
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解

　
　－
影
響
作
用
史
的
聖
書
解
釈
の
試
み
ー

武　
藤
　
慎
　
　
一

序
論

（
一
）神
の
感
情
の
問
題

　
神は
一
体
、
人
間
と
同
様
に
喜
怒
哀
楽
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
宗
教
が
人
間
の
事
柄
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
身

体
や
感
情
面
に
も
深
く
関
わ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
精

神
に
対
す
る
身
体
、
理
性
に
対
す
る
感
情
に
関
す
る
事
柄
を
低
く
見
て
き
た
。
そ
の
影
響
は
現
在
で
も
残
っ
て
い
る
。
な
か
ん
ず
く
「
正

統
派
」
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
身
体
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
人
間
の
よ
う
な
感
情
表
現
を
神
自
身
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
、
擬
人
論
と

し
て
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　周
知
の
通
り
、
北
森
嘉
蔵
が
つ
と
に
身
体
と
密
接
に
関
連
し
た
表
現
「
神
の
痛
み
」
の
意
義
を
再
発
見
し
た
よ
う
に
、
聖
書
で
は
神
に

対し
て
「
苦
し
み
」
、
「
悲
し
み
」
、
「
怒
り
」
と
い
っ
た
感
情
表
現
が
多
数
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
約
だ
け
で
は
な
く
、
新
約
に
も

妥当
す
る
。
し
か
し
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
ま
で
は
見
ら
れ
た
こ
の
現
象
は
、
次
の
古
代
教
会
の
時
代
に
は
急
速
に
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



＝
二
〇

た
。
そ
れ
は
「
単
な
る
」
比
喩
的
表
現
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
感
覚
的
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
精
神
的
意
味
だ
け
が
重
ん
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
宗
教
史
家
ギ
ル
フ
ス
（
H
°
ω
’
O
出
ゴ
ω
）
が
彼
女
の
著
書
『
笑
う
神
々
、
泣
く
処
女
』
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

正し
く
も
洞
察
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
傾
向
は
特
に
「
喜
び
」
や
そ
の
表
現
で
あ
る
「
笑
い
」
に
関
し
て
、
よ
り
顕
著
に
見
ら
れ
た
。

こ
の
「
喜
び
」
の
意
味
を
表
す
ギ
リ
シ
ア
語
の
一
つ
に
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
⑥
ま
。
蓉
Ω
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

（二
）
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題

　し
か
し
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
に
等
し
く
妥
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
全
体
の
傾
向
の
中
で
、
新
約

時代
か
ら
だ
い
ぶ
時
を
経
た
四
世
紀
に
な
っ
て
も
、
シ
リ
ア
で
は
一
部
例
外
も
見
ら
れ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
と
並
ん
で
古
代
キ

リ
ス
ト
教
思
想
を
代
表
す
る
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
釈
義
学
派
で
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
に
お
け
る
エ
ウ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

キ
ア
の
高
い
位
置
づ
け
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
思
想
家
は
モ
プ
ス
エ
ス
テ
ィ
ア
の
テ
オ
ド
ロ
ス
だ
が
、
彼
は
後
に
弟
子
の
ネ
ス
ト
リ
オ
ス

に
よ
っ
て
有
名
に
な
る
両
性
論
的
キ
リ
ス
ト
論
を
持
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
の
結
合
の
原
因
と
い
う
極
め
て
重
要

な
要
素
と
し
て
、
こ
の
「
神
の
喜
び
」
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
的
キ
リ
ス
ト
論
の
「
ア
キ
レ
ス
腱
」

と
も
言
う
べ
き
、
ど
う
し
て
も
説
明
を
要
す
る
重
要
な
点
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
言
わ
ば
キ
リ
ス
ト
論
の
術
語
と
し
て
「
エ
ウ
ド
キ

ア
に従
っ
て
」
（
置
§
ψ
e
尊
ぴ
㎝
O
蓉
Ω
く
）
と
い
う
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
、
テ
オ
ド
ロ
ス
に
よ
る
こ
の
概
念
自
体
の
説
明
は
少
な
い
。

　そ
も
そ
も
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
に
お
け
る
エ
ウ
ド
キ
ア
を
主
題
と
し
て
研
究
し
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

よ
う
や
く
、
感
情
や
笑
い
一
般
に
関
し
て
の
研
究
は
急
増
し
て
き
た
が
、
聖
書
や
宗
教
史
の
領
域
に
概
ね
限
ら
れ
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学

派は
殆
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
例
外
と
し
て
は
、
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
（
司
゜
∩
Ψ
゜
竃
O
】
い
Φ
O
鎚
）
に
よ
る
最
近
の
二
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
挙
げ
ら
れ



．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

る
。
ま
ず
は
、
『
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
伝
統
に
お
け
る
神
の
像
』
で
あ
る
。
そ
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
に
お
け
る
人
間
の
身
体
の
尊
重
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

指
摘
は
卓
見
だ
が
、
感
情
や
「
神
の
喜
び
」
に
つ
い
て
は
詳
し
く
論
じ
て
い
な
い
。
そ
の
点
、
最
新
の
『
救
済
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

性
の

役
割ー
モ
プ
ス
エ
ス
テ
ィ
ア
の
テ
オ
ド
ロ
ス
か
ら
の
洞
察
1
』
は
、
第
七
章
で
「
神
の
喜
び
」
を
最
も
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
し

かし
、
確
か
に
「
よ
き
喜
び
の
内
住
」
と
い
う
語
句
は
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
身
は
殆
ど
が
「
内
住
」
を
詳
述
す
る
だ
け
で
、
肝
心

の

「神
の
喜
び
」
の
何
た
る
か
は
、
関
心
の
外
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
後
半
で
は
そ
の
語
句
の
言
及
さ
え
も
殆
ど
な

く
な
る
。

　こ
う
い
う
わ
け
で
、
そ
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
に
お
け
る
「
喜
び
」
を
主
題
と
し
た
研
究
は
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
若
干
触
れ
て
い
る
研
究
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
の
神
学
的
意
味
の
説
明
に
終
始
し
て
い
て
、
そ
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

体
の
理
解
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
こ
の
思
想
の
由
来
が
解
明
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
テ
オ
ド
ロ
ス
の
語
彙
の
十
分
な
理
解
に

も
到
達
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
シ
リ
ア
地
域
全
体
を
特
徴
づ
け
る
考
え
方
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
テ
オ
ド
ロ
ス
の
独
創

な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
語
を
採
用
し
た
の
か
。
こ
う
い
っ
た
重
要
な
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の

であ
る
。

（三
）
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
の
語
義
の
問
題

　そ
れ
で
は
、
こ
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
と
は
詳
細
に
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
の
ギ
リ
シ
ア
語
な
の
だ
ろ
う
か
。
名
詞
の
e
。
ま
。
蓉
Ω
は
、

動
詞
の
e
。寓
実
Q
θ
穿
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
語
の
構
成
上
は
、
「
よ
く
」
（
Q
。
酌
）
と
「
思
わ
れ
る
」
（
働
実
e
。
ρ
ぐ
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
両

方共
、
訳
し
に
く
い
言
葉
だ
が
、
現
代
の
聖
書
学
で
は
名
詞
が
「
喜
び
」
、
「
気
に
入
っ
て
い
る
こ
と
」
、
「
善
意
」
、
「
願
い
」
、
「
満
足
」
、
「
賛

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
＝



＝
ニ
ニ

成
」
等
、
動
詞
が
「
喜
ぶ
」
、
「
よ
い
と
思
う
」
、
「
気
に
入
る
」
、
「
決
め
る
」
、
「
好
む
」
、
「
意
に
適
う
」
、
「
満
足
す
る
」
等
、
と
い
う
多
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

多
様
な
意
味
で
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
喜
び
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
魯
静
臭
e
。
§
（
喜
ば
せ
る
こ
と
）
や
o
巾
け
Ω
岳
q
ヨ
9
の

（満
悦さ
せ
る
こ
と
）
、
8
Ω
葺
（
喜
び
）
等
、
他
に
も
あ
る
。
従
っ
て
本
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
と
訳
し
分
け
る
必
要
上
、
6
。
ま
。
駄
Ω
を
「
好

し
と
す
る
（
と
こ
ろ
）
」
と
直
訳
す
る
こ
と
に
す
る
。

　さ
て
、
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
は
そ
の
語
用
史
に
お
い
て
、
他
の
類
義
語
と
は
際
立
っ
て
異
な
る
特
徴
を
有
す
る
。
ま
ず
特
筆
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
が
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
著
作
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
七
十
人
訳

によ
る
動
詞
e
。
ま
実
e
。
四
ぐ
か
ら
の
新
造
語
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
語
は
人
間
に
つ
い
て
も
使
用
さ
れ
る
が
、
第
一
義
的
に
は
神
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

て

使用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
一
般
的
で
は
な
い
語
が
、
聖
書
で
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
ず
旧
約
で
は
、
七

十
人訳
で
多
用
さ
れ
、
名
詞
で
二
五
回
、
動
詞
で
は
約
六
〇
回
登
場
す
る
。
新
約
で
は
そ
の
三
分
の
一
余
り
で
、
名
詞
で
九
回
、
動
詞
で

は
二
一
回
だ
が
、
神
学
的
に
重
要
な
場
面
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
聖
書
の
時
代
以
降
の
影
響
作
用
史
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ

の

語は
新
約
以
降
、
殆
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
再
び
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
最
大

のも
の
が
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
術
語
と
し
て
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
だ
が
、
こ
れ
が
一
般
的
な
ギ
リ
シ
ア
語
で
な
か
っ
た
以
上
、
聖
書

の

語彙
に
由
来
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　と
い
う
こ
と
は
、
キ
ッ
テ
ル
編
『
新
約
聖
書
神
学
辞
典
』
の
よ
う
な
新
約
の
時
代
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
語
一
般
に
お
け
る
語
義
を
重
視
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

る
研
究
方
法
で
は
、
自
ず
と
限
界
が
見
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
七
十
人
訳
等
の
ユ
ダ
ヤ
教
文
書
以
外
に
は
、
殆
ど
用
例
が
な
い
か
ら

であ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
特
に
そ
の
直
後
の
時
代
の
、
し
か
も
ギ
リ
シ
ア
語
を
話
す
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
証
言
が
通
常
以
上
に
重

要
性を
増
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
教
会
の
釈
義
家
た
ち
に
は
、
現
存
し
な
い
口
承
及
び
文
書
資
料
が
あ
っ
た
上
、
少
な
く
と
も
キ
ッ
テ
ル
ら



がこ
の
場
合
に
使
用
し
得
た
、
殆
ど
の
ギ
リ
シ
ア
語
資
料
も
参
照
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
難
し
い
の
は
、
聖
書
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」

の

意味
を
知
る
た
め
に
彼
ら
の
理
解
を
参
照
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
解
も
聖
書
の
語
用
に
影
響
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

の点
は
、
国
罠
新
約
聖
書
註
罐
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
影
響
作
用
史
的
聖
書
解
釈
の
視
点
か
ら
見
れ
購
、
全
く
問
題
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ

う
か
、
歴
史
と
共
に
開
示
さ
れ
る
聖
書
の
意
味
理
解
の
一
環
と
し
て
、
よ
り
一
層
の
貢
献
を
そ
の
影
響
作
用
に
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

一　
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
と
エ
ウ
ド
キ
ア

（
一
）
影
響
作
用
史
上
の
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
位
置

　ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
に
お
け
る
エ
ウ
ド
キ
ア
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
な
る
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
の
一
般

的
語
義を
研
究
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
と
し
て
の
語
用
、
特
に
神
に
関
連
し
て
の
用
法
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
テ
ィ
オ
キ

ア
釈
義
学
派
の
代
表
者
は
四
人
い
る
が
、
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
モ
プ
ス
エ
ス
テ
ィ
ア
の
テ
オ
ド
ロ
ス
だ
が
、

後
にネ
ス
ト
リ
オ
ス
主
義
の
異
端
と
断
罪
さ
れ
た
た
め
に
、
残
念
な
が
ら
そ
の
著
作
の
殆
ど
が
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。
従
っ
て
、
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
の
全
体
像
を
解
明
す
る
に
は
、
十
分
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
同
時
代
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

述家
で
ギ
リ
シ
ア
教
父
中
最
大
の
著
作
が
現
存
す
る
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
場
合
は
、
全
く
問
題
な
い
。
語
義
研
究
に
必

要
と
な
る
十
分
な
用
例
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
人
の
共
通
の
師
タ
ル
ソ
ス
の
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
の
著
作
も
重
要
だ
が
、
テ
オ
ド
ロ
ス
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

じ
理
由
で
特
に
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
で
は
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
最
後
に
、
キ
ュ
ロ
ス
の
テ
オ
ド
レ
ト
ス
は
エ
ウ
ド
キ
ア
に
比
較
的

多
く
言
及
し
て
い
る
が
、
時
代
が
下
っ
て
い
る
上
に
、
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
が
断
罪
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
論
争
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
三
二



一
三
四

神
学的
術
語
化
す
る
前
の
一
般
的
な
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
の
語
義
理
解
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　
ア

ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
術
語
と
し
て
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
も
聖
書
の
語
彙
に
由
来
す
る
こ
と
は
確
実
だ
が
、
語
句
が
同
一
の
場
合
、

そ
の
語
句
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
意
味
内
容
を
彼
ら
が
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
か
、
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
点
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス

の

場合
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
学
統
に
属
す
る
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
論
の
術
語
と
し
て
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
は
使
用
し
て
い
な
い
。
彼
の

用
例
は
殆
ど
が
聖
書
講
解
文
書
中
に
あ
り
、
聖
書
の
説
明
と
関
連
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
神
学
的
表
現
と
し
て
特
殊
化
す

る
前
の
、
テ
オ
ド
ロ
ス
と
同
時
代
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
と
い
う
語
自
体
の
一
般
的
理
解
を
知
る
に
は
、
か
え
っ
て
好
都
合
で
あ
る
。
聖
書

の用
語
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
と
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
神
学
的
術
語
と
し
て
の
そ
れ
と
の
接
点
を
結
ぶ
の
が
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
な
の

であ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
彼
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
を
取
り
上
げ
る
。

　さ
て
、
こ
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
は
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
で
は
術
語
と
し
て
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
論
研
究
を
始
め
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
　

る
彼
の
思
想
研
究
で
は
、
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
最
近
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
釈
義
研
究
で
も
、
ま
だ
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
最
後
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

比
較
的多
数
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
生
活
関
連
の
領
域
だ
が
、
『
劇
場
の
見
世
物
と
修
道
的
生
活
』
と
い
う
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
「
喜
び
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

（且＄
ω
霞
o
）
に
も
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
専
ら
肉
欲
的
「
喜
び
」
（
快
楽
）
を
扱
っ
て
い
る
だ
け
で
、
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
　
　
　
　
9

に
は
触
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
従
来
の
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
研
究
の
ど
の
領
域
に
お
い
て
も
、
彼
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
は
そ
の
直
接
的

対象
か
ら
外
れ
て
き
た
。
そ
の
影
響
作
用
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
を
捉
え
る
試
み
は
、

皆
無
であ
る
。
本
研
究
は
、
そ
の
研
究
史
上
の
欠
け
を
補
お
う
と
す
る
初
の
試
み
で
あ
る
。



（二
）
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
著
作
に
お
け
る
エ
ウ
ド
キ
ア

　ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
真
正
な
著
作
に
お
け
る
o
⇔
ま
。
義
Ω
、
o
。
蜜
o
黍
ω
ぐ
の
用
例
は
百
例
近
く
に
上
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
聖
書
の
引
用

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
う
ち
旧
約
の
引
用
は
、
創
世
記
か
ら
も
若
干
あ
る
が
、
殆
ど
は
詩
編
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
新
約
で
は
、
福
音
書
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

ら
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
パ
ウ
ロ
書
簡
か
ら
の
も
の
が
多
い
。

　次
に
引
用
の
仕
方
だ
が
、
大
部
分
の
用
例
は
説
明
等
一
切
な
し
に
、
聖
書
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、

七
十
人
訳
や

新約
が
書
か
れ
た
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
、
こ
の
語
が
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
時
代
に
は
一
般
に
億
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
更
に
、
そ
れ
で
も
教
会
の
ギ
リ
シ
ア

人
に
と
っ
て
、
説
明
な
し
に
引
用
す
る
だ
け
で
大
体
分
か
る
よ
う
な
範
囲
の
語
彙
だ
っ
た
こ
と
も
意
味
す
る
。
た
だ
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア

語
で
は
、
「
喜
び
」
と
い
う
意
味
を
新
た
に
表
現
す
る
の
に
、
こ
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
を
も
は
や
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

れで
、
聖
書
中
の
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
を
断
り
も
な
し
に
、
当
時
の
一
般
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
言
い
換
え
る
場
合
も
あ
る
。

　し
か
し
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
語
句
の
組
み
合
わ
せ
が
一
風
変
わ
っ
て
い
た
り
、
当
該
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
内
容
が
注
釈
を
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

する
よ
う
な
場
合
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
時
と
し
て
聖
書
の
引
用
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
自
ら
の
説
明
を
付
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
彼
の
理
解
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
そ
の
貴
重
な
個
所
を
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
以
下
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

の

聖
書
本
文
から
の
引
用
は
、
彼
が
引
用
し
た
も
の
か
ら
直
接
訳
し
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
現
在
の
校
訂
版
テ
ク
ス
ト
と
は
若
干
異
な
る
。

　
最
後に
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
と
は
無
関
係
の
全
く
の
地
の
文
で
の
言
及
は
、
た
だ
一
度
き
り
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
神
学
的
に
重
要
な

言明
で
の
用
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
説
明
な
し
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
個
所
だ
け
で
意
味
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
以
下
で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
よ
る
聖
書
理
解
を
十
分
に
考
察
し
た
上
で
、
こ
の
神
学
的
理
解
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五



＝
二
六

二
　
聖
書
の

エウ
ド
キ
ア
の
語
義
理
解

（
一
）
「
願望
」
の
意
味
で
の
用
例

　ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
に
お
い
て
は
、
「
願
望
」
関
連
の
意
味
と
「
喜
悦
」
関
連
の
意
味
と
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

ま
ず
、
「
願
望
」
関
連
の
意
味
で
の
用
例
か
ら
検
討
し
よ
う
。
彼
は
1
ー
コ
リ
ン
ト
五
・
八
を
講
解
す
る
中
で
、
パ
ウ
ロ
の
「
私
た
ち
は
好
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

と
し
て
い
る
」
を
あ
た
か
も
当
然
の
よ
う
に
、
「
私
た
ち
は
切
望
し
て
い
る
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
説
明
も
な
し
に
、
た
だ
即
座
に
言
い

換え
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
と
っ
て
は
、
こ
ち
ら
の
方
が
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
の
自
然
な
表
現
な
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

う
。
そ
の
証
拠
に
、
そ
の
後
も
一
人
称
の
ま
ま
で
、
つ
ま
り
パ
ウ
ロ
ら
に
な
り
き
っ
て
、
「
私
た
ち
は
何
を
切
望
し
て
い
る
の
か
」
と
続
け

て

い
る
。
エ
ウ
ド
キ
ア
の
説
明
の
中
で
最
も
多
い
の
が
、
こ
の
「
切
望
」
と
い
う
意
味
で
受
け
取
る
場
合
で
あ
る
。
「
切
望
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

（
雪
↑
①
妄
e
。
ぎ
）
は
、
「
望
む
」
（
綜
討
宅
）
や
「
願
う
」
（
鴇
含
討
q
O
窪
）
等
、
願
望
の
意
味
を
表
す
一
般
的
な
表
現
と
比
べ
て
、
よ
り
程
度

の強
い
願
望
を
表
す
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
動
詞
の
例
だ
っ
た
が
、
名
詞
（
雪
↑
O
o
忌
Ω
）
の
場
合
も
同
様
で
「
切
望
」
、
「
熱
望
」
、
「
渇
望
」
、

　
　
ハ
む「

欲望
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　同
じ
く
パ
ウ
ロ
の
言
葉
か
ら
用
例
を
挙
げ
る
と
、
『
ロ
ー
マ
書
講
話
』
の
第
一
七
講
話
の
冒
頭
で
、
ロ
ー
マ
一
〇
二
が
引
用
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
パ
ウ
ロ
の
心
の
「
好
し
と
す
る
と
こ
ろ
」
が
彼
の
「
祈
願
」
と
併
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
願
望
の
内
容
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

の

救済
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
こ
れ
に
「
彼
（
パ
ウ
ロ
）
は
こ
こ
で
、
強
い
切
望
の
こ
と
を
『
好
し
と
す
る
と
こ
ろ
』
と
述

　
　
　
ま
ね

べ
て
い
る
」
と
説
明
を
加
え
る
。
こ
の
「
切
望
」
単
独
で
も
、
通
常
よ
り
も
強
い
願
望
を
表
す
も
の
だ
っ
た
の
で
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス

は
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
を
そ
れ
よ
り
更
に
強
い
願
望
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。



　
こ
の
「
強
い
願
望
」
と
し
て
の
エ
ウ
ド
キ
ア
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
願
望
と
は
ど
う
い
う
関
係

にあ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
エ
フ
ェ
ソ
一
・
五
を
次
の
よ
う
に
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　　
「
彼
（
パ
ウ
ロ
）
は
『
彼
（
神
）
の
意
志
の
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
（
尻
§
聾
斗
く
◎
．
ま
゜
惹
§
）
』
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

　
　は
、
『
強
く
望
ん
だ
が
故
に
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
（
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
）
は
、
言
う
な
れ
ば
、
彼
の
切
望
で
あ
る
。
実

　
　際
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
優
先
的
な
意
志
が
『
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
』
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
者
た
ち
が
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
びな
い
こ
と
が
第
一
の
意
志
、
悪
く
な
っ
て
い
る
者
た
ち
が
滅
び
る
こ
と
が
第
二
の
意
志
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
別
の
意
志
も
あ
る
」
。

こ
れ
は
、
神
の
「
切
望
」
を
論
じ
る
重
要
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
至
る
と
こ
ろ
で
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
説
明
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
特
殊
な
こ
と
で
は
な
く
、
普
遍
妥
当
的
な
原
則
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
演
分
か
る
。
そ
の
内
容
は
、
聖
書
で
は
一
般
に

神
の
願
望
が
複
数
あ
る
場
合
、
そ
の
う
ち
強
い
方
、
主
た
る
方
が
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
だ
、
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ク
リ
ュ
ソ
ス

ト
モ
ス
は
、
罪
人
の
裁
き
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

　
彼は
続
け
て
、
パ
ウ
ロ
自
身
の
意
志
に
も
こ
れ
を
適
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
人
々
が
独
身
に
留
ま
る
こ
と
が
パ
ウ
ロ
の
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

の

願
望
で
、
結
婚
し
て
子
供
を
産
む
こ
と
が
第
二
の
願
望
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
更
に
、
口
語
的
表
現
を
含
む
様
々
な
表
現
を

試
み
る
。

　
　　
「
従
っ
て
彼
は
、
第
一
の
意
志
、
強
い
意
志
、
切
望
を
伴
っ
た
意
志
、
確
信
（
a
◎
o
“
q
㌃
Ω
）
の
こ
と
を
『
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
』
と

　
　述
べ
て
い
る
。
実
際
私
は
、
よ
り
単
純
な
人
々
に
と
っ
て
の
明
瞭
性
の
た
め
に
、
よ
り
一
般
的
な
言
葉
を
使
う
こ
と
も
辞
す
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

　
　実
際
、
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
も
意
志
の
強
烈
さ
を
示
し
て
、
『
私
た
ち
の
確
信
に
従
っ
て
』
と
言
う
」
。

神
の
第
一
の
意
志
の
、
こ
こ
で
の
具
体
的
な
内
容
は
何
だ
ろ
う
か
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七



＝
二
八

　
　　
「
従
っ
て
、
彼
（
パ
ウ
ロ
）
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
『
彼
（
神
）
は
私
た
ち
の
救
い
を
強
く
所
望
さ
れ
、
強

　
　く
切
望
さ
れ
て
い
る
』
と
。
そ
れ
で
は
彼
は
、
何
の
た
め
に
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
を
愛
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
ど
こ
か
ら
彼
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

　
　よ
う
に
親
し
く
し
て
下
さ
る
の
か
。
た
だ
善
性
か
ら
、
で
あ
る
。
実
際
、
恵
み
は
善
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
。

つま
り
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
、
神
は
人
間
を
愛
す
る
が
故
に
、
人
間
の
救
済
を
切
望
し
た
の
で
あ
る
。

　ま
た
、
こ
の
エ
フ
ェ
ソ
一
・
五
の
少
し
後
に
も
再
度
、
「
彼
（
神
）
の
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
」
（
エ
フ
ェ
ソ
一
・
九
）
が
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

場
す
る
が
、
そ
の
解
釈
で
も
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
同
様
に
、
神
は
「
切
望
さ
れ
て
い
た
」
と
理
解
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ク

リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
「
願
望
」
の
意
味
で
エ
ウ
ド
キ
ア
を
理
解
す
る
場
合
、
主
に
何
ら
か
の
事
柄
の
「
切
望
」
と
い
う
強
い
意
味
で
解
し

て

いた
、
と
言
え
る
。

（二
）
「
喜
悦
」
の
意
味
で
の
用
例

　ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
で
は
、
右
で
考
察
し
て
き
た
強
い
「
願
望
」
の
意
味
の
他
に
、
「
喜
悦
」
の
意
味
で
受
け
取
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
有
名
な
キ
リ
ス
ト
の
降
臨
の
個
所
で
、
羊
飼
い
た
ち
へ
の
天
使
の
言
葉
（
ル
カ
ニ
・
一
四
）
の

解釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
神
が
万
物
と
の
御
子
に
よ
る
和
解
を
「
好
し
と
し
た
」
（
コ
ロ
サ
イ
一
・
一
九
－
二
〇
）
こ
と
を
説
明
す
る
く
だ
り

で
、
彼
は
ル
カ
伝
を
引
用
す
る
。

　
　　
「
地
の
も
の
を
天
が
受
け
取
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
地
が
天
に
な
っ
た
。
こ
れ
故
、
私
た
ち
は
感
謝
し
つ
つ
、
『
栄
光
が
い
と
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

　
　き
と
こ
ろ
で
神
に
、
そ
し
て
地
に
は
平
和
が
、
人
間
に
は
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
〔
あ
る
〕
』
と
言
う
。
彼
（
ル
カ
）
は
、
『
見
よ
。

　
　
人間
も
以
後
、
〔
神
を
〕
満
悦
さ
せ
て
い
る
（
～
θ
ひ
ξ
゜
θ
q
8
ゆ
≦
e
。
の
）
よ
う
に
見
え
た
』
と
述
べ
て
い
る
。
『
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
』
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

　
　何
か
。
和
解
だ
。
も
は
や
天
に
は
、
隔
て
の
壁
が
な
い
」
。

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
人
間
が
神
に
喜
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
関
し
て
、
「
好
し
と
す
る
と
こ
ろ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
満
悦
さ
せ
る
」
は
、
強
い
喜
び
を
表
す
語
で
あ
る
。

　
次は
、
神
を
主
語
と
す
る
用
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
変
容
の
際
の
御
父
の
言
葉
「
こ
れ
は
愛
す
る
わ
が
子
で
、
私
が
好
し

と
し
た
者
で
あ
る
。
彼
に
聞
き
な
さ
い
」
（
マ
タ
イ
一
七
・
五
）
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
御
父
と
御
子
と
の
関
係
を
論
じ
な
が

ら
こ
の
言
葉
を
詳
細
に
説
明
す
る
中
で
、
「
だ
が
、
『
私
が
好
し
と
し
た
者
』
と
は
何
か
。
あ
た
か
も
彼
が
、
『
私
が
休
ら
う
露
ぐ
§
9
0
7
窪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
り

者
、
私
が
喜
ぶ
者
』
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
だ
」
と
語
る
。
こ
こ
で
の
「
好
し
と
す
る
」
は
、
「
喜
ぶ
」
の
意
味
で
解
さ
れ
て
い

る
。
も
う
一
つ
の
「
休
ら
う
」
は
少
し
分
か
り
に
く
い
表
現
だ
が
、
「
憩
う
」
、
「
安
ら
ぐ
」
、
「
静
ま
る
」
、
「
落
ち
着
く
」
、
「
満
足
す
る
」
と

い
っ

た

意
味
の語
で
あ
る
。
喜
悦
に
も
種
類
が
あ
る
が
、
エ
ウ
ド
キ
ア
は
休
息
を
伴
う
よ
う
な
喜
び
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
が

こ
の
二
つ
の
動
詞
で
、
御
父
の
御
子
に
対
す
る
格
別
の
安
心
感
、
信
頼
感
、
満
足
感
を
伴
っ
た
喜
悦
、
つ
ま
り
満
悦
を
表
現
し
て
い
る
こ

と
は
、
確
か
で
あ
る
。
こ
の
前
後
の
文
脈
で
、
御
父
と
御
子
と
の
同
等
性
、
一
体
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　し
か
し
、
こ
れ
は
エ
ウ
ド
キ
ア
の
説
明
の
仕
方
と
し
て
、
神
限
定
の
特
殊
な
も
の
で
も
な
い
。
全
く
同
一
の
説
明
が
、
人
間
に
つ
い
て

も
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
彼
は
『
ヘ
ブ
ラ
イ
書
講
話
』
の
中
で
1
ー
コ
リ
ン
ト
一
二
・
一
〇
を
引
用
し
て
、
「
そ
し

て彼
（
パ
ウ
ロ
）
は
『
そ
れ
故
、
私
は
弱
さ
を
好
し
と
す
る
』
と
言
う
。
こ
れ
は
、
『
私
は
苦
難
を
喜
び
、
そ
れ
ら
に
休
ら
う
』
と
い
う
こ

　
　
　
ホ
リ

と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
お
い
て
は
、
「
好
し
と
す
る
」
の
意
味
と
し
て
「
喜
ぶ
」
と
「
休
ら
う
」
と

いう
二
つ
の
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
よ
り
確
実
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
主
語
は
神
と
人
間
と
を
問
わ
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
苦
難
」
が
目
的
語
の
場
合
、
「
喜
び
、
休
ら
う
」
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
に
く
い
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
よ
る

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九



一
四

〇

　

エウ
ド
キ
ア
の
説
明
の
中
で
は
、
幸
い
こ
の
個
所
の
も
の
が
最
多
な
の
で
、
次
の
（
三
）
で
再
度
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
以
上
の

，
　
こ
と
か
ら
、
彼
が
「
喜
悦
」
の
意
味
で
エ
ウ
ド
キ
ア
を
理
解
す
る
場
合
、
主
に
何
ら
か
の
対
象
へ
の
「
満
悦
」
と
い
う
強
い
意
味
で
解
し

　

て

いた
、
と
言
え
る
。

（三
）
「
願
望
」
と
「
喜
悦
」
の
意
味
で
の
用
例

　こ
こ
ま
で
、
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
を
「
願
望
」
の
意
味
と
「
喜
悦
」
の
意
味
に
大
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
考
察

し
て
き
た
が
、
今
度
は
こ
の
二
つ
の
意
味
が
併
置
さ
れ
て
い
る
個
所
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　ま
ず
は
、
H
テ
サ
ロ
ニ
ケ
一
・
一
一
の
「
そ
し
て
、
私
た
ち
の
神
が
善
性
の
好
し
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
満
た
し
て
下
さ
る
よ
う
・

に
」
を
解
釈
し
て
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　　
「
彼
（
パ
ウ
ロ
）
は
『
好
し
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ま
で
』
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
『
喜
ば
せ
る
〔
ま
で
〕
、
確
信
〔
ま
で
〕
、
全

　
　き
確
証
〔
ま
で
〕
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
彼
が
、
『
神
の
確
信
が
な
る
よ
う
に
』
、
『
何
も
あ
な
た
が
た
に
欠
け
て
い
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

　
　
の

がな
い
よ
う
に
』
、
『
ち
ょ
う
ど
彼
が
願
う
通
り
で
あ
る
よ
う
に
』
と
言
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
」
。

　
一
方
で
は
、
こ
の
中
で
二
回
用
い
ら
れ
て
い
る
「
確
信
」
（
鵠
e
⇔
↑
q
唇
Ω
）
は
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
で
も
用
例
が
数
例
し
か
な
い
語
で
、
し
か

も
そ
れ
は
全
て
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
の
意
味
を
説
明
す
る
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
誰
の
「
確
信
」
か
を
明
示
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

いが
、
二
つ
目
は
「
神
の
」
と
明
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
の
強
い
意
志
を
表
す
語
で
あ
る
。
ま
た
、
「
全
き
確
証
」
（
翻
ざ
B
言
℃
貯
）

は
「
確
信
」
の
類
義
語
で
、
動
詞
の
「
願
う
」
も
神
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
彼
は
、
こ
こ
で
の
「
好
し
と
さ
れ
る
こ
と
」

が
神
の

願
望
の

意
味を
表
す
と
考
え
て
い
た
、
と
言
え
る
。
他
方
で
は
、
「
確
信
」
と
並
ん
で
「
喜
ば
せ
る
こ
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。



誰を
「
喜
ば
せ
る
」
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
並
列
の
「
確
信
」
の
場
合
を
勘
案
す
る
と
、
神
の
喜
び
の
こ
と
だ
と
分
か
る
。
つ
ま

り
文
脈
上
は
、
人
間
が
神
に
喜
ば
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
人
間
の
目
的
と
し
て
の
「
エ
ウ
ド
キ

ア
」
を
神
の
「
願
望
」
の
実
現
と
神
の
「
喜
悦
」
の
両
方
の
意
味
で
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　同
様
の
例
は
、
詩
編
一
四
五
編
解
釈
で
も
見
ら
れ
る
。
七
十
人
訳
の
詩
一
四
四
・
一
六
の
「
好
し
と
す
る
も
の
」
を
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ス
は
「
満
悦
さ
せ
る
も
の
」
と
い
っ
た
ん
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
く
敷
街
的
説
明
で
は
、
「
喜
ば
せ
る
も
の
」
と
い
う
表
現
と
並

列し
て
「
望
む
も
の
」
と
い
う
表
現
も
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
「
切
望
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
人
間
に

と
っ
て
の
喜
悦
の
対
象
と
願
望
の
対
象
と
が
同
一
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
こ
の
詩
編
一
四
五
編
の
講
解
で
、
少
し
後
の
七
十
人
訳
の
詩
一
四
四
・
一
九
を
説
明
す
る
中
で
、

こ
う
語
つ
て
い
る
。

　
　　
「
そ
れ
故
、
彼
（
パ
ウ
ロ
）
は
『
私
は
弱
さ
、
苦
難
、
迫
害
を
好
し
と
し
て
い
る
』
と
も
言
っ
て
い
た
。
だ
が
、
も
し
彼
が
逆
の
こ

　
　と
を
以
前
は
願
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
無
知
の
故
に
願
っ
て
い
た
の
だ
。
だ
が
、
神
が
こ
の
こ
と
を
願
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を

　
　彼
が
学
ん
だ
時
以
降
、
彼
自
身
も
好
し
と
し
て
い
る
。
実
際
、
神
の
意
志
と
彼
を
恐
れ
る
者
た
ち
の
そ
れ
と
は
、
別
々
で
な
い
。
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
リ

　
　
がも
し
、
何
か
〔
別
の
こ
と
〕
を
彼
ら
も
人
間
と
し
て
願
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
彼
ら
は
後
で
改
め
る
」
。

こ
こ
で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
神
の
摂
理
と
人
間
の
自
由
意
志
の
問
題
を
論
じ
る
中
で
、
（
二
）
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
1
ー
コ
リ
ン
ト
一

二・

一
〇を
再
び
引
用
す
る
。
そ
こ
で
は
、
喜
悦
だ
け
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
一
貫
し
て
願
望
の
意
味
で

説明
さ
れ
て
い
る
。
「
好
し
と
す
る
」
自
体
も
「
願
う
」
の
類
義
語
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
神
の
願
望
を
自
ら
の
願
望
と
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
意
味
と
し
て
、
喜
悦
と
願
望
の
一
体
ど
ち
ら
が
「
真
の
」
意
味
だ
と
考
え
ら
れ

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



一
四

二

て

い
た

の

だろ
う
か
。

　こ
れ
は
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
好
ん
で
引
用
す
る
個
所
だ
が
、
そ
の
度
に
別
々
の
解
説
を
施
し
て
き
た
。
し
か
し
、
や
は
り
彼
は
『
第

ニ
コ
リ
ン
ト
書
講
話
』
の
当
該
個
所
が
主
役
の
講
解
で
、
最
も
詳
細
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　　
「
彼
（
パ
ウ
ロ
）
は
、
危
険
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
。
だ
が
彼
は
、
こ
れ
が
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
神
か

　
　ら
聞
い
た
時
、
祈
り
が
か
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
落
胆
し
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
嬉
し
く
さ
え
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
は
『
私

　
　は
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
侮
辱
さ
れ
る
こ
と
、
迫
害
さ
れ
る
こ
と
、
窮
す
る
こ
と
を
好
し
と
し
、
喜
び
（
　
　
も
8
Ω
も
ε
）
、
切
望
す
る
』
と

　
　
　
　
　
　
ハ
タ

　
　言
つ
て
い
た
」
。

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
引
用
す
る
中
で
、
「
好
し
と
す
る
」
だ
け
を
別
の
二
語
「
喜
ぶ
」
と
「
切
望
す
る
」
に
直
ち
に
、

言
い
換
え
て
い
る
。
こ
の
三
語
が
類
義
語
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
最
初
は
切
望
し
て
い
な
か
っ
た
様
々
な
苦
難
を
喜

ぶよ
う
に
さ
え
な
っ
た
。
「
好
し
と
す
る
」
の
説
明
と
し
て
、
「
喜
悦
」
の
意
味
と
「
願
望
」
の
意
味
と
が
同
時
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と

いう
こ
と
は
、
同
じ
1
ー
コ
リ
ン
ト
一
二
・
一
〇
が
、
あ
る
個
所
で
は
「
喜
悦
」
だ
け
の
意
味
と
説
明
さ
れ
、
別
の
個
所
で
は
「
願
望
」
だ

け
の
意
味
で
取
ら
れ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
こ
の
両
方
が
並
ん
で
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
が
「
真
の
」
意

味
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

（四
）
「
願
望
」
と
「
喜
悦
」
の
関
係

　と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
意
味
に
は
、
よ
り
厳
密
に
は
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
に

おけ
る
願
望
と
喜
悦
の
具
体
的
な
相
互
関
係
を
扱
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
御
子
の
意
志
と
し
て
の
「
エ
ウ
ド



キ
ア
」
と
御
父
の
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
説
明
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
両
方
に
関
し

て言
及
し
て
い
る
。

　
　　
「
そ
の
上
彼
（
イ
エ
ス
）
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
御
自
分
の
優
先
的
意
志
も
、
御
父
の
そ
れ
も
示
さ
れ
る
。
実
際
彼
は
、
一
方
で
は

　
　起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
感
謝
さ
れ
、
喜
ば
れ
る
こ
と
で
御
自
分
の
〔
そ
れ
も
示
さ
れ
〕
、
他
方
で
は
彼
（
御
父
）
が
請
わ
れ
て

　
　こ
れ
を
行
わ
れ
た
の
で
も
な
く
、
彼
御
自
身
で
内
発
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
御
父
の
〔
そ
れ
も
示
さ
れ
る
〕
。
実

　
　際
、
彼
（
イ
エ
ス
）
は
『
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
な
た
（
御
父
）
の
御
前
に
好
し
と
さ
れ
る
こ
と
が
起
こ
っ
た
』
と
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　こ
れ
は
、
『
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
な
た
を
喜
ば
せ
た
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

こ
の
マ
タ
イ
一
一
・
二
六
は
、
賢
者
で
は
な
く
幼
子
へ
の
神
の
奥
義
の
啓
示
に
関
す
る
文
脈
に
あ
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
こ
れ
を
「
御

父を
喜
ば
せ
た
」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
こ
の
喜
び
が
、
啓
示
が
御
父
の
優
先
的
意
志
だ
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
ま
た
、
御

子
の

優
先
的
意
志
でも
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
方
法
と
し
て
も
、
喜
ぶ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
二
（
一
）
で
見
た
彼
の
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

義
に
よ
る
と
、
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
と
は
「
優
先
的
意
志
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
エ
ウ
ド
キ
ア
は
、
神
の
願
望
と
そ
れ
が

成
就し
た
結
果
の
喜
悦
の
両
方
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
御
父
と
御
子
の
両
方
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス

ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
で
、
御
子
の
喜
び
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
個
所
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ

う
に
、
そ
れ
は
御
父
の
喜
び
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

　
次に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ニ
・
＝
二
解
釈
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　　
「
彼
（
パ
ウ
ロ
）
は
、
『
好
し
と
さ
れ
る
こ
と
の
た
め
に
』
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
『
愛
の
故
に
』
、
『
彼
（
神
）
の
喜
び
の
故
に
』
、
『
彼

　
　
が思
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
な
る
よ
う
に
』
、
『
彼
の
望
み
（
O
塾
3
9
く
）
に
従
っ
て
〔
な
る
〕
よ
う
に
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



一
四
四

　
　
で
彼

（パウ
ロ
）
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
彼
（
神
）
が
働
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、
勇
気
づ
け
て
い
る
。
実
際
彼
は
、
私
た

　
　ち
に
御
自
身
が
願
わ
れ
る
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
れ
る
。
だ
が
、
も
し
彼
が
願
わ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
向
け
て
御
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
が働
い
て
お
ら
れ
る
し
、
そ
れ
を
い
か
な
る
場
合
で
も
働
か
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。

内
容
的
に
は
、
人
間
に
対
す
る
神
の
行
為
を
扱
っ
て
い
る
。
「
彼
が
思
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
な
る
よ
う
に
」
と
「
彼
の
意
志
に
従
っ
て
〔
な

る
〕
よ
う
に
」
と
は
ほ
ぼ
同
義
な
の
で
、
並
立
す
る
「
愛
の
故
に
」
と
「
彼
の
喜
び
（
彼
を
喜
ば
せ
る
こ
と
）
の
故
に
」
も
似
た
よ
う
な

意味
と
取
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
は
彼
ら
を
愛
し
て
喜
ば
れ
る
の
で
、
彼
ら
の
た
め
に
行
為
す
る
。
ま
た
神
は
、
そ
れ
と
同

時
に

彼ら
に
対
す
る
自
ら
の
意
志
が
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
好
し
と
さ
れ
る
こ
と
」
で
、
神
の
行
為
の
原
因
と
し

て

の

喜悦
と
そ
の
目
的
と
し
て
の
願
望
の
実
現
の
両
方
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
神
は
人
間
が
気
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
人
間
に
対
し

て

望
む
の

であ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
で
は
、
た
と
い
い
ず
れ
か
一
方
の
意
味
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で

も
、
願
望
の
意
味
と
喜
悦
の
意
味
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
た
だ
、
そ
の
関
係
の
仕
方
は
個
々
の
場
合
で
異
な
っ
て
い
る
。

「目
的
と
し
て
い
た
願
望
が
実
現
し
た
結
果
、
嬉
し
い
と
思
う
」
場
合
と
「
喜
悦
し
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
望
み
を
抱

く
」
場
合
と
に
大
別
で
き
る
。
本
研
究
で
は
、
前
者
を
「
願
望
か
ら
喜
悦
へ
」
、
後
者
を
「
喜
悦
か
ら
願
望
へ
」
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
こ
と
に

する
。



三　
エ
ウ
ド
キ
ア
の
神
学
的
理
解

（
一
）テ
ク
ス
ト
の
分
析

　こ
こ
ま
で
は
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
浩
潮
な
聖
書
講
解
文
書
に
お
け
る
エ
ウ
ド
キ
ア
の
語
義
理
解
を
扱
っ
て
き
た
。
次
に
、
そ
の
神

学
的

理解
を
考
察
し
た
い
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
は
論
争
的
文
書
も
あ
る
が
、
彼
の
膨
大
な
著
作
の
割
に
そ
の
数
は
多
く
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
中
に
彼
の
真
正
な
著
作
中
唯
一
の
、
地
の
文
で
の
エ
ウ
ド
キ
ア
へ
の
言
及
個
所
が
あ
る
。
語
句
と
し
て
も
、
テ
オ
ド
ロ
ス
の
常

套句
「
エ
ウ
ド
キ
ア
に
従
っ
て
」
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
『
ア
ノ
モ
イ
オ
ス
派
反
駁
』
第
九
講
話
の
末
尾
と
い
う
重
要
な
個
所

に
位
置
し
、
内
容
的
に
も
御
子
の
来
臨
、
つ
ま
り
受
肉
に
つ
い
て
で
あ
り
、
当
然
キ
リ
ス
ト
論
と
も
関
連
が
深
い
。
文
脈
上
は
、
ヨ
ハ
ネ

＝
・
四
四
で
キ
リ
ス
ト
が
ラ
ザ
ロ
を
巻
い
て
い
た
布
を
解
く
よ
う
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
命
じ
た
理
由
を
説
明
す
る
次
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　　
「
ラ
ザ
ロ
が
彼
ら
（
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
）
に
よ
っ
て
埋
葬
の
準
備
を
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
が
御
父
の
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ

　
　
に従
っ
て
曾
Ω
飢
o
。
葛
゜
呑
Ω
も
世
へ
と
来
臨
し
て
お
ら
れ
る
方
、
生
と
死
の
権
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
、
で
あ
ら
れ
る
こ
と
を
彼
ら
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

　
　そ
の
試
み
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
が
行
っ
た
（
埋
葬
の
準
備
を
し
た
）
こ
と
か
ら
学
ぶ
よ
う
に
と
－
－
、
・
」
。

　
詳細
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が
天
か
ら
世
に
来
臨
し
た
方
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
来
臨
し

て

おら
れ
る
」
と
い
う
動
詞
の
現
在
分
詞
に
対
し
て
添
え
ら
れ
て
い
る
副
詞
句
が
「
御
父
の
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
」
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
副
詞
句
の
意
味
に
焦
点
を
絞
っ
て
分
析
し
て
い
こ
う
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
説
明
な
し
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
で
考

察し
た
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
よ
る
聖
書
理
解
を
参
照
し
て
、
こ
こ
で
の
意
味
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
名
詞
「
好

し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
」
は
「
御
父
」
の
属
格
を
伴
っ
て
い
る
が
、
こ
の
類
例
と
し
て
は
エ
フ
ェ
ソ
一
・
九
の
「
彼
（
神
）
の
好
し
と
さ
れ

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



一
四

六

る
と
こ
ろ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
「
好
し
と
さ
れ
る
」
行
為
の
主
語
が
御
父
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
。
副
詞
句
と
し
て
も
、

こ
の
エ
フ
ェ
ソ
一
・
九
と
同
じ
く
、
前
置
詞
尻
§
昏
（
…
…
に
従
っ
て
）
を
伴
っ
て
、
「
好
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
」
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
そ
の
少
し
前
の
エ
フ
ェ
ソ
一
・
五
に
も
用
例
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
意
志
の
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
非

常
に
近
い
。
二
（
一
）
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
講
話
で
は
、
人
間
の
救
済
に
関
す
る
御
父
の
強
い
願
望
が
意
味
さ

れ
て

い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
御
子
の
来
臨
は
、
御
子
の
独
断
に
よ
る
勝
手
な
行
為
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
御
父
の
意
に
適
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

て
いる
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（二
）
神
学
的
意
味

　同
様
に
、
こ
こ
で
も
主
に
願
望
の
意
味
で
取
る
と
す
る
と
、
御
父
が
御
子
に
対
し
て
世
に
来
臨
す
る
こ
と
を
切
望
し
、
そ
の
切
望
を
実

現
する
た
め
に
御
子
が
来
臨
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
エ
ウ
ド
キ
ア
は
目
的
の
意
味
に
な
る
。
た
だ
し
．
二
（
四
）

に
よ
る
と
、
願
望
と
喜
悦
の
意
味
は
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
喜
悦
の
意
味
を
加
味
す
る
と
、
「
御
子
が
世
に
来
臨
し
て

御
父
の

願
望を
実
現
し
た
結
果
、
御
父
が
喜
悦
し
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
本
研
究
の
分
類
で
は
、
「
願
望
か
ら
喜
悦
へ
」
に
当

た
る
。
御
子
の
来
臨
は
人
間
の
救
済
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
二
（
一
）
の
内
容
と
も
一
致
す
る
。

　次
に
、
エ
ウ
ド
キ
ア
を
主
に
喜
悦
の
意
味
に
取
っ
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
御
子
が
御
父
を
満
悦
さ
せ
て
い
る
の
で
、
御
子
が
世
に

来
臨し
た
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
逆
か
ら
見
る
と
、
御
父
は
御
子
に
満
悦
し
て
い
る
の
で
、
御
子
を
世
に
遣
わ
し
、
生
と
死
の
権
を
授

け
た
、
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
エ
ウ
ド
キ
ア
は
、
原
因
の
意
味
で
あ
る
。
た
だ
し
、
願
望
と
喜
悦
の
意
味
は
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
従
っ

て
、
こ
れ
に
願
望
の
意
味
を
加
味
す
る
と
、
「
御
父
が
御
子
に
満
悦
し
て
い
る
の
で
、
世
に
来
臨
す
る
こ
と
を
御
子
に
対
し
て
切
望
し
た
。



そ
の
結
果
、
御
子
が
来
臨
し
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
、
「
喜
悦
か
ら
願
望
へ
」
に
当
た
る
。
こ
れ
は
、
二
（
二
）
の
キ
リ
ス
ト

の

変
容
の

個
所
や

二

（四
）
の
フ
ィ
リ
ピ
ニ
・
一
三
解
釈
と
も
」
致
し
て
い
る
。

　さ
て
、
結
局
こ
こ
で
は
、
願
望
と
喜
悦
の
ど
ち
ら
の
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
文
脈
上
は
ど
ち
ら
の
意
味
も
取
り

得
る
。
内
容
的
に
も
、
ど
ち
ら
も
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
聖
書
解
釈
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
は
決
め
が
た
い
。
し
か

も
、
こ
の
二
つ
の
意
味
は
密
接
に
関
連
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
ど
ち
ら
か
一
方
に
絞
ら
な
い
方
が
よ
い
。
従
っ
て
、
こ
の
個
所

で
の

元々

の
意
味
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
著
作
全
体
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
両
方
共
、
彼
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理

解
を
表
す
も
の
と
言
え
る
。

　そ
れ
で
こ
の
二
つ
を
繋
げ
る
と
、
彼
の
神
学
的
理
解
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
御
父
は
御
子
に
満
悦
し
て
い
る
の
で
、

世
に
来
臨
す
る
こ
乏
を
御
子
に
切
望
し
た
。
御
子
は
、
御
父
の
願
望
を
実
現
す
る
た
め
に
世
に
来
臨
し
た
。
そ
の
結
果
、
御
父
が
喜
悦
し

た
」
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
に
関
し
て
、
人
間
を
救
済
し
よ
う
と
す
る

神
の
強
い
意
志
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
原
因
と
結
果
と
し
て
神
の
喜
び
と
い
う
感
情
も
意
味
さ
れ
て
い
た
、
と
言
え
る
。

結
び

　
聖書
で
神
の
感
情
を
表
す
重
要
な
一
面
で
あ
る
エ
ウ
ド
キ
ア
は
、
そ
の
影
響
作
用
史
上
で
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
キ
リ
ス
ト
論
の
最

も
大
き
な
問
題
の
一
つ
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
聖
書
の
語
彙
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
の
意
味
と
ア
ン
テ
ィ

オ
キ
ア
学
派
の
そ
れ
と
の
接
点
の
研
究
は
、
従
来
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
研
究
は
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



一
四

八

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
理
解
を
考
察
し
た
。

　そ
の
結
果
、
ま
ず
聖
書
解
釈
上
の
成
果
と
し
て
は
、
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
の
語
義
は
動
詞
か
名
詞
か
を
問
わ
ず
二
つ
に
大
別
で
き
、
一
つ
は

「
切望
」
と
い
う
強
い
願
望
で
、
も
う
一
つ
は
「
満
悦
」
と
い
う
強
い
喜
悦
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
つ
の
語
義
は
相

互に
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
と
も
す
れ
ば
別
々
の
意
味
と
し
て
解
釈
し
が
ち
な
現
代
の
聖
書
解
釈
に
対
し
て
、
エ
ウ
ド
キ
ア
の
統
一
的

理解
と
い
う
、
ギ
リ
シ
ア
人
な
ら
で
は
の
、
も
う
】
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
次
に
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
キ
リ
ス
ト
論
と

の

接点
と
し
て
は
、
御
父
が
御
子
に
満
悦
し
た
が
故
に
、
御
子
の
受
肉
を
強
く
望
ん
だ
、
と
い
う
エ
ウ
ド
キ
ア
の
神
学
的
理
解
が
挙
げ
ら

れる
。
こ
の
原
因
と
し
て
の
エ
ウ
ド
キ
ア
と
い
う
点
で
は
、
モ
プ
ス
エ
ス
テ
ィ
ア
の
テ
オ
ド
ロ
ス
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
が
、
他
の
ア
ン

テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
思
想
家
と
の
関
係
、
更
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
以
前
の
思
想
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残

さ
れ
た
。
最
後
に
、
神
の
感
情
の
問
題
と
し
て
は
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
お
い
て
は
御
子
の
受
肉
の
原
因
と
結
果
と
い
う
重
要
な
点
で
、

神
の喜
び
と
い
う
感
情
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
註

Oミ§
§
魯
、
ミ
§
諒
♪
b
。
＼
ω
”
b
措
肇
評
§
唱
o
§
瀞
蓬
貯
§
ミ
器
靴

（1
）
　
特
に
、
ぎ
鷺
凶
冠
o
o
8
嵩
α
9
ぎ
目
ρ
卜
貸
愚
帖
薦
O
O
勢
一
§
嚇
愚
脳
薦
　
　
　
　
　
卜
§
§
ら
ミ
§
ミ
§
譜
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陸
魎
蹄
軌
も
P
↓
ゴ
霞
Φ
ω
団
O
国
巴
昌
昏
巴
霞
（
Φ
P
）
層

　
　ミ
喧
課
、
卜
黛
愚
欝
鳩
§
ミ
鳴
§
き
建
旦
沁
恥
N
喧
ご
§
い
8
α
o
口
＼
　
　
　
　
閏
冨
ま
弩
σ
q
”
国
臼
像
Φ
が
N
O
O
N
冒
N
『
山
①
H
］
』
b
。
『
1
誤
㎝
参
照
。

　
Z
Φ
≦
団
o
時
”
幻
o
賃
菖
Φ
α
α
q
ρ
同
り
0
8
H
鵯
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
こ
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
に
お
け
る
「
神
の
喜
び
」
と
い
う
研

（2
）
学
派
と
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
概
観
と
し
て
は
、
日
冨
冨
ω
㌶
　
　
　
　
究
テ
ー
マ
は
、
水
垣
渉
先
生
の
示
唆
に
よ
っ
て
初
め
て
着
想
し
得
た

　

国巴
P
臣
巴
Φ
び
．
．
U
δ
．
げ
P
寓
o
o
げ
Φ
三
ω
o
げ
Φ
ω
o
ゴ
三
Φ
．
、
賃
口
α
昏
8
ざ
ゆ
q
団
－
　
　
　
　
も
の
で
あ
る
。

　
ω

oげ
Φ
ω
o
げ
巳
Φ
ロ
冒
切
臼
Φ
凶
o
ゴ
α
o
ω
9
。
葺
o
o
ゴ
Φ
巴
ω
o
げ
Φ
口
勺
櫛
時
凶
四
ワ
　
　
（
4
）
例
え
ば
、
一
般
向
け
の
も
の
だ
が
、
宮
田
光
雄
『
キ
リ
ス
ト
教
と

　
畠
讐
ω
、
、
㌦
員
≧
o
凶
ω
○
匹
巨
臨
興
＼
餌
r
套
魯
鳩
9
謬
書
§
　
　
　
　
笑
い
』
東
京
（
岩
波
書
店
）
、
一
九
九
二
年
、
ま
た
、
高
柳
俊
一
編
『
聖



　
　
書に
お
け
る
感
情
』
東
京
（
リ
ト
ン
）
、
二
〇
〇
一
年
、
前
述
の
O
葭
二
ρ
　
　
　
　
（
周
鑓
鍔
o
団
ω
切
o
＜
8
り
b
蕊
寒
貸
ミ
§
§
§
ミ
ト
ミ
翁
”
萄
罠
り
ω
”

　　
卜
貸
慧
“
薦
O
o
勢
き
愚
帖
鑓
謹
ミ
い
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
）
噂
お
゜
。
P
H
卜
。
り
）
。

（5
）
　
周
器
α
〇
二
〇
評
O
」
≦
o
い
o
o
α
噌
§
鴨
寒
ミ
O
o
駄
§
ミ
鴨
　
　
（
1
0
）
　
こ
の
見
解
は
ト
リ
リ
ン
グ
の
見
解
（
零
9
齢
碧
α
q
↓
村
§
甘
σ
q
匂
b
ミ

　　
ト
ミ
§
ミ
§
恥
8
§
§
誤
≦
器
げ
ぎ
讐
o
目
U
。
ρ
“
↓
げ
Φ
O
p
。
陛
o
嵩
o
　
　
　
　
N
ミ
無
討
切
ミ
ミ
貸
§
壽
§
§
画
ご
遣
§
ミ
”
（
国
罠
弘
膳
）
L
㊤
o
。
ρ
①
゜
。
）

　　
q
巳
く
臼
ω
｛
畠
o
h
＞
旨
o
同
団
8
℃
『
Φ
ω
ρ
H
O
O
O
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
正
反
対
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
が
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
は
彼
自
身

（6
）
　
ミ
‘
嶺
。
。
山
①
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
注
（
♂
ミ
‘
戸
b
。
H
O
）
を
参
照
す
る
だ
け
で
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（7
）
牢
巴
巴
舞
ρ
冨
9
8
9
§
恥
肉
。
醇
9
9
募
詳
寒
§
§
昌
　
（
1
1
）
ρ
ω
。
訂
魯
ぎ
．
，
°
。
寓
゜
蒜
β
゜
。
寓
゜
惹
Ω
”
．
L
口
“
O
①
尋
餌
a
図
捧
巴

　
　§
留
ミ
貸
§
§
壽
慧
甜
畑
6
§
　
§
§
§
越
ミ
ミ
9
簑
湧
ぎ
り
　
　
　
　
　
（
Φ
9
）
”
§
§
譜
蹄
ミ
8
§
§
さ
§
魯
§
§
§
§
穿
ミ
§
恥
ミ
b
”

　
　
妻
霧
ゴ
営
讐
8
∪
°
O
”
↓
げ
Φ
〇
四
昏
〇
一
け
d
巳
く
臼
ω
凶
蔓
o
h
＞
白
Φ
『
ざ
四
　
　
　
　
ω
窪
＃
α
q
四
昏
智
層
国
o
げ
年
餌
ヨ
ヨ
Φ
斜
H
O
ω
㎝
為
ω
①
－
謹
。
。
参
照
。

　
　
℃
器
ω
ω
b
O
O
9
嵩
？
b
。
O
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
国
罠
“
卑
p
。
昌
o
q
o
臣
o
亭
丙
p
昏
巳
凶
ω
o
げ
興
　
国
o
ヨ
ヨ
Φ
暮
母
　
N
ロ
目

（8
）
例
え
ば
、
国
o
≦
p
p
諺
゜
Ω
お
①
斜
§
鳴
Ω
§
ミ
§
ミ
O
ミ
9
ミ
傘
　
　
　
　
冥
窪
Φ
ロ
目
Φ
ω
富
ヨ
窪
叶
”
N
貯
ぱ
貯
　
切
Φ
ロ
N
貯
o
q
興
＼
累
o
β
障
貯
o
冨
甲

　
　§
§
卜
寒
魯
§
き
鴨
建
妹
謎
欝
艶
餐
ミ
奪
伽
§
ミ
⇔
り
　
　
　
　
　
く
冨
団
罠
宕
①
自
霞
『
o
ゴ
Φ
口
賃
゜

　
　
目
自
菖
ロ
o
q
①
ロ
”
H
ρ
ゆ
゜
冨
o
亘
H
㊤
刈
゜
。
”
b
。
旨
山
さ
。
O
参
照
。
わ
が
国
で
　
　
（
1
3
）
　
影
響
作
用
史
的
聖
書
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
最
新
で
よ
く
ま
と

　　
は
、
画
期
的
な
近
著
、
水
垣
渉
・
小
高
毅
編
『
キ
リ
ス
ト
論
論
争
史
』
　
　
　
　
ま
っ
た
ル
ツ
に
よ
る
説
明
を
参
照
。
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ル
ツ
、
関
西
学

　
　
東
京
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
）
、
二
〇
〇
三
年
、
が
無
論
、
テ
　
　
　
　
院
大
学
神
学
部
訳
『
マ
タ
イ
の
イ
エ
ス
ー
山
上
の
説
教
か
ら
受
難

　　
オ
ド
ロ
ス
も
比
較
的
詳
細
に
取
り
上
げ
て
は
い
る
が
、
通
史
で
あ
る
　
　
　
　
物
語
へ
ー
』
東
京
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
）
、
二
〇
〇
五
年
、

　
　
性
格
上
、
こ
の
「
神
の
喜
び
」
に
つ
い
て
は
彼
の
テ
ク
ス
ト
の
説
明
　
　
　
　
七
〇
ー
九
〇
頁
。
象
た
、
d
三
〇
げ
い
9
N
”
、
、
零
畔
ざ
口
o
q
ω
α
q
霧
o
ぼ
o
洋
Φ
＼

　　
の
中
で
「
好
意
」
と
一
度
訳
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
詳
し
く
論
じ
ら
　
　
　
　
図
Φ
N
Φ
唱
け
δ
拐
α
q
Φ
ω
。
ぼ
o
鐸
P
H
H
H
』
“
Z
o
暮
Φ
゜
。
富
日
曾
臣
o
ゴ
Φ
芝
博
ω
ω
Φ
口
・

　　
れ
て
は
い
な
い
（
同
書
、
一
四
三
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
o
訂
津
．
．
」
員
出
碧
ω
U
団
o
叶
臼
切
Φ
厨
＼
曽
一
゜
（
⑦
ロ
゜
）
舶
肉
恥
壁
§
§
O
雫

（9
）
　
例
え
ば
ボ
ヴ
ォ
ン
は
、
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
を
感
情
の
表
現
で
は
な
く
　
　
　
　
的
き
脳
審
紺
§
“
O
襲
嵩
ミ
“
き
。
。
馳
日
口
げ
貯
o
q
Φ
員
ζ
o
冨
ω
δ
げ
①
o
F

　
　
神
の
意
志
に
よ
る
行
為
、
と
す
る
ド
ッ
ド
（
Ω
国
』
o
＆
）
の
パ
ウ
　
　
　
　
b
。
0
8
評
ロ
＄
O
－
H
①
8
］
℃
H
O
O
O
ω
ρ
も
参
照
。

　　
ロ
的
な
解
釈
に
対
し
て
、
そ
れ
を
愛
情
に
満
ち
た
神
人
関
係
と
捉
え
、
　
　
（
1
4
）
彼
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
著
『
聖
書
解
釈
と
し

　
　
神
の
感
情
を
重
視
す
る
ル
カ
的
な
側
面
を
打
ち
出
し
て
い
る
　
　
　
　
て
の
詩
歌
と
修
辞
ー
シ
リ
ア
教
父
エ
フ
ラ
イ
ム
と
ギ
リ
シ
ア
教

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



一
五
〇

　
　
父ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
ー
⊥
東
京
（
教
文
館
）
、
二
〇
〇
四
年
、
一
　
　
　
　
　
℃
同
窃
ρ
N
O
O
ド
特
に
、
ミ
4
目
O
山
b
。
H
参
照
。

　　
二
三
ー
＝
二
一
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
こ
の
傾
向
は
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
自
身
の
講
解
文
書
の
傾
向
と

（1
5
）
　
そ
の
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
の
師
で
あ
る
エ
メ
サ
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
も
重
　
　
　
　
相
当
程
度
、
一
致
し
て
い
る
。
七
十
人
訳
で
「
エ
ウ
ド
キ
ア
」
が
多

　
　
要
だ
が
、
彼
の
著
作
も
同
様
に
特
に
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
で
は
わ
ず
か
　
　
　
　
用
さ
れ
て
い
る
の
は
シ
ラ
書
と
並
ん
で
詩
編
だ
が
、
彼
が
残
し
た
旧

　　
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
最
新
　
　
　
　
約
の
講
解
文
書
で
主
要
な
も
の
が
、
『
創
世
記
講
話
』
と
並
ん
で
『
詩

　　
の
拙
論
、
ω
臣
鉱
〇
三
竃
旨
P
、
、
↓
ゴ
Φ
国
①
§
Φ
ロ
窪
け
博
o
ω
o
隔
国
ロ
ω
①
び
貯
ω
　
　
　
　
編
講
解
』
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
新
約
の
講
解
文
書
の
場
合
で
も
、

　　
o
眺
国
8
0
ω
曽
貯
O
o
ヨ
O
p
・
同
凶
ω
8
≦
凶
昏
↓
げ
暮
o
h
国
b
冨
Φ
日
o
h
　
　
　
　
福
音
書
は
『
マ
タ
イ
伝
講
話
』
と
『
ヨ
ハ
ネ
伝
講
話
』
だ
け
だ
が
、

　
　蜜匹
甑
ω
、
、
℃
§
恥
ミ
愚
H
°
。
（
b
。
0
8
）
卜
。
O
ω
山
呂
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ウ
ロ
書
簡
は
ヘ
ブ
ラ
イ
書
も
含
め
て
、
当
時
パ
ウ
ロ
の
も
の
と
さ

（1
6
）
　
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ζ
⑦
ヨ
ロ
国
゜
い
9
遷
Φ
口
N
”
日
”
§
恥
　
　
　
　
れ
て
い
た
全
て
の
書
簡
に
つ
い
て
講
解
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　
Ω
討
碁
貯
§
駄
冒
ぎ
9
零
o
§
§
唱
い
o
註
ω
8
昌
＼
ρ
ロ
Φ
雪
ω
8
ロ
＼
　
　
　
　
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
全
て
の
引
用
が
そ
の
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
講
解
の

　
　
い
四
ヨ
b
Φ
8
5
］
≦
巴
魯
d
巳
く
Φ
透
蔓
中
Φ
゜
。
ρ
H
Φ
8
旧
ω
Φ
茜
同
o
§
ロ
ー
　
　
　
　
際
に
引
用
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
詩
編

　
　
o
o
昌
P
⑦
ミ
ミ
簑
§
ミ
鞍
ご
ミ
§
ミ
§
§
o
§
黛
§
い
き
ト
§
§
ミ
§
o
　
　
　
　
講
解
』
の
際
に
パ
ウ
ロ
書
簡
も
引
用
し
て
い
る
し
、
逆
の
場
合
も
あ

　
　S
皆
§
§
b
O
誌
8
な
§
O
b
§
O
§
蚕
　
§
O
§
越
ミ
葡
い
”
諺
ρ
二
目
親
　
　
　
　
る
。

　
　
冨
冨
砕
Φ
国
島
8
同
ρ
お
゜
。
°
。
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
逆
に
、
講
解
中
の
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
聖
書
本
文
を
パ
ラ
フ

（1
7
）
　
代
表
と
し
て
は
、
冒
碧
α
q
碧
碑
冨
’
竃
幽
8
冨
戸
§
恥
專
ミ
§
督
　
　
　
　
レ
ー
ズ
す
る
場
合
に
、
聖
書
の
語
用
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
「
エ
ウ
ド
キ

　　
鴇
ぎ
§
§
冒
譜
蕊
9
浅
8
な
§
§
犠
ミ
恥
卜
§
9
建
ミ
§
鴨
ミ
慰
下
　
　
　
　
ア
」
を
使
用
す
る
こ
と
も
若
干
見
ら
れ
る
。

　

博ミ
ミ
§
斜
日
q
び
営
o
Q
Φ
員
寓
o
耳
o
Q
一
Φ
げ
8
ぎ
b
。
O
O
O
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
た
だ
、
こ
れ
は
新
約
解
釈
の
場
合
が
多
く
、
旧
約
は
引
用
す
る
だ

（1
8
V
　
例
え
ば
、
最
近
の
拙
論
「
宗
教
生
活
か
ら
生
活
宗
教
へ
1
四
世
　
　
　
　
け
の
傾
向
が
強
い
。

　
　
紀
シ
リ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
の
転
換
1
⊥
『
宗
教
研
究
』
第
三
三
七
号
、
　
　
　
（
2
3
）
　
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
聖
書
本
文
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
旧
約

　　
二
〇
〇
三
年
、
五
三
－
七
四
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
関
し
て
だ
け
だ
が
、
次
の
二
つ
の
最
新
の
見
解
を
参
照
。
国
鋤
α
q
津

（1
9
）
　
国
”
評
①
い
2
0
二
ρ
§
§
§
N
留
o
ミ
防
額
ミ
織
卜
象
恥
欝
ト
き
禽
、
　
　
　
　
首
冨
く
”
翔
壽
鴨
な
風
昏
亀
§
駄
ぎ
ミ
職
§
、
冒
隷
§
O
討
蕩
o
の
誉
§
o
§

　
冒
隷
ミ
Ω
醐
蕩
O
ω
貯
§
¢
毎
譜
審
§
§
°
。
帖
憩
“
嵐
§
、
ミ
貸
ミ
輔
．
§
”
　
　
　
　
　
き
“
壽
自
謎
織
導
恥
ミ
O
O
脳
い
O
＜
O
昌
幽
凶
”
℃
①
9
臼
ρ
b
。
8
ρ
O
ω
1
♂
嚇

　　
切
Φ
芽
Φ
δ
ミ
い
O
ω
跨
昌
o
q
Φ
δ
ω
＼
い
o
p
号
口
”
d
口
貯
臼
ω
同
蔓
o
h
O
巴
竃
9
B
冨
　
　
　
　
国
o
び
Φ
冨
ρ
国
白
サ
沁
§
§
ミ
簡
O
ミ
隷
ミ
§
§
、
§
卜
§
§
ミ
閣



　　
い
o
置
Φ
巨
切
巴
凶
戸
N
O
O
ρ
ミ
よ
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
聖
書
本
文
で
は
、
「
好
し
と
す
る
こ
と
」
が

（24
）
　
き
§
暁
§
鳴
§
慰
゜
自
魯
駄
O
◎
篭
謡
ミ
魯
物
H
ρ
b
。
（
℃
O
①
H
”
膳
①
O
）
°
他
　
　
　
　
属
格
（
o
◎
ぴ
釦
o
義
Ω
n
）
で
は
な
く
、
主
格
（
◎
6
ぴ
働
o
蓉
9
）
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
に
も
、
ロ
ー
マ
一
五
・
二
六
の
「
好
し
と
し
た
」
を
「
切
望
し
た
」
　
　
　
　
　
従
っ
て
こ
の
一
節
は
、
現
在
の
校
訂
版
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
に
神
・
地

　
　と
解
し
て
い
る
（
き
§
画
§
恥
§
憩
゜
ミ
肉
ミ
§
ミ
8
ω
ρ
H
（
℃
O
①
P
　
　
　
　
（
と
人
間
）
の
二
分
割
で
は
な
く
、
神
・
地
・
人
間
の
三
分
割
で
解
釈

　　
①
①
H
）
）
。
な
お
、
本
研
究
で
使
用
し
た
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
著
作
の
　
　
　
　
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
は
、

　
　
テク
ス
ト
は
、
全
て
次
に
よ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
o
冨
Φ
昌
ぎ
．
ポ
ま
o
蒜
8
為
ひ
勃
o
蓉
丸
、
℃
謡
㎝
－
置
『
参
照
。

　
　　
℃
O
n
］
．
㍉
℃
°
］
≦
｛
讐
Φ
（
Φ
e
噂
℃
讐
8
δ
α
q
冨
Φ
0
嘆
ω
臣
O
o
ヨ
営
Φ
9
ω
．
　
　
　
（
3
5
）
　
き
ミ
画
§
恥
§
魯
陰
“
駄
9
ご
跨
§
切
8
Q
。
”
蔭
（
℃
O
①
b
。
”
Q
。
b
。
H
ω
ρ
゜
）
°

　　
ω
Φ
ユ
Φ
ω
Ω
錯
8
p
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
き
§
ミ
ミ
ミ
ミ
貸
§
§
ミ
α
9
ω
（
℃
O
α
◎
。
”
㎝
㎝
ω
ソ

（25
）
　
き
ミ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
專
§
帖
§
“
ミ
愚
゜
“
織
熱
い
§
恥
8
ω
ω
閣
劇
（
勺
O
①
Q
。
り
N
ω
O
）
．

（2
6
）
　
「
望
む
」
と
「
願
う
」
は
相
当
程
度
、
相
互
互
換
的
な
表
現
で
、
名
　
　
　
（
3
8
）
　
き
§
“
§
恥
§
導
゜
蟄
ミ
§
塁
鴇
ご
ミ
ら
§
恥
8
ω
L
（
℃
O
①
b
。
”

　
　
詞
では
そ
れ
ぞ
れ
、
願
望
の
行
為
と
願
望
の
対
象
の
両
方
を
表
し
得
　
　
　
　
蒔
゜
。
H
）
齢

　　
る
。
本
研
究
で
は
便
宜
上
、
前
者
の
場
合
は
「
意
志
」
、
「
望
み
」
、
後
　
　
　
（
3
9
）
　
專
ミ
帖
§
恥
§
憩
゜
貸
駄
憩
隷
跨
習
恥
ど
b
。
（
勺
O
①
b
。
し
゜
。
）
°

　
　
者
の

場
合は
「
願
い
」
と
訳
し
分
け
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
ミ
O
鴇
§
ミ
8
§
源
ミ
ぎ
8
．
置
倉
㎝
（
勺
O
α
μ
ミ
H
ソ

（2
7
）
　
こ
の
語
は
良
い
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
「
欲
望
」
と
訳
し
た
方
が
ふ
　
　
　
（
4
1
）
　
ま
ミ
．

　　
さ
わ
し
い
よ
う
な
、
悪
い
意
味
で
も
使
い
得
る
。
七
十
人
訳
の
詩
一
　
　
　
（
4
2
）
き
ミ
§
こ
§
慰
゜
自
ミ
O
o
篭
謡
§
8
b
。
9
°
。
（
℃
O
①
ど
㎝
δ
）
°

　　
四
〇
・
五
解
釈
（
書
O
ω
画
誉
蕊
禽
帖
苫
穿
§
O
い
］
［
心
O
噂
o
Q
（
℃
∩
｝
㎝
㎝
舶
蔭
偽
O
）
）
　
　
（
4
3
）
　
專
§
軌
書
鳴
§
§
ミ
§
§
§
ω
゜
。
払
（
剛
O
㎝
8
お
O
）
°

　
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
　
き
§
§
鳴
§
慰
゜
ミ
慰
瀞
婁
8
H
b
（
℃
O
①
b
。
”
H
°
。
）
．

（2
8
）
　
ミ
§
“
§
恥
§
慰
゜
ミ
肉
ミ
§
§
8
H
刈
矯
H
（
℃
O
O
P
♂
ω
）
°
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
こ
の
節
、
特
に
「
働
き
を
働
く
神
」
に
関
し
て
は
、
水
垣
渉
『
宗

（2
9
）
　
奪
§
§
恥
§
憩
゜
ミ
愚
諒
§
6
1
吻
ど
b
。
（
勺
O
O
辱
。
弘
゜
。
）
°
　
　
　
　
　
　
　
　
教
的
探
求
の
問
題
－
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
序
説
1
』
東
京
（
創

（3
0
）
奪
ミ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
社
）
、
一
九
八
四
年
、
三
三
ニ
ー
三
七
九
頁
参
照
。

（3
1
）
　
き
ミ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
き
§
帖
§
鴨
§
慰
゜
貸
蹴
き
“
§
§
的
湧
Q
。
匂
b
。
（
勺
O
欝
”
b
。
き
）
°

（3
2
）
　
き
ミ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
O
§
ミ
毎
ミ
§
ミ
8
P
°
。
（
勺
O
腿
゜
。
為
゜
。
蔭
）
．

（3
3
）
　
き
ミ
焼
§
恥
§
憩
．
犠
駄
慰
曹
鴇
8
H
讐
膳
（
℃
O
①
N
H
㎝
）
°
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
　
御
子
の
意
志
と
御
父
の
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
一

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
エ
ウ
ド
キ
ア
（
神
の
喜
び
）
理
解
（
武
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
｝



一
五
二

○
・
一
解
釈
（
き
ミ
§
鳴
§
愚
゜
ミ
肉
。
§
§
8
同
メ
H
（
勺
O
①
9

㎝
①゚
。
）
）
が
参
考
に
な
る
。


