
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理解
は
、
現
実
の
中
で
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
自
己
を
生
む
の
か
。

　
　
　
聖書
、
解
釈
、
自
己
、
行
為
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
第
三
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
、
本
論
文
の
狙
い
は
そ
の
薫
に
あ

　
　
　
　
　
ー
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
言
語
論
の
社
会
思
想
的
射
程
1
　
　
　
る
。
本
論
文
で
は
、
中
期
（
主
と
し
て
七
十
ー
八
十
年
代
）
の
リ
ク
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

聖
書
言
語
論を
検
討
対
象
の
中
心
と
し
て
、
解
釈
学
的
哲
学
が
如
何
な

　　　　　　　　　　　　　　　　佐

藤

啓

介

　
鱒
誇
難
毒
論
蒜
藩
嬰
郵
無
雛
警

序

聖

書
と
行
為
の
問
　
　
　
　
　
禁
藁
郵
韻
謡
励
曲
肱
継
擁
舗
雛
縫

一　問
題
設
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
し
て
い
た
社
会
思
想
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
論
と
内
的
関

　
三
つ
の問
い
を
立
て
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
を
持
つ
こ
と
（
第
二
章
）
。
三
、
故
に
、
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
言
語
論
は
、

　第
一
の
問
い
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
学
の
課
題
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
対
　
　
現
実
に
お
い
て
行
為
す
る
自
己
の
問
題
を
射
程
と
し
て
含
む
こ
と
（
結

し
、
解
釈
学
的
哲
学
者
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は
こ
う
答
え
る
。
「
解
釈
学
の
　
　
論
）
、
以
上
三
点
を
導
く
こ
と
が
、
本
論
文
の
目
標
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的

課
題と
は
、
諸
テ
ク
ス
ト
の
世
界
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
実
存
の
　
　
視
座
を
要
約
す
れ
ば
「
解
釈
学
と
社
会
行
為
論
と
の
接
合
点
の
探
求
」
と

た
め
の
『
投
企
』
、
テ
ク
ス
ト
が
間
接
的
に
な
す
新
し
い
存
在
様
態
の
『
提
　
　
　
ま
と
め
ら
れ
る
。
論
文
表
題
の
単
語
の
羅
列
は
、
そ
の
探
求
の
過
程
を
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

起
』
を
解
き
放
つ
こ
と
で
あ
る
」
と
。
そ
れ
で
は
こ
の
答
え
を
受
け
て
、
　
　
　
序
ど
お
り
に
凝
縮
さ
せ
た
産
物
で
あ
る
。

問
い
を
続
け
よ
う
。
第
二
の
問
い
、
新
し
い
存
在
様
態
の
提
起
を
解
き
放
っ
　
　
　
だ
が
、
こ
こ
で
二
つ
の
付
言
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
第
一
の
付
言
。
何
故
、

た後
、
一
体
何
が
起
こ
る
の
か
。
新
し
い
存
在
様
態
を
［
テ
ク
ス
ト
］
世
　
　
検
討
対
象
を
聖
書
言
語
論
に
限
定
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
聖
書
言
語
論
が

界と
呼
び
換
え
た
上
で
、
こ
の
問
い
に
も
リ
ク
ー
ル
は
こ
う
答
え
る
。
「
世
　
　
　
聖
書
と
い
う
具
体
的
テ
ク
ス
ト
に
定
位
す
る
結
果
、
極
め
て
具
体
的
な
自

界
の

提
起は
…
…
作
品
が
展
開
し
、
開
示
し
、
啓
示
す
る
も
の
と
し
て
、
　
　
　
己
理
解
が
描
か
れ
、
そ
の
結
果
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ロ

テ
ク
ス
ト
の
前
に
あ
る
。
従
っ
て
、
理
解
す
る
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
前
　
　
解
釈
学
の
関
係
も
】
層
明
確
に
看
取
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
付
言
。

で自
己
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
に
自
己
を
さ
　
　
何
故
、
検
討
対
象
を
主
と
し
て
中
期
リ
ク
ー
ル
に
限
定
す
る
の
か
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

ら
し
、
よ
り
広
い
自
己
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
そ
れ
で
は
こ
の
　
　
理
由
は
、
リ
ク
ー
ル
が
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
論
を
積
極
的

答え
を
受
け
て
、
最
後
の
問
い
を
発
し
よ
う
。
第
三
の
問
い
、
こ
の
自
己
　
　
　
に
論
じ
た
の
が
中
期
だ
っ
た
た
め
、
同
時
期
に
属
す
る
範
囲
内
で
の
問
題

聖書
、
解
釈
、
自
己
、
行
為
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



八
八

の

解
明を
意
図
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
接
合
点
の
探
求
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
て

二
　
研
究
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
い
な
い
部
分
が
多
い
。
況
や
、
聖
書
言
語
論
研
究
の
分
野
で
は
、
社
会
的

　
本節
で
は
、
前
節
で
述
べ
た
視
座
に
関
連
す
る
範
囲
内
で
、
研
究
状
況
　
　
行
為
論
と
い
う
観
点
自
体
が
希
薄
で
あ
り
、
聖
書
解
釈
の
理
論
の
研
究
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

に

つ
い
て

若
干述
べ
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
終
始
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
本
論
文
は
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
補
う
も

　リ
ク
ー
ル
と
い
っ
て
一
般
的
に
想
起
さ
れ
る
の
は
テ
ク
ス
ト
解
釈
学
で
　
　
　
の
で
あ
る
。

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
彼
が
社
会
思
想
的
問
題
に
つ
い
て
積
極
的
に
思

葎
幣
籔
難
籍
藷
璽
い
、
繁
簸
櫟
懸
　
笙
章
聖
書
か
ら

共同
体
や
社
会
と
い
っ
た
問
題
が
直
接
の
主
題
に
な
ら
な
い
た
め
で
あ
　
　
三
　
中
期
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
言
語
論

る
。
ま
し
て
や
、
解
釈
学
が
解
明
す
る
の
は
テ
ク
ス
ト
理
解
が
開
く
「
可
　
　
　
聖
書
解
釈
を
通
じ
て
、
如
何
な
る
自
己
理
解
が
得
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ

能性
の
世
界
」
で
あ
り
、
社
会
科
学
が
対
象
と
す
る
「
現
実
の
世
界
」
と
　
　
を
検
討
す
る
の
が
第
一
章
の
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
表
題
の
う

は
大
き
な
距
離
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
自
ら
の
八
十
六
年
の
論
　
　
ち
「
聖
書
」
の
局
面
か
ら
議
論
は
展
開
さ
れ
る
。

文集
を
『
テ
ク
ス
ト
か
ら
行
為
へ
』
と
題
し
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
リ
　
　
　
ま
ず
本
節
で
は
、
以
後
の
議
論
の
前
提
と
も
な
る
、
中
期
リ
ク
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
ね

ク
ー
ル
は
決
し
て
現
実
に
対
す
る
眼
差
し
を
欠
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
　
　
聖
書
言
語
論
の
基
本
構
造
と
そ
の
発
展
過
程
を
手
短
に
確
認
す
る
。
だ
が
、

い
。
む
し
ろ
、
解
釈
学
を
「
倫
理
の
問
題
を
あ
え
て
最
初
は
倫
理
的
に
考
　
　
予
め
断
っ
て
お
け
ば
、
彼
の
聖
書
言
語
論
の
大
半
は
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
解

え
な
い
」
媒
介
段
階
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
（
鷹
、
可
能
的
自
己
論
と
現
実
　
　
　
釈
学
一
般
の
応
用
で
あ
る
た
め
、
さ
し
あ
た
っ
て
彼
の
解
釈
学
自
体
の
展

的
自
己
論
と
を
密
接
に
関
係
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
開
を
追
う
。
そ
れ
に
続
い
て
、
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
言
語
論
の
特
徴
を
確
認

　こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
現
実
に
お
い
て
行
為
す
る
自
己
に
関
す
る
社
会
　
　
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

思
想
的
なリ
ク
ー
ル
研
究
が
、
古
く
は
ト
ン
プ
ソ
ン
、
最
近
で
は
ビ
ー
ン
、
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
（
一
九
六
〇
）
に
お
い
て
、
人
間
が

ダウ
エ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
モ
ン
ジ
ャ
ン
、
杉
村
靖
彦
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
　
　
過
ち
や
す
き
構
造
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
次
い

　
　
ア
リいる

。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
社
会
行
為
論
を
独
立
で
扱
っ
て
い
た
　
　
　
で
彼
は
、
こ
の
過
つ
可
能
性
が
現
実
化
す
る
姿
を
考
察
す
べ
く
、
過
ち
が

り
、
『
他
と
し
て
の
自
己
自
身
』
（
一
九
九
〇
）
を
主
た
る
素
材
と
し
て
い
　
　
現
実
化
し
、
自
ら
が
犯
し
た
過
ち
を
告
白
し
た
象
徴
表
現
や
悪
の
神
話
へ

たり
と
、
本
論
文
が
目
指
す
「
中
期
に
お
け
る
解
釈
学
と
社
会
行
為
論
と
　
　
目
を
向
け
る
。
そ
れ
が
彼
の
解
釈
学
的
哲
学
の
始
ま
り
と
目
さ
れ
る
『
悪



の

象
徴系
』
（
一
九
六
〇
）
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
降
、
リ
ク
ー
ル
は
解
　
　
　
の
解
釈
学
の
基
本
テ
ー
ゼ
「
テ
ク
ス
ト
の
前
で
の
新
た
な
自
己
理
解
」
と

釈学
を
「
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
反
省
」
と
い
う
広
い
主
題
と
結
び
つ
け
　
　
　
い
う
主
張
の
根
幹
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
本
論
文
冒
頭
で
も

　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
彼
は
自
己
理
解
の
理
論
を
追
及
し
た
結
果
、
　
　
　
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。

「自
己
が
直
接
的
に
自
己
を
理
解
す
る
」
こ
と
が
不
可
能
だ
と
悟
り
、
現
象
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
聖
書
に
も
適
用
す
る
。
故
に
、
彼
の

学
の
原
則
「
意
識
は
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
」
に
則
り
、
ノ
エ
マ
　
　
聖
書
言
語
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
聖
書
が
記
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
と

た
る
「
何
か
」
の
解
釈
を
通
じ
た
間
接
的
自
己
理
解
の
概
念
を
提
起
す
る
。
　
　
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
背
後
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
手
前
、
読
者
と
テ
ク

こ
れ
は
、
自
己
意
識
が
外
化
し
た
鏡
に
照
ら
し
て
自
己
を
理
解
す
る
試
み
　
　
ス
ト
の
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
起
こ
る
言
葉
の
出
来
事
こ
そ
が
重
要

であ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
は
自
己
理
解
と
い
　
　
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
前
提
の
上
で
、
聖
書
の
解
釈
か
ら
「
ど
の
よ
う

う
目
標
と
直
結
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
」
、
そ
し
て
、
「
ど
の
よ
う
な
」
新
た
な
自
己
理
解
を
引
き
出
す
べ
き
か

　当
初
、
そ
の
自
己
意
識
が
外
化
し
た
鏡
、
即
ち
、
解
釈
学
の
対
象
と
し
　
　
を
探
求
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
言
語
論
の
根
本
問
題

て

選ば
れ
た
の
は
、
広
い
意
味
で
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
時
期
　
　
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
で
は
、
「
ど
の
よ
う
に
」
な
の
か
。
そ
れ
は
、
如

のリ
ク
ー
ル
に
は
「
何
故
、
他
の
人
が
残
し
た
象
徴
か
ら
自
己
を
理
解
で
　
　
何
な
る
媒
介
も
な
く
自
ら
の
内
省
的
行
為
の
み
に
よ
っ
て
自
己
を
理
解
で

き
る
の
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
題
点
が
存
在
し
て
い
た
。
幸
い
、
こ
の
　
　
き
る
と
い
う
「
エ
ゴ
の
自
己
構
成
」
の
野
心
を
捨
て
、
テ
ク
ス
ト
自
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り

問
題
点
は
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
ら
に
触
発
さ
れ
た
六
十
年
代
末
の
方
法
論
　
　
意
味
作
用
に
付
き
従
う
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の

的
展
開
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
象
徴
と
い
う
曖
昧
な
概
念
　
　
意
味
作
用
の
解
明
の
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
が
ま
ず
何
よ
り
も
尊

を
捨
て
て
言
語
的
テ
ク
ス
ト
の
研
究
に
専
念
し
、
構
造
主
義
の
影
響
か
ら
、
　
　
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
の
下
で
の
み
、
「
テ
ク
ス
ト
内
部

テ
ク
ス
ト
を
自
己
か
ら
一
旦
切
り
離
し
て
自
律
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
よ
　
　
の
形
象
化
か
ら
、
そ
れ
が
自
己
に
対
し
て
及
ぼ
す
再
形
象
化
の
作
用
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
　

う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
自
己
意
識
の
外
化
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
」
と
　
　
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聖
書
解
釈
が
「
ど
の
よ
う
な
」
自
己
理

いう
概
念
が
払
拭
さ
れ
た
。
そ
れ
に
代
わ
り
、
こ
の
自
律
的
な
テ
ク
ス
ト
　
　
解
を
生
む
の
か
は
、
リ
ク
ー
ル
の
考
え
る
聖
書
テ
ク
ス
ト
内
部
の
構
造
を

が
描き
出
す
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
世
界
像
（
い
わ
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
世
界
）
　
　
　
確
認
し
た
後
に
検
討
し
よ
う
。

を
、
想
像
力
の
力
を
借
り
て
現
実
的
な
世
界
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
　
　
　
四
　
ジ
ャ
ン
ル
論
の
意
義

て
、
自
己
は
古
い
自
己
理
解
を
批
判
的
に
眺
め
、
新
し
い
自
己
理
解
を
獲
　
　
　
前
節
で
述
べ
た
前
提
に
則
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
重
視
し
た
結
果
、

得
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
主
張
し
始
め
た
。
こ
れ
が
、
七
十
年
代
以
降
　
　
リ
ク
ー
ル
が
構
造
主
義
や
文
芸
批
評
か
ら
導
入
し
た
の
が
「
ジ
ャ
ン
ル
」

聖書
、
解
釈
、
自
己
、
行
為
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



九
〇

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
聖
書
に
お
い
て
ジ
ャ
ン
ル
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
　
　
ン
ル
だ
け
で
は
名
指
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
、
と
。
神
が
こ
の
よ
う
に

は
、
旧
約
で
は
物
語
、
預
言
、
知
恵
、
律
法
、
讃
歌
、
新
約
で
は
讐
え
、
　
　
　
全
ジ
ャ
ン
ル
を
意
味
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
い
る
以
上
、
い
ず
れ
か
一

格言
、
宣
教
的
宣
言
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
ジ
ャ
ン
ル
と
は
、
　
　
　
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
描
か
れ
る
神
の
姿
を
解
釈
す
る
や
否
や
、
別
の
ジ
ャ
ン

分
類
上の
一
ク
ラ
ス
で
も
な
け
れ
ば
分
類
の
一
手
段
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
　
　
ル
で
描
か
れ
る
神
の
姿
が
零
れ
落
ち
て
し
ま
う
。
故
に
、
間
ジ
ャ
ン
ル
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

［意
味の
］
生
産
の
手
段
」
で
あ
る
。
仮
に
物
語
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
　
　
読
解
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

属
する
一
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
と
し
よ
う
。
聖
書
内
に
は
、
ほ
か
に
も
物
語
　
　
　
こ
う
し
た
リ
ク
ー
ル
の
考
え
方
は
、
具
体
的
な
釈
義
の
場
を
想
定
し
た

ジ
ャ

ン

ル
に

属
す
る
テ
ク
ス
ト
は
多
々
存
在
す
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
そ
れ
　
　
場
合
、
い
さ
さ
か
思
弁
的
と
の
諺
り
は
免
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
ご

ら
の
テ
ク
ス
ト
を
分
断
す
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
　
　
で
注
目
す
べ
き
は
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
間
ジ
ャ
ン
ル
的
読
解
が
も
た
ら
す

の
と
し
て
、
連
関
さ
せ
て
、
即
ち
間
テ
ク
ス
ト
的
に
読
む
べ
き
だ
と
考
え
　
　
思
想
的
意
義
で
あ
ろ
う
。
論
者
の
見
る
限
り
、
そ
の
意
義
は
三
点
に
分
け

る
。
そ
う
し
た
読
解
に
よ
っ
て
、
物
語
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
包
括
的
カ
テ
ゴ
　
　
ら
れ
る
。

リ
ー
が
作
動
し
始
め
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
個
々
の
テ
ク
ス
ト
の
意
味
　
　
　
第
一
に
、
聖
書
言
語
が
解
釈
者
側
に
要
求
す
る
「
謙
虚
さ
」
。
リ
ク
ー
ル

に

影響
が
及
ぼ
さ
れ
る
。
故
に
、
「
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
機
能
と
は
、
詩
・
物
　
　
　
は
、
聖
書
的
多
声
性
は
同
時
に
、
そ
の
旋
律
核
で
あ
る
神
の
名
指
し
の
不

語
・
エ
ッ
セ
ー
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
コ
ー
ド
化
す
る
規
　
　
完
全
性
の
裏
返
し
で
も
あ
る
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
神
の
名
指
し
が
全

則や
、
コ
ー
ド
を
読
み
解
く
た
め
の
規
則
を
提
供
す
る
こ
と
」
だ
と
ま
と
　
　
ジ
ャ
ン
ル
を
意
味
の
母
体
と
す
る
以
上
、
ど
の
一
ジ
ャ
ン
ル
の
解
釈
に

め
ら
鉱
魏
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
っ
て
も
神
の
名
指
し
の
意
味
を
蕩
尽
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

　そ
れ
の
み
な
ら
ず
リ
ク
ー
ル
は
、
聖
書
を
総
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
　
　
る
。
故
に
、
聖
書
言
語
の
解
釈
者
に
は
、
神
と
い
う
語
の
解
釈
に
際
し
、

問
テ
ク
ス
ト
的
の
み
な
ら
ず
問
ジ
ャ
ン
ル
的
読
解
を
提
起
す
る
。
彼
は
、
　
　
　
全
て
の
意
味
を
蕩
尽
し
得
る
と
考
え
る
奢
り
を
放
棄
す
る
謙
虚
さ
が
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

と
り
わ
け
旧
約
聖
書
の
構
造
を
五
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
共
存
し
あ
う
姿
で
捉
　
　
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

え
、
そ
れ
を
「
聖
書
言
語
的
多
声
性
娼
o
帯
曾
o
巳
①
」
と
呼
ぶ
。
だ
が
、
　
　
　
　
第
二
に
、
聖
書
が
持
つ
と
さ
れ
る
独
自
の
時
間
観
念
「
聖
書
的
時
間
」

そ
れ
だ
け
で
は
調
和
に
欠
け
た
コ
ー
ラ
ス
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
リ
ク
ー
　
　
の
形
成
。
こ
の
概
念
は
、
『
時
間
と
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
た
八
十
年
代
以
降

ル
は
そ
の
中
に
、
「
各
ジ
ャ
ン
ル
が
皆
独
自
な
仕
方
で
神
を
名
指
し
て
い
　
　
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
詳
述
は
避
け
る
が
、
リ
ク
ー
ル
は
、

る
」
と
い
う
、
一
つ
の
旋
律
核
を
見
出
す
。
彼
は
こ
の
構
造
を
重
視
し
、
　
　
　
ジ
ャ
ン
ル
の
多
様
性
に
比
例
し
て
そ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
時
間
観
念
自

解
釈を
加
え
る
。
聖
書
的
多
声
性
が
示
す
の
は
、
神
を
あ
る
一
つ
の
ジ
ャ
　
　
体
も
ま
た
多
様
で
あ
り
、
か
つ
、
各
ジ
ャ
ン
ル
に
含
ま
れ
る
時
間
観
念
が



相
互
作
用
し
あ
う
こ
と
で
、
旧
約
聖
書
に
は
多
層
的
な
時
間
観
念
が
展
開
　
　
自
己
だ
」
と
い
う
帰
結
で
あ
る
。
楕
円
に
中
心
が
複
数
あ
る
よ
う
に
、
自

さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
「
物
語
の
時
間
、
律
法
の
時
間
、
預
言
の
時
間
、
　
　
己
は
複
数
の
原
理
に
立
脚
す
る
。
そ
し
て
、
原
理
が
複
数
あ
る
が
故
に
、

知
恵
の

時間
、
讃
歌
の
時
間
は
、
聖
書
的
時
間
と
形
容
さ
れ
る
間
テ
ク
ス
　
　
自
己
理
解
が
安
定
へ
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
だ
。
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
　

ト
的
『
モ
デ
ル
』
を
構
成
す
る
形
で
、
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
う
」
。
　
　
　
の
目
標
「
解
釈
学
と
社
会
行
為
論
と
の
接
合
点
の
探
求
」
、
即
ち
「
ど
の
よ

　そ
し
て
第
三
に
、
解
釈
学
が
目
指
す
「
新
し
い
自
己
理
解
」
へ
の
影
響
。
　
　
う
に
行
為
す
る
自
己
な
の
か
」
の
問
い
に
対
し
て
も
、
こ
の
多
中
心
的
な

こ
の
第
三
の
意
義
こ
そ
が
、
我
々
の
論
点
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
。
我
々
　
　
自
己
と
い
う
概
念
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ

は
前
節
で
、
聖
書
の
解
釈
か
ら
「
ど
の
よ
う
な
」
新
た
な
自
己
理
解
を
引
　
　
の
自
己
理
解
の
内
実
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

き
出
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
を
留
保
し
た
ま
ま
だ
っ
た
が
、
聖
書
的
多
声
　
　
　
五
　
多
中
心
的
自
己

性
と
い
う
構
造
を
理
解
し
た
こ
と
で
、
初
め
て
そ
の
問
い
を
論
じ
る
こ
と
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
、
七
十
年
代
に
は
物
語
ジ
ャ
ン
ル
と
預
言
ジ
ャ
ン
ル
、
後

が
でき
る
。
リ
ク
ー
ル
の
考
え
で
は
、
各
ジ
ャ
ン
ル
は
各
々
異
な
っ
た
自
　
　
年
に
は
さ
ら
に
知
恵
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
、
聖
書
か
ら
得
ら
れ
る
新
し
い

己

理解
を
も
た
ら
す
。
そ
の
結
果
、
聖
書
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
新
た
な
自
　
　
自
己
理
解
に
関
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

己
と
は
「
多
く
の
中
心
を
持
つ
自
己
」
だ
と
規
定
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
物
語
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
創
造
の
出
来
事
に
源
を
発
す
る
「
基
礎
づ
け
的

　
　…
…
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
は
神
学
的
中
心
が
不
在
だ
と
い
う
こ
と
を
　
　
価
値
を
持
つ
出
来
事
の
連
鎖
」
と
い
う
特
徴
が
共
通
し
て
い
る
と
リ
ク
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

　
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
。
…
…
こ
の
［
神
の
］
呼
び
か
け
の
多
声
性
に
　
　
　
ル
は
考
え
る
。
こ
の
出
来
事
の
連
鎖
は
「
共
同
体
を
基
礎
づ
け
、
大
き
な

　
対し
て
答
え
る
自
己
の
応
答
を
特
徴
付
け
る
と
き
に
こ
そ
、
こ
う
し
た
　
　
危
機
か
ら
共
同
体
を
救
い
出
す
と
い
う
二
重
の
特
徴
を
持
つ
」
と
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

　
体系
が
重
要
性
を
持
つ
。
恐
ら
く
、
離
散
的
な
諸
文
書
が
指
し
示
す
の
　
　
　
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
物
語
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な

　は
、
単
一
中
心
的
で
は
な
く
、
多
申
心
的
な
自
己
　
ω
o
言
o
貯
o
魯
民
ρ
二
Φ
　
　
自
己
な
の
か
。
物
語
が
我
々
に
働
き
か
け
る
作
用
と
は
、
個
々
人
の
、
そ

　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
共
同
体
の
「
自
己
同
一
性
の
形
成
」
を
促
す
作
用
で
あ
る
。
基
礎
づ

　
即ち
、
神
の
名
指
し
を
核
と
す
る
聖
書
の
多
声
的
構
造
は
、
そ
の
ま
ま
　
　
　
け
的
出
来
事
を
記
念
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
は
そ
の
出
来
事
の
中
に
あ
る

自
己
理
解
の
様
相
へ
と
反
映
す
る
の
だ
。
故
に
、
一
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
み
　
　
自
己
自
身
の
根
と
の
絆
を
保
持
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
こ
の
自
己
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

得
ら
れ
た
自
己
理
解
が
特
権
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
は
、
伝
承
の
確
実
性
と
安
定
性
の
中
で
基
礎
付
け
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。

　
以
上
から
導
か
れ
る
の
は
「
リ
ク
ー
ル
の
考
え
る
聖
書
に
よ
る
自
己
理
　
　
　
だ
が
、
聖
書
言
語
の
間
ジ
ャ
ン
ル
的
多
声
性
ゆ
え
、
物
語
ジ
ャ
ン
ル
だ

解
と
は
、
自
己
自
身
の
内
に
『
緊
張
関
係
』
と
『
末
完
性
』
を
内
包
し
た
　
　
け
で
聖
書
を
解
釈
し
、
「
伝
承
の
確
実
性
と
安
定
性
の
中
で
基
礎
づ
け
ら
れ

聖書
、
解
釈
、
自
己
、
行
為
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



九
二

た
」
自
己
と
い
う
自
己
理
解
の
み
を
引
き
出
す
こ
と
は
、
堅
く
禁
じ
ら
れ
　
　
で
は
、
「
私
の
」
自
己
同
一
性
と
「
我
々
の
」
自
己
同
一
性
と
が
混
同
さ
れ

る
。
そ
こ
で
リ
ク
ー
ル
が
注
目
す
る
の
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
物
語
と
　
　
て
い
る
感
は
否
め
な
い
が
、
こ
こ
で
は
不
問
に
付
す
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
い

預言
の
対
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
自
己
同
」
性
を
形
成
す
る
機
能
を
物
　
　
我
々
の
問
題
関
心
に
立
ち
か
え
ろ
う
。
た
と
え
未
完
の
自
己
で
あ
っ
て
も
、

語
に
与
え
る
一
方
、
せ
っ
か
く
形
成
さ
れ
た
そ
の
自
己
同
一
性
を
脅
か
す
　
　
自
己
は
常
に
そ
こ
で
生
き
続
け
る
自
己
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

機
能を
預
言
に
与
え
る
。
何
故
な
ら
、
預
言
は
主
の
日
を
、
恐
れ
と
し
て
、
　
　
こ
の
多
中
心
的
な
自
己
と
い
う
自
己
理
解
は
、
現
実
に
行
為
す
る
自
己
に

脅威
と
し
て
語
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
を
描
き
出
し
た
　
　
対
し
て
何
を
も
た
ら
す
の
か
。
論
文
冒
頭
で
提
起
し
た
問
題
に
我
々
は
よ

上で
、
リ
ク
ー
ル
は
物
語
と
預
言
の
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
相
補
的
に
理
解
　
　
う
や
く
手
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

する
よ
う
主
張
す
る
。
即
ち
、
自
己
同
一
性
が
安
定
へ
向
か
い
つ
つ
も
、

鰭
輩
え
ず
脅
か
、
れ
る
．
、
と
で
薪
を
図
灸
、
い
臭
．
に
で
あ
　
第
二
章
行
為
へ

　さ
ら
に
後
年
に
な
る
と
、
知
恵
の
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
自
己
理
解
が
付
け
　
　
六
　
一
一
つ
の
世
界

加
え
ら
な
羅
。
物
語
と
預
言
の
対
で
は
共
同
体
の
自
己
同
一
性
の
保
持
と
　
　
　
テ
ク
ス
ト
世
界
と
い
う
可
能
性
の
領
域
で
得
ら
れ
た
自
己
理
解
は
、
現

革新
が
問
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
知
恵
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
、
共
　
　
実
世
界
に
お
い
て
行
為
す
る
自
己
に
何
を
も
た
ら
す
か
。
そ
れ
を
考
え
る

同
体
の
閉
塞
性
と
解
放
性
と
い
う
相
補
性
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
知
恵
に
　
　
の
が
第
二
章
の
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
表
題
の
「
行
為
」
の
局

お

い
て

語り
継
が
れ
て
き
た
事
柄
は
、
決
し
て
特
定
の
共
同
体
に
の
み
通
　
　
　
面
へ
向
か
っ
て
議
論
は
展
開
さ
れ
る
。

用
す
る
知
恵
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
知
恵
は
自
己
理
解
の
内
　
　
　
だ
が
、
こ
の
問
い
の
立
て
方
自
体
が
、
実
は
い
さ
さ
か
危
う
い
も
の
で

に
、
「
個
別
の
共
同
体
に
属
す
る
自
己
」
と
「
普
遍
的
世
界
に
属
す
る
自
己
」
　
　
あ
る
こ
と
を
告
白
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
危
う
さ
は
、
「
テ
ク
ス
ト
世

と
い
う
別
の
緊
張
関
係
を
引
き
起
こ
す
と
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
界
／
現
実
世
界
」
と
い
う
、
一
見
す
る
と
載
然
と
区
別
で
き
る
か
の
如
き

　こ
の
よ
う
に
リ
ク
ー
ル
は
、
諸
ジ
ャ
ン
ル
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
　
　
　
二
分
法
に
潜
ん
で
い
る
。
テ
ク
ス
ト
解
釈
学
に
お
い
て
、
自
己
は
テ
ク
ス

多
中
心
的
な
自
己
理
解
の
内
実
を
描
き
出
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
常
に
相
　
　
　
ト
世
界
を
想
像
力
の
力
を
借
り
て
「
現
実
と
し
て
見
る
」
こ
と
で
自
ら
の

補
的な
緊
張
の
中
に
置
か
れ
、
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
変
容
し
続
け
な
け
れ
ば
な
　
　
も
の
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
既
に
こ
の
時
点
に
お
い
て
、

ら
な
い
未
完
の
自
己
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
聖
書
言
語
の
多
声
性
と
い
　
　
テ
ク
ス
ト
世
界
と
現
実
世
界
の
境
界
は
揺
ら
い
で
い
る
。
即
ち
、
前
者
が

う
概
念
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
自
己
理
解
の
帰
結
で
あ
る
（
そ
の
議
論
の
中
　
　
後
者
に
侵
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
リ
ク
ー
ル
は
現
実
で
の
実



践
行
為を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
こ
に
想
像
力
の
機
能
を
媒
介
さ
せ
　
　
七
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
象
・
象
徴
作
用
（
無
論
、
テ
ク
ス
ト
も
含
ま
れ
る
）
　
　
　
リ
ク
ー
ル
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ
両

と
関
係
付
け
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
同
時
　
　
義
的
で
、
表
層
で
あ
る
病
理
的
な
次
元
か
ら
深
層
で
あ
る
現
実
を
構
成
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

期
に
浩
潮
な
マ
ル
ク
ス
論
を
発
表
し
た
ア
ン
リ
が
「
生
や
実
践
は
表
象
作
　
　
　
る
次
元
ま
で
を
覆
う
概
念
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
リ
ク
ー
ル
は
、
そ
れ

用
を
免
れ
て
生
自
身
に
内
在
的
だ
」
と
捉
え
た
こ
と
に
対
し
、
リ
ク
ー
ル
　
　
ぞ
れ
の
概
念
を
三
つ
の
層
に
分
け
、
深
層
に
あ
る
機
能
を
徐
々
に
暴
き
出

は
「
私
に
理
解
し
が
た
い
の
は
、
実
践
が
表
象
と
異
質
で
あ
る
こ
と
だ
」
　
　
　
そ
う
と
試
み
る
。
以
下
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
か
ら
そ
の
三
層
を
検

　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

と
批
判
し
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
、
想
像
力
が
織
り
な
す
様
々
な
　
　
討
し
て
い
こ
う
。

表
象
作用
は
、
現
実
へ
の
単
な
る
付
加
で
は
な
く
、
現
実
を
構
成
す
る
一
　
　
　
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
第
一
層
、
表
層
に
当
た
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
用
い

要
素な
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
意
味
で
の
、
支
配
階
級
に
よ
る
現
実
の
「
歪
曲
」
の
機
能
で
あ
る
。
し

　リ
ク
ー
ル
は
、
現
実
を
構
成
す
る
こ
う
し
た
想
像
力
を
「
社
会
的
想
像
　
　
　
か
し
、
こ
れ
が
表
層
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
何
故
、
表
層
な
の
か
。

力
」
と
呼
び
、
七
十
年
代
以
降
、
そ
の
働
き
を
探
求
し
始
め
た
。
そ
の
中
　
　
　
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
こ
の
規
定
で
は
、
支
配
階
級
の
思
想
が
そ
の
時

で
浮
上し
て
き
た
の
が
、
社
会
的
想
像
力
の
二
つ
の
表
現
形
式
と
し
て
の
　
　
代
を
支
配
す
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
第
二
に
、
現
実
の
歪
曲
と
い
う
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

「イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ン
　
　
上
、
歪
曲
さ
れ
る
前
の
現
実
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
こ
か
ら
歪
曲
が
起
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
リ

ハイ
ム
の
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
（
一
九
二
九
）
の
枠
組
み
を
　
　
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
理
由
故
に
、
表
層
な
の
で
あ
る
。

踏
襲す
る
議
論
で
あ
る
。
か
つ
て
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
　
　
こ
の
う
ち
前
者
の
問
題
点
を
追
及
す
る
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ

ト
ピ
ア
を
と
も
に
「
非
現
実
的
」
と
い
う
意
味
で
「
存
在
を
超
越
し
た
　
　
ギ
ー
の
第
二
層
が
、
支
配
階
級
に
よ
る
「
正
当
化
」
の
機
能
で
あ
る
。
支

ω
Φ貯
需
雪
ω
N
①
民
Φ
口
け
」
表
象
と
し
て
規
定
し
た
純
、
リ
ク
ー
ル
は
さ
ら
に
一
　
　
　
配
階
級
の
思
想
が
社
会
全
体
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
思
想
を
正
し

歩問
い
を
深
め
、
そ
れ
ら
が
現
実
を
超
越
す
る
原
因
と
し
て
の
想
像
力
と
　
　
い
も
の
と
し
て
喧
伝
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
正
当
化
で
あ

の関
係
の
中
で
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
だ
が
、
興
味
深
い
こ
と
　
　
　
る
。
た
だ
し
、
こ
の
正
当
化
の
機
能
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
支
配
階
級

に
、
そ
の
議
論
の
帰
結
は
、
我
々
が
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
「
多
中
心
　
　
　
に
限
定
さ
れ
る
機
能
で
は
な
く
、
「
全
て
の
社
会
管
理
の
シ
ス
テ
ム
は
、
自

的
な
自
己
理
解
」
の
議
論
と
見
事
な
対
応
を
示
す
。
以
下
で
は
、
イ
デ
オ
　
　
ら
の
権
威
に
つ
い
て
の
権
利
要
求
を
正
当
化
す
る
役
を
担
う
イ
デ
オ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ

ロギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
概
念
を
詳
し
く
検
討
し
た
上
で
、
そ
れ
と
多
中
　
　
　
ギ
ー
機
能
に
立
脚
し
て
い
る
」
。
他
方
、
歪
曲
概
念
の
表
層
性
の
根
拠
と
し

心的
自
己
と
の
対
応
関
係
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
問
題
点
を
追
及
す
る
こ
と
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i

聖書
、
解
釈
、
自
己
、
行
為
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



九
四

の

深層
に
あ
る
第
三
層
が
発
見
さ
れ
る
。
何
故
、
現
実
の
歪
曲
が
起
こ
る
　
　
な
場
所
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
政
治
権
力
に
関
す
る
何
処
に
も
な
い
場
所
」

の
か
。
リ
ク
ー
ル
は
、
歪
曲
さ
れ
ざ
る
純
粋
な
現
実
に
つ
い
て
の
意
識
を
　
　
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
現
実
と
は
違
う
社
会
の
あ
り
方
を

想
定す
る
代
わ
り
に
、
現
実
に
つ
い
て
の
意
識
そ
れ
自
体
が
、
現
実
に
つ
　
　
描
く
こ
と
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
要
求
す
る
権
威
の
正
当
化
要
求
を
失
効

い
て

流布
し
て
い
る
表
象
・
象
徴
体
系
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
主
　
　
さ
せ
、
そ
の
不
当
性
を
剥
き
出
し
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
が
、
ユ
ー

張
する
。
リ
ク
ー
ル
が
注
目
す
る
の
は
、
表
象
・
象
徴
体
系
を
生
み
出
す
　
　
　
ト
ピ
ア
の
第
二
層
、
既
存
権
力
の
「
転
覆
」
機
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第

源泉
で
あ
る
「
想
像
力
」
が
社
会
を
構
成
す
る
機
能
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
　
　
　
一
一
層
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
で
、
自
ず
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
深
層
が
見
え
て

がイ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
第
三
層
に
該
当
す
る
。
第
三
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
　
　
く
る
。
そ
れ
は
「
現
実
を
超
え
て
、
何
処
に
も
な
い
場
所
で
あ
る
他
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
レ

よ
る
社
会
構
成
は
、
個
人
や
共
同
体
の
「
自
己
同
一
性
」
を
保
持
す
る
と
　
　
想
像
力
を
投
企
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
可
能
な
る
も
の

いう
側
面
に
顕
著
に
働
く
。
そ
れ
故
、
こ
の
第
三
層
は
「
統
合
」
の
機
能
　
　
　
の
場
が
現
実
の
場
の
向
こ
う
に
開
か
れ
」
、
「
人
間
が
自
ら
の
属
す
る
象
徴

と
呼
ば
れ
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
第
一
層
が
持
っ
て
い
た
病
理
的
含
み
が
一
　
　
　
体
系
に
対
し
て
距
離
を
取
り
、
一
切
の
制
度
を
問
い
に
付
す
」
こ
と
を
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

切消
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
に
さ
せ
る
機
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
投
企
」
機
能
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

　こ
の
よ
う
に
リ
ク
ー
ル
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
歪
曲
、
正
当
化
、
統
合
と
　
　
　
る
だ
ろ
う
。
こ
の
機
能
は
、
統
合
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
社
会
構
成

いう
三
層
に
分
け
る
こ
と
で
、
徐
々
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
機
能
を
解
　
　
　
機
能
と
同
様
、
社
会
に
構
成
的
作
用
を
及
ぼ
す
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
厳

明
し
、
か
つ
、
そ
の
構
成
機
能
が
「
現
実
の
保
守
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
　
　
密
に
は
、
既
存
の
社
会
を
「
脱
構
成
」
し
、
別
の
社
会
の
あ
り
方
を
描
く

こ
と
を
結
論
づ
け
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
で
社
会
を
「
再
構
成
」
す
る
、
と
い
う
の
が
正
鵠
を
得
て
い
る
だ
ろ

　次
い
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
三
層
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
し
ば
し
ば
妄
想
的
病
　
　
う
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
機
能
に
よ
っ
て
共
同
体

理と
見
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
現
実
逃
避
と
い
う
　
　
　
や
個
人
の
「
自
己
同
一
性
が
宙
吊
り
に
さ
れ
る
」
点
で
あ
麺
。

レ
ッ

テ

ル
が付
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
逃
避
」
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
　
　
　
故
に
、
リ
ク
ー
ル
の
考
え
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
本
質
的
な
志
向
は
イ

の第
一
層
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
思
い
描
く
の
は
「
何
処
に
も
な
い
場
　
　
　
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
実
保
守
と
は
対
極
、
即
ち
、
今
あ
る
の
と
は
別
の
世
界
、

所
昌
邑
Φ
冨
冨
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
こ
か
病
理
的
な
色
彩
を
想
起
さ
せ
ず
　
　
「
現
実
革
新
」
を
志
向
す
る
。
従
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
は

に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
何
処
に
も
な
い
場
所
と
い
う
概
念
が
、
　
　
そ
の
第
三
層
に
お
い
て
、
社
会
的
想
像
力
の
構
成
機
能
と
い
う
点
で
質
的

ユー
ト
ピ
ア
の
表
層
を
掘
り
下
げ
る
鍵
と
な
る
。
そ
も
そ
も
、
ユ
ー
ト
ピ
　
　
に
近
接
し
つ
つ
も
、
そ
の
志
向
は
対
極
を
な
す
。

ア
的
心
性
の
中
で
思
い
描
か
れ
る
何
処
に
も
な
い
場
所
と
は
、
ど
の
よ
う
　
　
　
以
上
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
三
層
を
分
析
し
終
え
た
。
そ



れ
そ

れ
の

三層
は
ヤ
ヌ
ス
の
鏡
の
如
き
対
称
関
係
に
あ
る
。
表
層
に
お
い
　
　
そ
れ
と
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
解
釈
に
よ
る
自
己
理
解
と
が
ど
う
関
係
す
る
の

てそ
れ
ら
は
共
に
病
理
的
で
あ
り
、
深
層
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
共
に
社
会
　
　
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

構
成的
な
の
で
あ
り
、
か
つ
、
両
者
は
現
実
を
巡
る
志
向
が
対
極
を
な
す
　
　
　
復
唱
す
れ
ば
、
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
的
自
己
論
の
帰
結
は
多
中
心
的
自
己

の

であ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
点
を
踏
ま
え
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
社
会
的
　
　
　
と
い
う
概
念
に
集
約
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
物
語
に
よ
る
自
己
理
解
は
自
己

想
像力
が
再
生
産
的
想
像
力
の
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
そ
れ
が
生
産
的
想
像
力
　
　
同
一
性
の
安
定
性
を
生
み
、
預
言
に
よ
る
自
己
理
解
は
自
己
同
一
性
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
り

の

恩
恵を
受
け
て
い
る
と
要
約
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
　
　
　
す
る
脅
威
と
し
て
機
能
す
る
。
故
に
、
自
己
は
緊
張
関
係
と
未
完
性
を
内

ユー
ト
ピ
ア
を
「
相
補
的
　
∩
o
ヨ
且
0
日
Φ
口
富
マ
Φ
」
に
関
連
付
け
よ
う
と
試
　
　
包
し
た
自
己
な
の
だ
っ
た
。
ま
さ
に
、
こ
の
物
語
と
預
言
の
相
補
性
は
、

　
　
お
　み

る
。
即
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
、
そ
れ
ぞ
れ
病
理
的
な
　
　
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
統
合
機
能
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
投
企
機
能
の
相
補
性
に
即

表層
で
あ
る
第
一
層
へ
と
転
化
し
な
い
よ
う
、
両
者
を
相
補
的
な
歯
止
め
　
　
応
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
両
理
論
に
お
い
て
も
、
自
己
同
一
性
は
保
持

と
し
て
相
関
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
る
と
同
時
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
「
我
々
が
『
我
々
自
身
』
と
呼
ぶ
も
の
が
、

　
　
他
所を
夢
見
る
た
め
に
は
、
我
々
の
由
来
た
る
伝
統
を
絶
え
ず
新
た
　
　
我
々
が
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
我
々
が
ま
だ
そ
う
で
は
な
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
サ
リ

　
に

解
釈
する
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
物
語
的
自
己
同
一
性
な
る
も
の
を
　
　
　
の
」
と
な
る
の
で
あ
る
（
残
念
な
が
ら
、
知
恵
に
よ
る
自
己
理
解
に
対
応

　
既
に

獲得
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
そ
の
自
己
同
　
　
す
る
社
会
的
想
像
力
の
議
論
は
、
中
期
に
お
い
て
は
展
開
さ
れ
て
い
な

　
一
性
が
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
何
処
に
も
な
い
場
所
　
　
い
）
。

　
から
よ
ど
み
な
く
自
己
自
身
を
見
つ
め
直
す
こ
と
の
で
き
る
意
識
へ
と
　
　
　
し
か
し
、
二
つ
の
議
論
は
単
に
構
造
上
の
類
似
性
を
示
す
だ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
ソ

　
訴え
か
け
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
。
リ
ク
ー
ル
は
、
明
ら
か
に
両
者
の
連
関
性
を
自
覚
し
な
が
ら
聖
書
言

　
つ象
り
、
と
も
に
構
成
的
機
能
を
担
う
第
三
層
に
お
い
て
両
者
が
相
補
　
　
　
語
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
以
下
の
引
用
を
典
拠
と
し
て
挙
げ

的
に
機
能
す
る
よ
う
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
か
の
社
会
的
想
像
力
が
第
一
層
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

へと
傾
か
な
い
よ
う
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
弁
証
法
を
図
る
　
　
　
　
時
代
を
画
す
る
あ
る
種
の
出
来
事
ー
出
エ
ジ
プ
ト
と
か
復
活
1

の

であ
る
。
こ
う
し
た
相
補
的
関
係
こ
そ
が
、
リ
ク
ー
ル
の
社
会
的
想
像
　
　
　
　
の
想
起
と
し
て
、
信
仰
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
肯
定
的
な
概
念
と
共
通
す

力
論
の
帰
結
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
も
の
を
持
つ
。
ま
た
、
来
る
べ
き
王
国
の
期
待
と
し
て
、
信
仰
は
ユ
ー

八　
聖
書
解
釈
学
と
社
会
行
為
論
と
の
接
合
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ピ
ア
の
構
成
的
概
念
と
親
和
的
で
あ
る
。
聖
書
の
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル

　イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
の
全
体
構
造
を
確
認
し
終
え
た
今
、
　
　
　
　
の
水
準
自
体
に
お
い
て
、
過
去
に
意
味
を
与
え
る
物
語
と
、
過
去
に
基

聖書
、
解
釈
、
自
己
、
行
為
（
佐
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



九

六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

　
礎を
お
く
安
全
性
の
一
切
を
揺
さ
ぶ
る
預
言
と
を
、
信
仰
は
結
合
さ
せ
　
　
念
は
「
現
実
の
歴
史
の
中
断
」
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ

　て
い
る
の
で
臥
麗
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
即
応
す
る
形
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念
は
未
来
と
は
直
接
関
係
付
け
ら
れ

　こ
こ
で
突
然
「
信
仰
」
な
る
語
が
登
場
す
る
が
、
そ
も
そ
も
リ
ク
ー
ル
　
　
ず
、
時
間
的
外
部
性
、
別
の
時
間
、
ど
こ
に
も
な
い
時
間
、
と
い
っ
た
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
　

に

お

い
て
、
信
仰
の
概
念
は
解
釈
学
の
み
に
よ
っ
て
論
じ
尽
く
す
こ
と
が
　
　
　
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
預
言
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
内
的

でき
な
い
と
は
言
え
、
「
そ
れ
を
言
語
に
高
め
る
解
釈
の
運
動
か
ら
は
切
り
　
　
関
係
が
露
呈
し
て
い
る
。

　
　
お
　

離
せ
」
ず
、
「
テ
ク
ス
ト
世
界
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
　
　
　
以
上
、
聖
書
解
釈
に
よ
る
多
中
心
的
自
己
論
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

解釈
さ
せ
る
準
備
の
で
き
て
い
る
者
の
態
度
」
の
こ
と
を
指
す
。
従
っ
て
　
　
ト
ピ
ア
論
と
の
内
的
連
関
の
存
在
に
つ
い
て
、
典
拠
を
示
し
な
が
ら
論
証

こ
の
引
用
文
は
、
リ
ク
ー
ル
自
身
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
　
　
し
て
き
た
（
た
だ
し
、
両
者
の
ど
ち
ら
が
先
に
形
成
さ
れ
た
の
か
は
よ
く

と
聖
書
解
釈
学
と
を
直
接
的
に
関
係
づ
け
な
が
ら
自
ら
の
思
想
を
発
展
さ
　
　
分
か
ら
な
い
）
。
両
者
の
連
関
性
が
確
保
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は

せ
て
い
た
、
紛
れ
も
な
い
証
左
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
聖
書
解
釈
か
ら
生
ま
れ
る
自
己
が
、
如
何
に
現
実
に
お
い
て
行
為
す
る

　こ
の
関
係
性
を
自
覚
し
た
上
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
二
つ
の
議
論
の
間
に
　
　
　
か
」
と
い
う
、
論
文
冒
頭
に
お
い
て
提
起
し
た
問
題
へ
立
ち
戻
る
こ
と
が

様
々
な
関
連
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
例
え
ば
、
リ
ク
ー
ル
　
　
で
き
よ
う
。

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
第
三
層
で
あ
る
統
合
機
能
が
働
く
特
権
的
事
例
と
し

咲
ガ
ハ
擁
翻
難
確
購
．
難
継
契
る
韓
購
孫
監
雛
　
結
論
聖
書
か
ら
行
為
へ

保
持
す
る
の
は
、
そ
の
出
来
事
を
記
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
あ
り
、
　
　
　
九
　
三
重
の
相
補
性

こ
こ
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
役
割
と
は
「
基
礎
づ
け
的
出
来
事
が
社
会
的
　
　
　
本
論
文
で
は
、
序
「
聖
書
と
行
為
の
間
」
で
述
べ
た
問
題
設
定
に
従
い
、

記憶
を
構
成
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
、
共
同
体
の
自
己
同
一
性
　
　
　
第
一
章
「
聖
書
か
ら
」
で
は
、
聖
書
の
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
が
「
多

そ
れ
自
体
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
を
伝
播
さ
せ
る
こ
と
」
だ
　
　
中
心
的
自
己
」
と
呼
ば
れ
る
自
己
理
解
で
あ
る
こ
と
を
、
第
二
章
「
行
為

と
述
べ
ら
れ
て
い
＾
融
。
こ
こ
に
、
基
礎
づ
け
的
出
来
事
の
連
鎖
を
特
徴
と
　
　
　
へ
」
で
は
、
そ
の
自
己
像
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
と
内
的
連

す
る
物
語
ジ
ャ
ン
ル
と
全
く
同
様
の
特
徴
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
リ
　
　
関
性
を
持
つ
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
な
ら
ば
、
今
や
な
さ
れ
る
べ
き
は
た

ク
ー
ル
は
預
言
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
、
未
来
へ
の
志
向
、
即
ち
「
預
言
に
　
　
だ
一
点
、
「
聖
書
と
行
為
の
問
」
を
埋
め
「
聖
書
か
ら
行
為
へ
」
と
橋
を
渡

おけ
る
予
言
の
側
面
」
は
決
し
て
第
一
義
的
で
は
な
く
、
預
言
の
時
間
観
　
　
す
こ
と
だ
。



　
では
、
序
の
問
題
設
定
に
戻
ろ
う
。
聖
書
が
も
た
ら
す
自
己
理
解
は
、
　
　
　
と
の
相
補
性
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
相
補
性
は
相
互
的
み
o
首
8
ρ
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

現実
の
中
で
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
自
己
を
生
む
の
か
。
そ
れ
に
端
的
に
　
　
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
現
実
の
自
己
は
常
に
「
言
葉
を
聴
く
」
側
に
い

答え
る
な
ら
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
相
補
性
を
保
持
し
、
　
　
　
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
言
葉
の
側
に
こ
そ
あ
れ
、
自
己
の

そ
れ
ぞ
れ
が
表
層
の
病
理
へ
と
転
化
し
な
い
よ
う
に
す
る
自
己
で
あ
る
。
　
　
　
側
に
は
な
い
。
故
に
、
非
相
互
的
な
の
で
あ
る
。

「
ユー
ト
ピ
ア
の
病
理
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
の
健
全
な
も
の
の
助
け
に
　
　
　
こ
う
し
た
三
重
の
相
補
性
の
中
で
、
聖
書
の
解
釈
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ

よ
っ
て
癒
し
…
…
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
硬
直
化
・
石
化
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
要
　
　
た
自
己
は
、
現
実
に
お
い
て
行
為
す
る
。
社
会
の
安
定
を
目
指
し
、
か
つ
、

素
に
よ
っ
て
癒
す
」
よ
う
、
い
わ
ば
果
て
し
な
き
螺
旋
状
の
相
補
性
を
維
　
　
　
社
会
の
転
覆
を
目
指
し
、
か
つ
、
聖
書
を
な
お
読
み
続
け
な
が
ら
。

　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

持し
続
け
る
自
己
。
そ
し
て
、
こ
の
運
動
を
弁
証
法
的
に
調
停
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

なく
「
よ
り
よ
き
生
を
実
現
せ
ん
と
す
る
希
望
」
を
持
ち
続
け
る
自
己
。
　
　
　
＊
本
研
究
は
平
成
十
四
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研

そ
う
し
た
自
己
こ
そ
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
多
　
　
　
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

中
心
的
自
己
が
内
包
し
て
い
た
「
緊
張
関
係
」
と
「
未
完
性
」
を
廃
棄
す

る
こ
と
な
き
自
己
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　そ
れ
で
は
、
如
何
に
現
実
に
お
い
て
そ
う
し
た
自
己
で
あ
り
続
け
る
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

き
な
の
か
。
そ
こ
こ
そ
が
、
聖
書
言
語
論
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
　
　
　
（
1
）
　
勺
口
巳
　
国
凶
0
8
伍
が
　
、
、
b
d
ま
目
o
巴
　
国
①
『
目
Φ
p
⑦
ロ
臨
o
ω
．
、
　
口
㊤
胡
簿
H

ア
論
と
が
響
き
あ
う
地
点
で
あ
る
。
現
実
逃
避
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
病
　
　
　
　
留
§
§
斜
H
㊤
刈
9
，
置
ド
以
下
、
著
者
の
言
及
が
な
い
文
献
は
全
て

理
、
そ
し
て
、
現
実
の
歪
曲
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
病
理
を
防
ぐ
た
め
　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
の
も
の
。

には
、
ほ
か
な
ら
ぬ
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
よ
っ
て
自
己
理
解
が
絶
え
ず
更
　
　
（
2
）
　
、
、
い
騨
h
o
o
o
氏
o
ロ
冨
日
鼠
ロ
Φ
ロ
ロ
ρ
信
Φ
O
Φ
冨
島
ω
冨
昌
o
冨
寓
o
口
、
、

新
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
現
実
世
界
」
の
病
理
を
防
ぐ
　
　
　
　
［
H
㊤
胡
び
］
”
b
ミ
翼
紺
勧
、
、
ミ
§
§
穿
冴
駄
S
ミ
§
§
§
誉
§
員

も
の
こ
そ
が
、
「
テ
ク
ス
ト
世
界
」
な
の
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
、
本
論
文
表
　
　
　
　
ω
①
ロ
芦
ち
゜
。
ρ
薯
．
目
①
山
H
メ
以
降
、
上
掲
論
文
集
を
§
と
略
記
。

題

「
聖書
、
解
釈
、
自
己
、
行
為
」
の
四
単
語
が
切
り
離
し
得
な
い
紐
帯
　
　
（
3
）
　
一
般
的
に
、
リ
ク
ー
ル
の
思
想
は
一
九
六
〇
年
と
九
〇
年
を
境
と

に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
物
語
と
預
言
の
相
補
性
、
イ
デ
　
　
　
　
し
て
、
前
期
・
中
期
・
後
期
と
区
分
さ
れ
る
。
本
論
文
も
そ
の
区
分

オ
ロギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
相
補
性
に
、
も
う
一
つ
の
相
補
性
を
付
け
加
　
　
　
　
に
依
拠
し
て
い
る
。

え
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
「
聖
書
言
語
の
解
釈
」
と
「
行
為
す
る
自
己
」
　
　
（
4
）
　
想
像
力
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
学
一
般
と
「
イ
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、
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釈
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為
（
佐
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八

　
　デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
関
係
を
論
じ
た
論
文
も
存
在
す
る
。
　
　
　
　
の
構
造
に
つ
い
て
ー
」
『
基
督
教
学
研
究
』
第
二
十
一
号
、
京
都
大

　
　故
に
、
聖
書
言
語
論
の
み
が
社
会
思
想
と
特
権
的
に
結
び
つ
く
わ
け
　
　
　
　
学
基
督
教
学
会
、
二
〇
〇
一
年
。

　
　
で
はな
い
。
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幽
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q
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四
岳
o
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＆
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什
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］
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①
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寓
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①
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．
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①
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］
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．
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］
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ω
O
鼠
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①
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℃
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＄
マ
Φ
ω
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臼
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ぎ
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d
°
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げ
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窃
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O
篭
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脳
ミ
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§
§
§
勢
、
毎
蜜
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§
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亭
い
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9
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O
§
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偶
黙
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①
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①
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き
o
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四
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U
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§
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§
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誉
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℃
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興
］
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o
づ
ぴ
q
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ミ
ミ
§
ミ
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o
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冨
9
同
8
　
　
　
　
　
ミ
特
ミ
§
愚
ミ
辞
ω
Φ
巨
”
H
O
O
♪
や
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。
。
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O
訣
．
以
降
、
上
掲
論
文
集
を
ト
恥

　　
℃
o
凶
艮
ω
）
り
ω
Φ
巳
劃
H
8
。
。
（
o
艮
o
q
°
H
O
詮
）
陰
杉
村
靖
彦
、
「
第
三
章
　
く
よ
　
　
　
　
と
略
記
。

　
　き
生
V
を
求
め
て
」
『
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
思
想
ー
意
味
の
探
　
　
　
（
1
6
）
　
詳
し
く
は
拙
稿
「
反
省
と
顕
現
」
（
前
掲
）
第
二
章
第
三
節
を
参
照
。

　
　索
』
、
創
文
社
、
一
九
九
八
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
［
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㊤
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α
］
㌘
N
メ

（8
）
　
た
だ
し
次
の
論
文
集
で
は
、
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
言
語
論
と
倫
理
思
　
　
　
（
1
8
）
　
ロ
㊤
O
N
巴
㌘
ω
9

　
　
想と
の
接
点
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ぎ
ミ
肉
母
o
§
、
締
　
　
（
1
9
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口
㊤
『
討
］
眉
μ
㊤
映
こ
［
H
㊤
謡
び
］
娼
゜
b
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O
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跨

　
　

9
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O
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§
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、
§
O
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殊
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｝
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岸
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①
け
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ロ
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（
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］
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菖
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①
．

（9
）
　
中
期
リ
ク
ー
ル
の
聖
書
言
語
論
の
構
造
お
よ
び
展
開
の
詳
細
は
、
　
　
　
（
2
2
）
　
こ
こ
に
は
フ
ォ
ン
ー
ー
ラ
ー
ト
の
影
響
が
窺
え
る
。
淘
婁
壽

　
　
以
下を
参
照
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現
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6
）
　
最
も
代
表
的
な
論
考
は
、
七
十
五
年
の
シ
カ
ゴ
大
学
で
の
講
義
を
　
　
　
　
H
ミ
朝
も
．
b
。
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　ま
と
め
た
以
下
の
講
義
録
で
あ
る
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