。
イ
ン
デ
イ 

ヴ
イ
ド
ゥ
ム
と
は
' 

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
ト
モ
ン
と

同
じ
こ
と
で 

す
ね
。
不
可
分
割
者
の
こ
と
' 

つ
ま
り
単
一
の
実
体
で
す
ね
。
ど
こ
に 

あ
っ
て
も
性
質
の
変
わ
ら
な
い
単
一
の
実
体
で
す
。
近
代
の
個
人
が
イ 

ン
デ
イ
ヴ
イ
ド
ゥ
ム
と
言
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
僕
は
非
常
に
意
味
深 

い
と
思
う
の
で
す
。
イ
ン
デ
イ
ヴ
イ
ド
ゥ
ゥ
ム
と
い
っ
た
場
合
と
ペ
ル
ソ 

丨
ナ
と
い
っ
た
場
合
と
で
は
、
人
間
の
捉
え
方
が
違
う
と
思
う
の
で
す
。
 

ぺ
ー
ル
ソ
ー
ナ
と
い
っ
た
ら
や
っ
ば
り
' 

共
同
体
の
中
で
一
つ
の
役
割 

を
担
い
得
る
個
性
を
持
っ
た
、
そ
う
い
う
人
間
で
す
ね
。
し
か
し
な
が 

ら
' 

役
割
を
担
う
個
性
と
い
っ
て
も
' 

役
割
と
個
性
と
い
う
の
は
あ
る 

意
味
で
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
' 

役
割
と
い
う

も
の
は
全
体
の
中 

で
の 

結
び
つ
い
て
い
て
、
相
互
依
存
的
で
す
け
れ
ど
、
個
性
と 

い
う
と

き
は
自
己
決
定
性
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
' 

主
体
性
、
自 

由
、
自
己
同一
性
' 

と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、
役
割
と
い
う
も
の
は
全
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体
の
中
で
決
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
、
自
己
決
定
的 

で
自
由
な

人
格
が
、
自
由
で
あ
る
ま
ま
に
社
会
の
中
で
一
つ
の
役

#|
を 

担
う
と

い

う

、

そ

う

い

う人
間
の
こ

と

を

ぺ
ル
ソ
—

K

と

い

う

ふ
う
に 

捉
え
て
き

た

と

思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
自 

己
決
定
的
な
個
人
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
社
会
的
な
役
割
を
担
う
よ 

う
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
こ

と

を

人
格
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る 

の
で
。
で
す
か
ら
人
格
の
場
合
に
は
、
か
か
わ
り
と
い
い
ま
す
が
ね
、
 

人
と
人
と
の
関
係
に
お
け
る
語
り
か
け
と
応
答
と
い
う
こ

と

が

、

一
つ 

の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
人
格
と
言
っ 

て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
。
で
す
か
ら
、
社
会
に
お
け
る
自
己
と
い
う
こ 

と
を
含
ん
で
る
わ
け
で
す
ね
。
は
じ
め
っ
か
ら
。

最
近
ホ
ロ
ン
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
あ
る
で
し
よ
う
。
ホ
リ
ス
テ
ィ 

ッ
ク
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
。
ホ
ロ
ン
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
' 

全 

体
子
と
訳
し
ま
す
け
ど
。
原
子
の
よ
う
に
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
で
は
な
く 

て
、
ホ
ロ
ン
と
い
う
の
は
' 

全
体
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
て
し
か
も
全
体 

が
全
体
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
い
つ
も
変
え
て
い
く 

よ
っ
な
存
在
で
す
ね
。
そ
れ
を
ホ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
生
命
科
学
で
は
ず 

い
ぶ
ん
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
う 

い
う
意
味
で
ペ
ル
ソ
I

ナ
と
い
う
の
は
ホ
ロ
ン
で
す
ね
、
元
来
。
そ
れ 

か
ら
、
神
が
人
格
主
義
的
な
言
葉
で
言
い
表
わ
さ
れ
て
き
た
と
い
う
伝 

統
も
あ
り
ま
す
ね
。

藤

吉

だ
か
ら
、
神
学
者
で
い
ろ
い
ろ
違
う
と
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど 

そ
の
場
合
、
神
と
ぃ
ぅ
ょ
ぅ
な
も
の
は
人
間
の
理
想
的
人
格
と
は

言
え
な
い
で
す
か
。

八

木

そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
の
は
' 

十
九
世
紀
の
、
む
し
ろ
無 

神
論
の
キ
リ
ス
ト
教
攻
撃
で
あ
っ
て
。

藤

吉

じ
ゃ
あ
、
先
生
が
考
え
る
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
と
い
う
も
の 

は
' 

ど
う
い
う
風
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

八

木

神
の
働
き
の
場
の
中
で
全
人
間
的
共
同
体
が
で
き
ま
す
ね
。

全
人
間
的
共
同
体
の
中
で
、
つ
ま
り
自
己
決
定
的
で
あ
る
こ
と
が
同
時 

に
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
人
間
で
し
よ 

う
か
。
つ
ま
り
語
り
か
け
と
応
答
の
関
係
の
中
で
は
極
に
な
る
。
神
の 

語
り
か
け
に
対
す
る
応
答
と
い
う
の
を
含
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
応
答 

は
決
し
て
単
な
る
へ
テ
ロ

ノ

ミー

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ク

リ

エ 

イ

テ

イ
ヴ
な
面
を
含
ん
で
い
る

。

藤

吉

そ
う
い
う
も
の
と
、
先
生
が
久
松
先
生
に
感
じ
た
人
格
と
い 

う
も
の
は
違
い
ま
す
か
、
同
じ
で
す
か
。

八

木

違
う
面
と
同
じ
面
と
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね(

笑)

。

藤

吉

(

笑)

そ
こ
は
何
か
決
定
的
な
も
の
が
あ
る
ん
じ
や
な
い
か 

な
。
先
生
が
' 

こ
れ
こ
そ
本
当
の
ク
リ
ス
卜
者
だ
と
。

八

木

僕
は
原
像
は
イ
エ
ス
に
見
る
わ
け
で
す
。

藤
吉
あ
あ
、
そ
う
す
る
と
イ
エ
ス
と
久
松
先
生
と
比
べ
て
何
か
違 

い
が
あ
り
ま
す
か
，
同
じ
で
す
か

(

笑)

。

|
同

(

笑)

八

木

(
笑)

さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
は
、
 

自
覚
の
場
所
が
語
り
か
け
応
答
と
い
う
人
格
関
係
か
、
そ
れ
と
も
、

も
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っ
と
広
い
存
在
全
体
を
包
含
す
る
場
所
で
の
自
己
自
身
か
と
い
う
、
そ 

う
い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
と
、
イ
エ
ス
と
ぢ
か
に
出
会
っ
た 

の
な
ら
、
久
松
先
生
と
比
べ
て
違
い
も
わ
か
る
ん
だ
け
ど(

笑)

、
そ 

れ
、で

き
；；？

い
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
困
る
ん
で
す
け
ど
。

た
だ
で
す
ね
、

イ
エ
ス
と
の
出
会
い
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
伝
承
を
媒
介
と
し
て
の

出
会
い
で
す
か
ら
、
実
際
の
出
会
い
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
I

イ
ヱ
ス
と 

出
会
っ
た
感
じ
と
、
久
松
先
生
と
出
会
っ
た
感
じ
の
違
い
は
、
何
と
い 

う
の
で
し
よ
う
ね
、
そ
れ
は
違
う
け
れ
ど
も
、
非
常
に
一
般
化
し
た
か 

た
ち
で
申
し
わ
け
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
的
人
格
と
非
宗
教
的 

人
格
と
の
違
い
よ
り
は
遥
か
に
小
さ
い
で
す
ね
。

藤

吉

と

い

う

こ

と

は

、

似

て

る

と

い

う

こ

と

で

す

か

(

笑)

。

土

居

キ
リ
ス
ト
教
で
人
格
と
い
う
意
味
は
、
浸
透
し
が
た
い
も
の
、
 

イ
ン
ぺ
ネ
ト
ラ
ブ
ル
と
言
い
ま
す
か
。
私
が
他
の
人
の
本
当
の
も
の
を 

そ
れ
自
身
と
し
て
見
究
め
難
い
と
い
う
。
そ
う
い
う
も
の
一
切
が
姿
を 

消
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。

八

木

で
す
か
ら
他
者
の
他
者
性
の
奥
に
絶
対
他
者
が
あ
る
と
。
そ 

れ
は
他
者
の
他
者
性
の
根
拠
に
；；？
っ
て
い
る
け
れ
と
も
、
し
か
し
そ
の 

絶
対
他
者
と
い
う
の
は
絶
対
自
者
と
逆
説
的
に
同
一
だ
と
い
う
構
造
が 

あ

る

、

そ

う

い

う

こ

と

を言
っ
て
る

わ
け
で
す
。

西

村

ま
だ
一
言
も
発
言
さ
れ
な
い
方
で
ね
、
何
か
あ
り
ま
し
た
ら 

是
非…

…

。

I

司
.

。

西

村

な
い
こ
と
は
沈
黙
と
お
ぼ
え
た
り
。

-
同

(

笑)

西

村

遂

に

全

ぅ

し

ま

し

たよ
。

し

や

べ

り

た

か

っ

た

け

ど

。 

一

同
ど

う

も

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
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