
四

世
紀イ
ラ
ク
に
お
け
る
地
域
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

　
　ー
そ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
自
己
意
識
ー

武　
藤
　
慎
　
　
一

序
論

　
近代
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
個
々
の
地
域
の
人
々
と
初
め
て
接
触
す
る
際
、
世
界
宗
教
（
普
遍
）
と
地
域
文
化
（
特
殊
）
の
出
会
い
と

いう
構
図
が
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
自
体
に
必
然
的
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
反
対
の
構
図

の

場合
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
興
味
深
い
問
い
に
答
え
て
く
れ
得
る
の
が
、
四
世
紀
の
イ

ラ
ク
で
あ
る
。
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
も
言
え
る
広
大
な
版
図
を
有
し
た
、
強
力
な
サ
サ
ン
朝
治
下
の
諸
地
域
の
一
つ
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
が
ペ
ル
シ
ア
帝
国
内
の
少
数
派
と
し
て
の
ア
ラ
ム
語
圏
の
住
民
と
土
着
の
セ
ム
文
化
の

共
通
の

基
盤
であ
っ
た
。
当
時
の
「
世
界
宗
教
」
た
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
体
制
側
の
力
を
伴
っ
て
彼
ら
の
地
域
に
入
っ
て
き
た
時
代
に
、

彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
当
時
、
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
研
究は
、
四
世
紀
前
半
に
ペ
ル
シ
ア
の
賢
者
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
著
し
た
『
論
証
』
に
映
し
出
さ
れ
た
、
彼
ら
の
自
己
意
識
を
扱
う
。

四
世
紀
イ
ラ
ク
に
お
け
る
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化
と
し
て
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キ
リ
ス
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五
〇

　
（
一
）
四
世
紀
イ
ラ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
の
背
景

　
本
研究
で
言
う
「
イ
ラ
ク
」
は
、
大
体
現
在
の
イ
ラ
ク
地
域
を
表
す
地
理
的
概
念
で
あ
る
。
テ
ィ
グ
リ
ス
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
の
間
に

挟ま
れ
た
地
域
を
指
し
、
こ
れ
は
古
代
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
バ
ビ
ロ
ニ
ア
地
域
に
あ
た
る
。
四
世
紀
イ
ラ
ク
の
背
景
は
現
在
と
大
き
く
異

な
っ

て

いた
。
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
化
を
継
承
す
る
ア
ラ
ム
人
は
、
支
配
者
側
の
ペ
ル
シ
ア
人
と
は
異
な
る
民
族
だ
っ
た
。
宗
教
的
に

も
、
古
来
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
宗
教
は
キ
リ
ス
ト
教
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
た
が
、
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
を
国
教

と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
同
様
に
ア
ラ
ム
語
を
使
用
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
は
違
っ
て
、
サ
サ
ン
朝
か
ら
迫
害
を
受
け
た
。

言
語的
に
は
、
ア
ラ
ム
語
は
セ
ム
語
族
に
属
し
、
そ
の
方
言
の
一
つ
で
あ
る
シ
リ
ア
語
が
、
ア
ラ
ム
語
を
話
す
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
共

通語
に
な
っ
て
い
た
。

　
（
二
）
研
究
史

　従
来
の
ペ
ル
シ
ア
・
．
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
は
、
そ
の
思
想
上
の
特
殊
性
を
巡
る
も
の
だ
っ
た
、
と
言
え
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そ
　

る
。
そ
の
地
域
的
独
自
性
を
こ
と
さ
ら
に
あ
げ
つ
ら
っ
た
り
、
逆
に
教
義
上
の
普
遍
性
を
過
度
に
強
調
し
た
り
す
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
紙
幅
の
制
約
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
卓
越
し
た
学
者
に
よ
る
三
つ
の
研
究
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　初
め
に
、
現
在
の
初
期
シ
リ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
研
究
全
体
の
方
向
性
を
決
定
付
け
た
の
は
、
一
九
七
五
年
に
著
さ
れ
た
マ
リ
ー
（
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

冨
霞
蜀
嘱
）
の
『
教
会
と
王
国
の
象
徴
』
で
あ
る
。
彼
は
研
究
対
象
を
無
理
に
外
か
ら
の
枠
組
み
に
は
め
込
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に

即し
た
研
究
方
法
を
採
っ
た
。
シ
リ
ア
語
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
特
徴
付
け
る
の
は
象
徴
に
よ
る
表
現
だ
が
、
と
か
く
曖
昧
だ
と
し
て
、

従来
の
研
究
は
こ
れ
を
敬
遠
し
て
い
た
。
こ
の
象
徴
を
シ
リ
ア
の
教
会
論
研
究
の
中
心
と
し
て
積
極
的
に
採
用
す
る
こ
と
で
、
シ
リ
ア
人



自
身
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
忠
実
に
聞
き
取
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
名
著
の
主
要
な
研
究
対
象
は
、
ペ
ル
シ
ア
の
賢
者
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

フ
ラ
ハ
ト
と
ニ
シ
ビ
ス
の
エ
フ
ラ
イ
ム
だ
っ
た
。

　
更に
、
こ
の
方
法
論
を
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
キ
リ
ス
ト
論
に
対
象
を
絞
っ
て
適
用
し
た
の
が
ブ
ル
ン
ス
（
勺
゜
b
d
昌
5
ω
）
の
『
ペ
ル
シ
ア
の
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ね

者
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
キ
リ
ス
ト
像
』
で
あ
る
。
こ
の
一
九
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
研
究
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
ア
フ
ラ
ハ
ト
研
究
の
白
眉
、

と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
初
期
シ
リ
ア
教
会
の
研
究
者
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
圏
と
の
関
係
を
重
視
す
る
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
関
係
を
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

視
す
る
も
の
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
大
別
で
き
る
が
、
ブ
ル
ン
ス
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
と
の
関
係
を
重
視
す
る
、
と
い
う
第
三
の
道
を
採
っ

て
いる
。
即
ち
彼
は
、
シ
リ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
の
背
景
と
し
て
土
着
の
文
化
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
の
独
自
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
の

であ
る
。
た
だ
勿
論
、
ブ
ル
ン
ス
も
そ
の
自
己
意
識
を
直
接
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
最
後に
、
そ
の
肝
心
の
直
接
我
々
の
主
題
を
扱
っ
た
研
究
だ
が
、
残
念
な
が
ら
現
在
に
至
る
ま
で
殆
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
稀
少
な
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

外
と
し
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
（
ω
゜
℃
°
切
同
O
O
評
）
の
論
文
「
サ
サ
ン
朝
帝
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
（
一
九
八
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
研
究
は
、
シ
リ
ア
人
自
身
が
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
点
で
、
瞠
目
に
値
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
期
間
を
研
究
対
象
に
据
え
て
い
る
こ
の
短
い
論
文
で
は
、
最
初
期
の
証
人
で
あ
る
ア
フ
ラ
ハ
ト
だ
け
に
十
分
な
紙
幅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
も

を
割
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
、
現
時
点
で
は
、
リ
ュ
ー
（
｝
°
嵐
゜
ζ
2
）
が
最
近
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
ロ
ー
マ
帝
国
を
対
象
に
行
っ

　
　
　
　
　
ハ
ユ

た

詳
細な
研
究
の
ペ
ル
シ
ア
帝
国
版
は
、
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
は
、
そ
の
最
初
期
の
部
分
を
扱
う
こ
と
で
、
研
究
史

上
の欠
け
を
補
う
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
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五
二

　
（
三
）
著
者
と
著
作

　
古
来

「
ペ
ル
シ

ア

の

賢者
」
と
贈
り
名
さ
れ
た
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
、
ペ
ル
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼

の

教
会
の

所
在地
、
教
会
内
の
位
階
を
含
む
、
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
の
子
細
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
は
恐
ら
く
、
二
六
〇
年
か
ら
二
七

五年
の
間
に
生
ま
れ
、
三
四
五
年
の
後
、
間
も
な
く
し
て
死
去
し
た
。
彼
の
著
作
『
論
証
』
は
、
ペ
ル
シ
ア
教
会
及
び
正
統
派
シ
リ
ア
・

キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
を
直
接
表
す
現
存
す
る
最
古
の
資
料
で
、
四
世
紀
前
半
ま
で
の
思
想
内
容
を
窺
い
知
り
得
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

『論証
』
は
二
十
三
章
か
ら
な
り
、
最
初
の
十
章
が
三
三
七
年
、
次
の
十
二
章
が
三
四
四
年
に
書
か
れ
、
最
終
章
が
翌
三
四
五
年
に
付
加
さ

れた
。
こ
の
最
後
の
一
章
は
元
来
、
意
図
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　そ
の
内
容
は
、
当
時
の
政
治
的
状
況
を
反
映
し
て
い
て
、
特
に
後
半
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
反
駁
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
。
キ
リ
ス
ト
教

徒
の

場合
と
は
異
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
ペ
ル
シ
ア
の
国
家
か
ら
迫
害
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
ら
は
ペ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

シ
ア
の
側
に
立
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
対
峙
し
て
い
た
、
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

フ
ラ
ハ
ト
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
論
争
は
極
め
て
理
性
的
で
、
教
父
の
中
で
最
も
良
識
的
と
言
わ
れ
る
。

　
（
四
）
研
究
方
法

　
本
研究
も
、
基
本
的
に
は
ブ
ル
ン
ス
ら
の
立
場
を
継
承
し
て
、
ペ
ル
シ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
言
語
文
化
的
背
景
を
重
視
す
る
。
し

かし
、
従
来
の
研
究
で
は
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
一
方
で
、
ペ
ル
シ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
が
独
自
性
を
有
す
る
こ
と
は
確

実
だ
と
し
て
も
、
他
方
で
は
い
く
つ
か
の
点
で
非
常
に
普
遍
的
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
普
遍
性
と
独
自
性
と
は
い
か
な
る
関
係
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
肝
要
な
問
題
は
、
是
非
と
も
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
方
法
論
的
に
よ
り
一
層



周
到
な
用
意
が
要
請
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
研
究
は
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
二
つ
の
切
り
口
を
採
る
。

　第
一
に
、
人
称
代
名
詞
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
側
の
自
己
意
識
を
分
析
す
る
。
ま
ず
、
彼
ら
が
「
私
た
ち
」
や
「
あ
な
た
が
た
」

と
言
う
場
合
、
そ
の
総
体
の
及
ぶ
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
彼
ら
が
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て

い
た
か
、
を
観
察
し
得
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
一
人
称
単
数
の
代
名
詞
の
使
用
か
ら
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
、
そ
の
複
数
、
つ
い
で
二
人
称
と
い
っ
た
具
合
に
、
必
要
に
応
じ
て
順
次
研
究
を
進
め
て
い
く
。

第
二
に
、
彼
ら
自
身
の
土
地
に
対
す
る
言
及
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
観
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
一
瞥
す
る
に
、
ア
フ
ラ

ハト
は
地
域
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
イ
ラ
ク
地
域
の
固
有
名
詞
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ

に
縁
が
深
い
人
物
の
そ
れ
も
逐
一
、
手
掛
か
り
と
し
て
辿
っ
て
、
地
域
に
対
す
る
彼
ら
の
意
識
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

一　

理
念と
し
て
の
普
遍

　
（
國
）
普
遍
性
の
主
張

　当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
『
論
証
』
の
著
者
と
し
て
、
一
人
称
単
数
の
「
私
」
で
も
っ
て
語
り
始
め
る
。
し
か
し
次
に
、

語
感
の相
違
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
ず
に
、
複
数
の
「
私
た
ち
」
を
急
に
使
い
出
す
。
そ
の
後
ま
た
、
自
ら
を
指
す
に
「
私
」
で
も
っ
て
し
、

更
に
再
度
「
私
た
ち
」
、
と
い
う
具
合
に
延
々
と
続
い
て
い
く
。
つ
ま
り
『
論
証
』
で
は
、
著
者
を
表
す
一
人
称
単
数
と
複
数
と
が
相
互
互

換的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
「
私
た
ち
」
と
言
う
時
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
「
教
会
全
体
」
で
あ
る
。

　従
っ
て
、
彼
自
身
が
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
時
で
さ
え
も
、
個
人
の
背
後
に
こ
の
集
団
的
自

四

世
紀イ
ラ
ク
に
お
け
る
地
域
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



五
四

己

意識
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
常
に
弁
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
こ
れ
ら
を
私
は
、
自
分
が
捉
え
た
こ
と
に
従
っ
て
書
い
た
。
た
と
い
、
誰
か
が
こ
れ
ら
の
講
話
を
読
ん
で
、
自
分
の
考
え
に
合
致

し
な
い
言
葉
を
見
出
す
と
し
て
も
、
彼
は
嘲
笑
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
章
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
人
の

人
の

考え
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
も
、
一
人
の
〔
聖
書
の
〕
読
者
の
確
信
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
教
会
全
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

考
え
と
信
仰
全
体
の
確
信
と
に
よ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
。

し
か
も
こ
れ
は
、
本
来
『
論
証
』
の
筆
を
置
く
予
定
だ
っ
た
第
二
二
章
の
末
尾
付
近
に
位
置
し
、
全
体
の
記
述
を
振
り
返
っ
た
重
要
な
く

　
　
　
　
ハ
は
　

だり
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
著
作
の
読
者
は
そ
の
内
容
を
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
著
者
の
教
会
全

体
と
の
自
己
同
一
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
主
張
は
こ
の
著
作
の
共
同
体
性
、
即
ち
普
遍
性
に
基
づ
い
た

も
の
、
と
言
え
る
。

　こ
の
個
人
と
集
団
と
の
相
互
互
換
性
は
、
読
者
を
表
す
二
人
称
の
場
合
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
『
論
証
』
は
元
々
、
あ
る
個
人
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

執筆
さ
れ
た
性
格
上
、
そ
の
読
者
は
頻
繁
に
「
我
が
愛
す
る
者
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
複
数
の
「
我
が
兄
弟
た
ち
」
や
「
我
ら

の

兄弟
た
ち
」
、
「
教
会
の
子
ら
」
等
と
い
う
呼
称
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
か
ら
そ
の
仲
間
宛
の
私
的
な
手
紙
が
い
つ
の
間
に

か
、
一
種
の
「
公
同
書
簡
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
間
の
私
信
が
共
同
体
間
の
公
共
の
教
え
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

逆も
言
え
る
。

　こ
の
『
論
証
』
の
公
同
性
は
、
一
体
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
用
語
「
教
会
全
体
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
指
し



て

いる
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
そ
の
共
同
体
が
「
あ
ら
ゆ
る
言
語
」
と
「
あ
ら
ゆ
る
民
族
」
か
ら
構
成
さ
れ
、
彼
の
民
が
世
界
の
「
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

ゆ
る
地
域
」
に
い
る
、
と
断
言
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
彼
な
い
し
彼
ら
が
創
作
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ダ
ニ
エ
ル
書
七
章
を

始め
と
し
て
、
聖
書
の
至
る
所
に
見
ら
れ
る
定
式
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
普
遍
性
を
主
張
す
る
背
景

　
一
体
な
ぜ
、
ペ
ル
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
自
ら
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
い
か
な
る
言
語
文
化
的
背
景
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
こ
こ
で
の
重
要
語
で
あ
る
「
民
」
、
「
民
族
」
（
げ
旨
B
倒
）
は
シ
リ
ア
語
で
は
特
有
の
用
法
が
あ
り
、
注
目
に

値す
る
。
そ
の
単
数
形
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
時
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
民
族
」
、
即
ち
「
神
の
選
民
」
を
指
す
。
そ
の
複
数
形
（
げ
日
目
似
）
は
ユ

ダ
ヤ

人
以
外
の

「あ
ら
ゆ
る
民
族
」
、
即
ち
「
諸
民
族
」
、
「
異
邦
人
」
や
「
異
教
徒
」
を
指
す
。
こ
れ
は
英
語
で
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、
．
昏
Φ

娼
Φ

o覧
Φ
、
、
、
．
。
昏
Φ
b
①
o
艮
①
ω
、
．
に
当
た
る
。
当
然
、
ア
ラ
ム
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
民
族
的
分
類
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り

　
他方
で
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
が
「
私
た
ち
は
偶
像
か
ら
離
れ
、
我
ら
の
父
た
ち
が
私
た
ち
に
残
し
た
も
の
を
偽
物
と
呼
ん
だ
」
と
述
べ

て

いる
。
『
論
証
』
の
中
で
は
稀
有
な
用
例
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
我
ら
の
父
た
ち
」
（
、
昏
げ
騨
四
旨
）
は
本
来
の
語
義
で
あ
る
血
族
と

し
て
の
先
祖
た
ち
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
は
な
く
、
異
教
徒
出
身
と
い
う
自
己
意

識を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
リ
ア
語
で
は
固
有
名
詞
の
「
ア
ラ
ム
人
」
（
ビ
ぱ
　
　
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
簿
同
鋤
ヨ
β
o
矯
鋤
）
が
、
同
一
の
綴
り
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

、
、

”胃
目
曙
倒
、
、
と
短
め
に
発
音
す
る
だ
け
で
「
異
教
徒
」
の
意
味
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
い
き
お
い
シ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
リ

ア
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
世
界
の
「
あ
ら
ゆ
る
民
族
」
の
側
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
よ
っ
て
、

四

世
紀イ
ラ
ク
に
お
け
る
地
域
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



五
六

彼ら
の
自
己
意
識
の
普
遍
化
、
非
ア
ラ
ム
化
（
国
ロ
け
画
冨
日
似
ω
§
§
σ
q
）
が
促
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
十
分
に
合
点
が
行
く
。

　
（
三
）
普
遍
性
の
た
め
の
方
策

　と
は
言
っ
て
も
、
彼
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
自
ら
そ
う
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
な
存
在
に
は
、
到
底
見
え
な
い
。
実
際
に
は
、
ペ
ル
シ

ア

帝国
で
は
所
詮
、
と
あ
る
地
方
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
一
つ
で
、
し
か
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
後
塵
を
拝
す
る
、
た
だ
の
ア
ラ
ム
人
に
過
ぎ
な

か
っ

た

から
で
あ
る
。
自
ら
を
「
非
ア
ラ
ム
化
」
し
て
、
そ
の
普
遍
性
を
首
肯
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
方
策
が
必
要
だ
っ
た
。

　そ
の
た
め
の
第
一
歩
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
彼
ら
の
「
父
」
（
父
祖
）
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
現
実

の

父
た
ち
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
異
教
徒
だ
っ
た
の
で
、
宗
教
上
の
「
父
祖
」
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
父
祖
ヤ
コ
ブ
か
ら

更
に
遡
っ
て
、
彼
の
祖
父
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
そ
の
「
父
祖
」
に
担
い
だ
の
で
あ
る
。
実
際
、
創
世
記
で
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
に
選
ば
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ア
ラ
ム
人
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
父
と
呼
ば
れ
た
人
物
な
の
で
、
正
に
そ
れ
に
は
適
任
で
あ
る
。
ア
ラ
ム
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
ユ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

ヤ

人と
共
通
の
父
祖
を
持
つ
こ
と
で
、
彼
ら
と
並
ん
で
神
の
民
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る
基
盤
を
首
尾
よ
く
手
中
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　し
か
し
彼
ら
は
、
神
の
民
と
し
て
の
地
歩
を
占
め
た
だ
け
で
は
、
満
足
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
講
じ
た
次
な
る
手
立
て
は
、
そ
の
特
権

的
地
位
の
独
占
化
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
神
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
、
神
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

神
の
民
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
な
き
今
、
彼
ら
の
も
の
を
引
き
継
い
だ
の
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
、
と
い
う
。
彼
ら
に
取
っ
て
代
わ
り
得
る

の
は
、
異
邦
人
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
お
い
て
他
に
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
旧
約
の
族
長
た
ち
や
他
の
聖
徒
た
ち
は
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

な
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
「
父
た
ち
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
勿
論
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
直
接
の
先
祖
た
ち
も
含
ま
れ
る
。
実
際
、
『
論
証
』
に
お

い
て
こ
の
「
父
た
ち
」
と
い
う
語
は
、
大
抵
こ
の
転
義
的
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
果
て
は
、
か
の
ヤ
コ
ブ
で
さ
え
「
我
ら
の
父
」
と

’



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
こ
に
、
自
己
の
過
去
の
「
脱
構
築
」
、
及
び
再
構
築
と
い
う
彼
ら
の
企
図
が
、
つ
い
に
完
成
を
見
た
。
こ
れ
は
歴
史
的
意
義
を
持
つ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
け

け
で
は
な
く
、
同
時
に
教
会
と
い
う
、
地
理
的
に
も
世
界
に
広
が
る
共
同
体
と
の
自
己
同
一
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
わ
ば
、

民
族
集団
（
ア
ラ
ム
人
）
か
ら
宗
教
集
団
（
普
遍
教
会
）
へ
の
自
己
意
識
の
転
換
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
方
策
そ
の
も
の
は
彼
ら
の
独
創

では
全
く
な
く
、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
を
始
め
と
す
る
新
約
で
、
パ
ウ
ロ
が
考
案
し
た
も
の
を
忠
実
に
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
現実
と
し
て
の
特
殊

　
（
一
）
地
域
へ
の
執
着

　
『
論
証
』
全
編
に
わ
た
っ
て
最
も
多
く
登
場
す
る
人
名
の
一
つ
は
、
預
言
者
ダ
ニ
エ
ル
で
あ
る
。
そ
の
回
数
は
、
パ
リ
ゾ
ー
の
校
訂
版
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

六
〇〇
コ
ラ
ム
中
、
実
に
八
十
五
回
に
も
上
る
。
ま
た
、
容
易
に
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
原
曲
ハ
が
大
部
分
ア
ラ
ム
語
の
ダ
ニ
エ
ル
書
も
頻

繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
延
々
と
続
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
、
『
論
証
』
中
の
聖
書
か
ら
の
引
用
で
最
長
の
個
所
も
、
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
リ

ニ

エ
ル書
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ダ
ニ
エ
ル
が
中
心
的
に
活
躍
し
た
地
域
こ
そ
が
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
第
五
章
で
は
、

バビ
ロ
ニ
ア
と
ペ
ル
シ
ア
に
関
連
す
る
聖
書
記
事
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
耳
目
を
引
く
。
そ
こ
で
も
、
ダ
ニ
エ
ル
書
の
記
事
が
エ
ス
テ
ル

記
の

記事
と
並
ん
で
、
全
体
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

　同
様
の
こ
と
は
、
エ
ス
テ
ル
記
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
る
「
エ
ス
テ
ル
」
や
「
モ
ル
デ
カ
イ
」
、
そ
の
敵
「
ハ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
リ

ン
」
と
い
っ
た
人
名
が
、
「
バ
ビ
ロ
ニ
ア
」
や
「
ペ
ル
シ
ア
」
と
い
っ
た
地
名
を
伴
っ
て
度
々
、
見
受
け
ら
れ
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
し
て
み

四

世
紀イ
ラ
ク
に
お
け
る
地
域
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



五
八

れば
、
地
元
が
舞
台
と
な
っ
た
物
語
に
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
実
際
、
殆
ど
の
教
父
た
ち
が
ロ
ー
マ

帝
国
内
に
居
住
し
て
い
た
中
で
、
現
地
在
住
の
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
ダ
ニ
エ
ル
書
と
エ
ス
テ
ル
記
の
多
用
は
、
傑
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

　メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
北
部
に
関
し
て
も
、
古
代
帝
国
の
名
「
ア
ッ
シ
リ
ア
」
や
そ
の
王
「
セ
ン
ナ
ケ
リ
ブ
」
、
そ
の
首
都
「
ニ
ネ
ヴ
ェ
」
の
名

が
散見
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
ら
が
属
す
る
集
団
の
居
住
地
域
に
対
す
る
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
特
別
な
意
識
が
現
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
。

　
（
二
）
特
殊
な
「
普
遍
性
」

　こ
の
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
地
域
へ
の
執
着
は
、
先
に
見
た
普
遍
性
の
主
張
の
中
で
さ
え
も
見
て
取
れ
る
。
彼
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
父
祖
に
仰
い

だ
の

だ
っ

たが
、
そ
も
そ
も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
神
の
召
命
を
授
か
っ
た
の
は
、
創
世
記
一
二
・
一
ー
四
の
言
う
「
ハ
ラ
ン
」
で
は
な
く
、
「
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
リ

ル
デア
の
ウ
ル
」
だ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
諸
民
族
の
父
と
さ
れ
た
の
が
、
ま
だ
「
カ
ル
デ
ア
」
（
バ

ビ

ロ

ニア
）
に
い
た
時
期
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
よ
り
も
更
に
一
目
瞭
然
な
の
が
、
も
う
一
人
の
父

祖
、
つ
ま
り
「
あ
ら
ゆ
る
民
族
」
の
大
洪
水
後
の
始
祖
と
さ
れ
た
、
ノ
ア
の
場
合
で
あ
る
。
『
論
証
』
で
は
、
ノ
ア
も
ま
た
「
カ
ル
デ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な

ウ
ル
」
で
暮
ら
し
て
、
死
去
し
た
と
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
創
世
記
に
は
そ
ん
な
記
述
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
時
に
過

剰な
ま
で
に
、
自
ら
の
地
域
と
の
何
ら
か
の
繋
が
り
を
発
見
す
る
構
え
で
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
聖
書
個
所
を
読
ん
で
い
た
、
と
思
わ
れ

る
。

　こ
れ
と
は
対
照
的
な
の
が
、
彼
の
政
治
的
支
配
者
で
あ
る
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
扱
い
で
あ
る
。
地
域
に
対
し
て
見
ら
れ
た
親
近
性
が
、

ペ
ル
シ

ア帝
国
に
対
し
て
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
、
確
か
に
「
ペ
ル
シ
ア
」
と
そ
れ
に
関
連
す
る
人
名
に
比
較
的
よ
く

言
及
す
る
が
、
そ
れ
は
意
外
な
こ
と
に
当
時
の
サ
サ
ン
朝
で
は
な
く
、
旧
約
の
舞
台
と
な
っ
た
古
代
の
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
に
、
ほ



　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ね

ぼ
限定
さ
れ
て
い
る
。

　し
か
し
、
そ
の
稀
有
な
例
外
の
一
つ
が
、
一
四
・
一
に
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
次
の
よ
う
に
『
論
証
』
の
宛
て
先
を
記
す
中
で
、
サ
サ

ン朝
の
首
都
で
あ
る
二
重
都
市
セ
レ
ウ
キ
ア
ー
ー
ク
テ
シ
フ
ォ
ン
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

　
「
…
…
主
教
た
ち
、
司
祭
た
ち
、
輔
祭
た
ち
、
そ
れ
に
あ
な
た
が
た
の
所
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
教
会
の
子
ら
へ
。
ま
た
、
セ
レ
ウ
キ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ソ

と
ク
テ
シ
フ
ォ
ン
、
及
び
様
々
な
場
所
に
い
る
神
の
民
全
体
へ
」
。

こ
こ
で
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
「
神
の
民
全
体
」
と
い
う
全
体
的
な
表
現
を
好
む
も
の
の
、
読
者
と
し
て
実
際
に
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、

あ
る
特
定
の
集
団
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
今
回
の
場
合
は
、
首
都
の
教
会
が
関
心
の
的
だ
っ
た
よ
う
に
、
彼
の
関
心
は
あ
る
特
定
の
場

所
の

特定
の
教
会
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
分
た
ち
の
普
遍
性
を
理
念
と
し
て
盛
ん
に
主
張
し
て
は
い
て
も
、
現
実

に
は
諸
民
族
の
扱
い
方
に
明
白
な
偏
向
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
と
さ
ら
に
驚
く
必
要
は
な
い
。
こ
の
点
で
の
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
特
殊
性

は
、
同
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
教
父
と
比
較
す
れ
ば
、
一
層
明
白
に
な
る
。

　
（
三
）
噴
出
す
る
特
殊
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

　そ
の
偏
向
が
頂
点
に
達
す
る
の
が
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
ダ
ニ
エ
ル
書
七
章
の
解
釈
で
あ
る
。
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
場
合
と
は
違
っ
て
、

そ
こ
で
の
エ
ド
ム
人
へ
の
い
れ
こ
み
よ
う
は
尋
常
で
な
い
。
エ
ド
ム
人
と
は
、
ヤ
コ
ブ
の
兄
エ
サ
ウ
の
子
孫
と
さ
れ
る
民
族
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
他
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
民
族
が
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
歴
史
思
想
に
お
い
て
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

四

世紀
イ
ラ
ク
に
お
け
る
地
域
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

であ
る
。
と
い
う
の
も
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
、
こ
の
エ
ド
ム
人
こ
そ
が
、
か
の
ロ
ー
マ
人
の
先
祖
だ
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。
彼
は
、
ダ
ニ

エ
ル
が見
た
預
言
的
幻
の
中
の
四
頭
の
獣
を
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
と
解
す
る
。
そ
の
歴
史
神
学
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

る
と
、
世
界
の
最
終
的
な
支
配
国
は
ロ
ー
マ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
後
代
の
シ
リ
ア
教
父
た
ち
と
同
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
教
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

た
ち
の
見
解
に
鑑
み
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
つ
画
期
的
な
解
釈
で
あ
る
。

　そ
れ
で
は
な
ぜ
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
全
て
の
国
々
に
対
す
る
ロ
ー
マ
人
の
優
越
を
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
単
純
明
快
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

彼ら
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
聖
な
る
民
」
と
さ
え
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
『
論
証
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

と
い
う
半
ば
公
共
の
書
の
中
で
、
「
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
王
な
る
キ
リ
ス
ト
」
と
語
る
時
、
同
じ
く
彼
が
語
る
「
西
方
の
我
ら
の
兄
弟
た
ち
」

と
関
連
付
け
て
、
そ
の
王
権
の
意
味
深
長
さ
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
論
証
』
執
筆
当
時
、
ペ
ル
シ
ア
帝
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
置

か
れ
て

い
た

危う
い
政
治
的
状
況
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の
重
大
さ
は
い
や
ま
す
。

　
三
＝
二
年
か
ら
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
化
は
、
な
に
も
教
会
に
と
っ
て
好
都
合
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
不
都
合
を
も
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な

ら
し
た
。
ロ
ー
マ
の
宿
敵
が
、
そ
の
敵
意
の
矛
先
を
突
如
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
向
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
宿
敵
と
は
勿
論
、
三

世紀
か
ら
間
断
な
く
対
ロ
ー
マ
戦
争
を
仕
掛
け
て
き
た
ペ
ル
シ
ア
帝
国
で
あ
る
。
『
論
証
』
は
前
述
の
よ
う
に
、
三
三
七
年
か
ら
三
四
五
年

と
い
う
、
正
に
こ
の
図
式
が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
、
三
回
に
分
か
れ
て
書
か
れ
た
。
確
か
に
『
論
証
』
自
体
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
迫

害と
彼
ら
の
国
家
に
対
す
る
姿
勢
と
の
直
接
の
関
連
性
を
示
す
証
拠
は
な
い
が
、
そ
れ
が
激
化
し
て
い
く
様
子
は
十
分
に
読
み
取
る
こ
と

　
　
　
ハ
タ

が
でき
る
。
し
か
し
、
本
来
ペ
ル
シ
ア
帝
国
は
、
異
民
族
、
他
宗
教
に
寛
容
な
伝
統
に
立
つ
国
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
ペ
ル
シ
ア
を
熾

烈な
迫
害
へ
と
駆
り
立
て
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
相
応
の
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
親
ロ
ー
マ
的
態
度
が
、
ロ
ー

マと
正
に
交
戦
状
態
に
あ
っ
た
ペ
ル
シ
ア
側
を
刺
激
し
た
と
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
偉
大
な
王
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
ニ



世

（三〇
九
ー
三
七
九
年
在
位
）
ほ
ど
の
人
物
が
こ
の
後
、
終
生
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
疑
念
を
抱
き
、
迫
害
を
継
続
し
た
の
も
、
至
極
当
然

であ
る
。

’

結
び

　
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
旧
約
の
先
人
た
ち
と
の
一
体
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
同
時
に
一
般
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
差
異
化
を
図
っ
て
い
る
。
他
方
、

当
時
の
支
配
者
た
る
サ
サ
ン
朝
と
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
空
間
的
に
は
所
属
す
る
国
家
に
対
す
る
無
関
心
を
装
う
一
方

で
、
時
間
的
に
は
血
統
上
の
祖
先
を
超
え
て
、
理
念
上
の
父
祖
た
ち
と
の
連
続
性
を
強
く
意
識
す
る
。
つ
ま
り
、
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
自
己
意
識
と
し
て
は
、
普
遍
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
の
点
で
は
、
帝
国
内
で
の
立
場
が

正
反
対
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
た
。

　し
か
し
、
こ
の
彼
ら
の
主
張
と
現
実
と
の
問
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
方
策
が
必

要
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
選
ん
だ
方
策
の
立
て
方
か
ら
も
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
方
策
自
体
が
地
域
に
密
着
し
た
も
の
だ
っ

た
。
理
念
上
の
「
あ
ら
ゆ
る
民
族
」
を
超
え
て
、
現
実
の
居
住
地
域
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
抱
き
、
そ
の
政
治
的
・
軍
事
的
解
放
者
と

し
て
の
ロ
ー
マ
の
「
兄
弟
た
ち
」
に
強
く
期
待
し
て
い
る
。
現
実
に
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
普
遍
性
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
的
特

殊性
が
に
じ
み
で
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
他
の
民
族
宗
教
と
同
様
に
、
特
定
の
地
域
文
化
を
代
表
す
る
宗
教
と
し
て
の
ペ
ル
シ
ア
・
キ
リ

スト
教
の
独
自
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ペ
ル
シ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
は
、
こ
の
理
念
と
現
実
の
両
面
を
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
従
来
の
研
究
は

四

世紀
イ
ラ
ク
に
お
け
る
地
域
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



六
二

こ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
方
を
扱
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
彼
ら
の
独
自
性
と
い
う
長
年
の
間
争
わ
れ
て
き
た
問
題
に
対
し

て
、
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
判
断
を
下
す
弊
害
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
本
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ペ
ル
シ
ア
の
キ
リ
ス

ト
教
の
特
徴
は
、
普
遍
性
の
理
念
と
特
殊
性
の
現
実
と
が
共
存
し
て
い
る
点
に
こ
そ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
4
）
　
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
よ
る
象
徴
そ
の
も
の
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
拙
論

（1
）
　
こ
う
い
っ
た
研
究
の
代
表
者
と
し
て
は
、
バ
ー
キ
ッ
ト
が
挙
げ
ら
　
　
　
　
「
ア
フ
ラ
ハ
ト
に
お
け
る
神
の
下
降
と
人
間
の
上
昇
ー
解
釈
学
的

　
　
れ
る
。
彼
は
二
つ
の
著
作
の
中
で
、
シ
リ
ア
の
思
想
家
の
中
で
も
特
　
　
　
　
観
点
か
ら
ー
⊥
『
基
督
教
学
研
究
』
第
一
九
号
（
一
九
九
九
年
）
、
三

　　
に
ア
フ
ラ
ハ
ト
を
絶
賛
し
、
彼
の
思
想
の
独
自
性
を
強
調
し
た
（
周
゜
　
　
　
　
九
－
五
七
頁
参
照
。

　

0鑓
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。
a
野
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茸
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さ
9
誌
欝
ミ
蝉
§
寒
§
さ
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5
）
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誌
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憂
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讐
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d
o
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ぴ
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餌
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固
こ
建
§
蜜
紺
§
9
誌
§
ミ
爵
”
い
o
巳
o
目
H
o
ゴ
昌
竃
ロ
旨
p
ざ
　
　
（
6
）
　
よ
り
詳
細
に
は
、
拙
著
『
聖
書
解
釈
と
し
て
の
詩
歌
と
修
辞
ー

　

H㊤鼠
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
リ
ア
教
父
エ
フ
ラ
イ
ム
と
ギ
リ
シ
ア
教
父
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス

（2
）
　
こ
ち
ら
の
代
表
は
、
フ
ォ
ル
ジ
ェ
だ
ろ
う
。
彼
は
歴
史
的
な
部
分
　
　
　
　
1
⊥
東
京
（
教
文
館
）
、
二
〇
〇
四
年
、
二
九
－
三
一
頁
参
照
。

　　
で
は
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
生
涯
と
著
作
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
を
行
っ
た
　
　
　
（
7
）
　
ω
Φ
ぴ
器
け
冨
ロ
即
b
d
「
o
o
F
、
、
0
畔
団
ω
試
雪
ω
営
昏
o
ω
四
舞
艮
餌
口

　
　
が
、
神
学
的
な
部
分
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
基
準
に
し
て
彼
の
　
　
　
　
国
目
且
『
o
”
諺
O
霧
o
o
h
U
凶
く
達
Φ
Ω
い
o
冨
圧
Φ
ω
．
．
”
ぎ
”
ω
9
四
唇
冨
Φ
巧
ω

　
　
思
想
の
中
に
正
統
教
義
を
確
認
し
、
若
干
の
点
に
関
し
て
は
そ
の
「
誤
　
　
　
　
（
①
e
”
沁
恥
帯
脳
§
§
賊
ミ
§
§
N
寒
蕊
職
撃
○
×
h
o
周
9
H
㊤
゜
。
b
。
”
H
山
り

　
　
謬
」
を
指
摘
し
て
い
る
（
冒
o
o
げ
⊆
ω
司
o
H
o
q
Φ
ぴ
b
鳴
ミ
ミ
恥
肺
゜
・
q
愚
駐
　
　
　
　
（
巨
ω
Φ
げ
器
け
凶
9
。
P
勺
゜
b
d
H
o
o
ぎ
魯
§
q
窓
葱
題
職
器
§
卜
黛
甘
毎
謡
購

　
　
魯
ミ
§
滞
智
帖
§
勢
窓
δ
§
婁
恥
§
誉
魯
蹄
貯
篭
8
－
き
s
ミ
§
噌
　
　
　
　
　
Q
ミ
§
国
曽
日
甥
げ
凶
お
”
＜
践
δ
≡
ヨ
し
㊤
。
。
蔭
）
°

　
　
い
o
＜
彗
洋
く
曽
巳
冒
昏
0
9
ヰ
9
時
窃
婚
H
。
。
。
。
さ
。
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
こ
れ
は
ま
た
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
の
著
作
を
彼
ら
の
自
己
理
解
を
研
究

（3
）
　
国
o
び
①
辞
ζ
霞
壁
ざ
臼
§
ぽ
甜
駄
O
ミ
§
魯
§
概
彗
§
、
ト
　
　
　
　
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
扱
う
場
合
の
、
方
法
論
上
の
困
難
さ
に
起

　
　
⑦
ミ
魯
§
寒
さ
趣
§
“
ぎ
ミ
§
誤
国
ω
0
9
。
叶
四
≦
餌
質
Ω
o
H
α
q
冨
ω
　
　
　
　
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
牢
Φ
ω
ω
b
8
緊
（
い
。
巳
8
“
9
喜
邑
α
q
Φ
d
巳
く
Φ
「
ω
尊
牢
①
ω
ρ
H
O
琶
゜
　
　
（
9
）
H
巳
穿
客
＝
Φ
ロ
”
9
基
§
§
寒
遷
§
§
き
鳴
瀞
ミ
葱
§
駄



　
　

O
§
§
o
・
勘
o
ミ
Q
§
　
§
讐
ミ
馳
O
図
h
o
巳
＼
乞
Φ
≦
肖
o
『
貯
O
×
h
o
噌
q
　
　
　
　
だ
っ
た
（
b
笥
§
O
蕊
ミ
§
§
器
H
り
H
（
勺
ω
］
°
蝸
α
）
）
。

　　
d
三
く
①
『
ω
凶
蔓
℃
お
ω
ρ
b
。
8
蔭
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
b
恥
§
O
蕊
言
§
ミ
禽
H
9
同
（
勺
o
o
H
り
¶
8
）
二
9
b
⊃
（
勺
o
o
ど
♂
㎝
γ

（
1
0
）
　
切
H
8
ぎ
、
．
O
ξ
凶
ω
匡
碧
ω
野
昏
Φ
ω
9
ω
9
巳
き
国
ヨ
覧
a
、
鰯
゜
。
参
照
。
　
　
　
（
1
7
）
　
b
軸
ミ
§
設
§
き
謡
爲
H
①
為
（
℃
ω
ど
刈
゜
。
H
Y

（1
1
）
冒
8
げ
乞
①
ロ
ω
ロ
Φ
が
奪
魯
ミ
ぎ
聾
§
織
智
§
ぎ
、
§
恥
Ω
討
蓼
爵
§
－
　
　
（
1
8
）
　
た
だ
、
『
論
証
』
の
中
に
は
後
者
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
ア
ラ

　
　斎
ミ
傍
隷
毎
愛
§
§
牒
ミ
さ
ミ
§
6
§
ミ
建
ぎ
斜
い
Φ
己
①
罠
国
’
旨
　
　
　
　
ム
語
話
者
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
は
、
「
シ
リ
ア
人
」
（
ω
q
曼
碧
似
）

　　
切
H
同
戸
同
零
ど
b
。
竃
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
別
の
用
語
の
方
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（1
2
）
　
『
論
証
』
で
は
通
常
、
一
人
称
は
著
者
、
二
人
称
は
読
者
に
相
当
す
　
　
　
（
1
9
）
　
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
、
他
の
「
諸
民
族
」
、
「
異
邦
人
」
と
自
己
同
一
化

　
　る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
シ
リ
ア
語
で
は
動
詞
の
変
化
形
で
人
称
　
　
　
　
し
、
「
見
よ
。
諸
民
族
に
属
す
る
、
こ
の
私
は
…
…
」
（
ゴ
倒
．
Φ
§
倒
巳
Φ
口

　　
が
分
か
る
の
で
、
普
段
は
代
名
詞
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
　
　
　
　
．
碧
日
昌
α
…
）
と
宣
言
し
て
い
る
（
b
恥
ミ
§
蔑
§
§
ミ
題
同
N
H
O
（
℃
ω

　
　け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
名
詞
が
使
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
強
意
表
　
　
　
　
H
”
。
。
8
）
）
。

　
　
現
であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
b
恥
ミ
o
蕊
譜
§
§
湧
H
ド
ω
（
勺
ω
ど
ミ
①
ソ

（1
3
）
b
恥
§
o
蕊
牒
§
ミ
§
跨
b
。
b
。
b
①
（
勺
o
o
ど
H
O
武
ω
e
°
本
研
究
で
使
用
し
　
　
（
2
1
）
今
や
、
「
（
ユ
ダ
ヤ
）
民
族
の
集
団
と
諸
民
族
の
集
団
」
（
b
恥
§
o
苧

　　
た
シ
リ
ア
語
テ
ク
ス
ト
は
、
H
8
目
①
ω
℃
輿
凶
ω
9
（
①
α
゜
＼
け
こ
嚇
　
　
　
無
§
§
§
跨
b
。
ど
H
ω
（
℃
o
D
ど
㊤
①
㎝
）
）
と
い
う
、
つ
こ
う
二
つ
の
神
の
国

　
　
奪
隷
§
騎
謎
智
馬
§
瀞
隷
§
恥
b
恥
ミ
o
蕊
ミ
職
o
醤
題
”
℃
讐
8
ざ
o
Q
冨
　
　
　
　
　
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
ω
博
㌶
8
（
H
勺
ω
）
螂
炉
］
°
I
N
”
勺
鋤
ユ
ω
凱
ω
”
国
貯
日
凶
ロ
ー
U
同
α
O
け
Φ
け
ω
O
O
詳
　
　
　
　
（
羽
）
　
特
に
、
b
鳴
ミ
o
蕊
ミ
誉
ミ
8
H
O
（
℃
ω
H
為
①
O
山
゜
。
艀
）
参
照
。

　
　
目
゜
。
罐
－
H
8
刈
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
こ
の
用
例
と
し
て
は
、
b
“
§
§
巴
§
§
蕊
8
企
㊤
（
℃
ω
ど
H
昭
）
輩
”

（14
）
　
こ
の
く
だ
り
全
体
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
「
ペ
ル
シ
ア
の
賢
者
」
ア
　
　
　
　
H
b
。
（
℃
ω
ど
H
①
H
）
噛
H
ρ
α
（
勺
ω
H
』
㎝
゜
。
）
参
照
。

　　
フ
ラ
ハ
ト
の
解
釈
学
」
『
基
督
教
学
研
究
』
第
一
七
号
（
一
九
九
七
　
　
　
（
2
4
）
b
恥
§
o
蕊
ミ
§
§
跨
声
α
（
勺
ω
ど
に
劇
）
°

　
年
）
、
七
七
－
八
七
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
ア
フ
ラ
ハ
ト
自
身
も
、
「
そ
し
て
私
た
ち
は
彼
（
神
）
に
と
っ
て
、

（1
5
）
　
そ
の
端
書
き
に
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
『
論
証
』
は
「
あ
な
た
が
　
　
　
　
礼
拝
者
た
ち
、
民
族
、
教
会
、
そ
し
て
聖
な
る
集
団
に
な
っ
た
」

　

聖
書
から
捉
え
た
こ
と
か
ら
何
か
、
私
に
説
明
し
て
下
さ
い
」
　
　
　
　
（
N
）
恥
ミ
O
蕊
恥
ミ
誉
§
題
N
Q
ゆ
鰯
①
］
°
（
勺
ω
b
コ
”
H
b
o
刈
）
）
と
表
現
し
て
い
る
。

　　
（
b
恥
§
。
蕊
譜
§
謡
禽
”
国
且
ω
8
冨
凶
ロ
8
旨
o
o
q
讐
o
同
圃
ω
弘
（
勺
ω
討
H
）
）
と
　
　
（
2
6
）
　
こ
の
校
訂
版
は
一
二
〇
〇
コ
ラ
ム
あ
る
が
、
う
ち
半
分
が
ラ
テ
ン

　

言う
、
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
求
め
に
応
じ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
　
　
　
　
語
訳
に
な
っ
て
い
る
。
ダ
ニ
エ
ル
の
三
人
の
仲
間
、
ハ
ナ
ン
ヤ
、
ミ

四

世
紀イ
ラ
ク
に
お
け
る
地
域
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



六
四

　　
シ
ャ
エ
ル
、
ア
ザ
ル
ヤ
等
、
関
係
者
の
名
も
含
め
る
と
、
そ
の
回
数
　
　
　
　
誉
ミ
§
蕊
N
醇
§
§
ミ
隷
ミ
轟
§
恥
鳶
O
－
亀
O
愚
蕊
S
6
ト

　　
は
更
に
膨
ら
む
。
な
か
で
も
頻
出
し
て
い
る
の
は
、
ダ
ニ
エ
ル
が
仕
　
　
　
　
勺
胃
団
ω
”
ζ
ω
蜂
暮
α
、
卑
＆
Φ
゜
。
諺
ロ
o
q
ロ
ω
餓
巳
Φ
目
Φ
ρ
b
。
O
O
ど
ω
認
山
㎝
゜
。
参

　
　
え
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
王
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ツ
ァ
ル
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
。

（27
）
　
こ
れ
は
、
ダ
ニ
エ
ル
書
九
・
一
ー
二
七
で
あ
る
（
b
愚
§
。
塁
ミ
§
ミ
塁
　
　
（
3
8
）
b
鳴
§
o
蕊
ミ
誉
謡
禽
μ
b
。
ω
（
勺
ω
ど
b
。
ω
b
。
ソ

　

HPo。1
同
O
（
℃
ω
H
》
o
。
刈
甲
o
。
o
。
H
）
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
b
恥
§
o
蕊
ミ
§
謡
禽
母
し
①
（
剛
ω
ど
8
リ
ソ

（
2
8
）
　
興
味
深
い
こ
と
に
、
ハ
マ
ン
が
主
人
公
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
頻
出
　
　
　
（
4
0
）
　
b
§
§
無
§
ぎ
ミ
禽
さ
。
H
b
ω
（
勺
ω
H
”
㊤
゜
。
°
。
）
°

　
　
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
当
時
の
ペ
ル
シ
ア
教
会
を
取
り
巻
く
政
治
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く

（2
9
）
　
ニ
ネ
ヴ
ェ
に
赴
い
た
預
言
者
と
し
て
は
、
ヨ
ナ
の
名
も
挙
げ
ら
れ
　
　
　
　
は
、
O
Φ
o
「
o
q
ρ
国
毒
”
、
、
N
9
お
嵩
σ
q
固
o
房
”
o
窪
凶
ω
0
7
Φ
p
ω
津
ロ
四
臨
o
口

　　
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
Φ
居
娼
ω
誘
凶
ω
o
げ
Φ
口
囚
貯
o
ず
Φ
凶
日
ω
．
尉
5
山
野
『
彗
二
昌
α
Φ
辞
．
．
噂
浴
騨

（3
0
）
b
鳴
§
o
蕊
§
§
苫
携
H
H
退
（
℃
ω
ど
膳
刈
刈
Y
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥
ミ
暮
蕊
、
§
§
譜
悉
題
ミ
さ
紺
り
H
（
H
り
゜
。
O
）
H
￥
認
参
照
。

（3
1
）
　
b
恥
§
§
無
§
§
ミ
禽
b
。
ρ
鼠
－
H
㎝
（
勺
ω
N
障
Y
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
論
証
』
で
特
徴
的
な
の
は
、
サ
サ
ン
朝
へ
の

（3
2
）
　
こ
の
奇
妙
な
沈
黙
は
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
が
サ
サ
ン
朝
を
意
図
的
に
無
　
　
　
　
言
及
が
僅
少
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
稀
少
な
例
外
が
、
王
名
の

　

視す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
対
す
る
無
関
心
の
姿
勢
を
誇
示
し
よ
う
と
　
　
　
　
「
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
（
二
世
）
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
フ
ラ
ハ
ト
は
こ

　
　
し
た
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
を
彼
の
著
作
年
を
ペ
ル
シ
ア
の
年
号
で
表
示
す
る
た
め
の
一
種
の
　
　
　
゜

（3
3
）
　
b
鳴
ミ
§
無
§
誉
§
禽
H
♪
H
（
勺
ω
H
”
朝
刈
゜
。
Y
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
号
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
と
一
緒
に
使
用
し
て
い
る
に
過
ぎ

（3
4
）
b
恥
ミ
§
防
譜
§
遷
霧
押
駐
凸
㎝
（
℃
G
D
ど
N
同
N
－
b
。
巽
）
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
。
『
論
証
』
全
体
の
最
末
尾
で
も
、
彼
は
通
常
通
り
「
シ
ャ
ー
プ
ー

（3
5
）
　
b
恥
ミ
o
蕊
§
§
遷
霧
α
』
N
（
℃
ω
ど
b
。
b
。
O
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
」
と
記
し
た
。
し
か
し
、
今
回
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
一
言

（
3
6
）
　
き
ミ
（
℃
ω
H
”
N
N
㊤
山
ω
b
。
）
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
彼
は
迫
害
を
行
っ
た
」
（
b
恥
§
§
句
ミ
§
§
携
N
ρ
①
㊤
（
勺
ω
N
噂
H
お
）
）

（3
7
）
　
こ
れ
は
記
念
す
べ
き
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
が
生
み
出
し
　
　
　
　
と
書
き
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
は
筆
を
置
く
に
あ
た
っ
て
、

　　
た
最
初
の
歴
史
神
学
で
あ
り
、
教
会
全
体
で
も
教
会
史
の
父
カ
イ
サ
　
　
　
　
迫
害
の
張
本
人
の
名
を
記
し
た
時
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
正
に
そ
の
最

　　
リ
ア
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
そ
れ
と
同
程
度
に
古
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
中
に
あ
る
、
過
酷
な
苦
難
の
記
憶
が
脳
裏
に
去
来
し
、
も
は
や
沈
黙

　
国
0
2
0
ぎ
σ
q
尻
び
①
昼
ミ
甘
愚
ミ
ミ
§
G
討
誌
§
謡
鋒
卜
禽
ミ
ミ
鷺
ぎ
蕊
　
　
　
　
を
守
り
切
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　§
鷲
§
軸
越
貸
8
§
薦
§
ミ
“
窓
鵡
§
隷
脳
“
鳴
ミ
苫
潟
§
ミ
“
誉
詠
・


