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　カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
旧
約
聖
書
註
解
・
詩
篇
』
の
邦
訳
者
出
村
彰
に
よ
る
解
題
の
中
で
、
詩
篇
註
解
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
問
い
が
出
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
（
カ
ル
ヴ
ァ
ン
）
が
こ
の
講
解
を
公
に
す
る
に
当
た
っ
て
、
彼
自
身
が
序

文
で明
言
す
る
よ
う
に
、
ブ
ー
ツ
ァ
ー
や
ム
ス
ク
ル
ス
な
ど
、
福
音
主
義
聖
書
学
者
ら
の
詩
篇
註
解
を
参
照
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
広
く
古
代
教
会
の
教
父
た
ち
や
、
さ
ら
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
学
者
ら
の
解
釈
を
も
広
く
蹟
渉
し
た
こ
と
が
容
易
に
推
察
で
き

る
。
た
だ
い
さ
さ
か
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
ま
で
に
す
で
に
二
回
の
詩
篇
講
解
を
公
に
し
て
い
た
ル
タ
ー
へ
の
言
及
が
全

く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
果
た
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ル
タ
ー
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
註
解
を
目
に
し
な
が
ら
も
意
図
的
に

言
及
を
避
け
た
の
か
、
そ
の
辺
は
に
わ
か
に
は
断
定
を
下
し
が
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
内
容
的
な
比
較
・
対
照
が
必
要
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
ず
る
こ
と
を
す
ま
い
」
（
同
書
、
四
八
四
頁
）
。
こ
の
問
い
を
受
け
て
、
以
下
に
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
詩

篇
解釈
の
内
容
的
な
比
較
・
対
照
を
行
い
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
試
み
た
い
。
筆
者
の
回
答
を
予
め
述
べ
る
な
ら
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
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一
五
四

は
自
分
よ
り
二
十
五
年
ほ
ど
先
輩
に
あ
た
る
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
を
十
分
意
識
し
て
い
た
し
、
自
ら
の
詩
篇
註
解
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

ルタ
ー
の
詩
篇
註
解
を
参
照
も
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
の
際
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
目
に
し
え
た
の
は
当
時
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
ル
タ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ

第
二
回
詩
篇
講
義
で
あ
っ
た
。

　カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
聖
書
註
解
の
中
で
参
照
し
た
註
解
者
た
ち
の
個
人
名
を
挙
げ
ず
、
た
だ
「
あ
る
人
は
（
ρ
巳
9
9
）
」
と
か
「
幾
人
か
の
人

たち
は
（
昌
o
自
¢
田
）
」
と
か
「
解
釈
者
た
ち
は
（
同
暮
臼
只
Φ
け
Φ
ω
）
」
と
一
般
化
し
て
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
理
由
は
、
神
の
言
葉
と
し

て
の

聖
書
の

正し
い
解
釈
は
い
か
な
る
人
間
的
権
威
に
も
よ
ら
な
い
と
い
う
彼
の
根
本
的
信
念
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
の
『
詩
篇

註解
』
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聖
書
註
解
に
お
い
て
教
会
の
建
徳
の
み
が
目
指
さ
れ
る
と
き
、
註
解
者
の
個
人
名
が
挙
げ
ら

れる
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
（
O
雷
P
G
。
9
G
。
琉
h
°
）
。
こ
の
詩
篇
註
解
に
お
い
て
も
彼
が
参
照
し
た
は
ず
の
ル
タ
ー
の
個
人

名
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
そ
の
思
想
内
容
か
ら
学
び
、
そ
れ
を
受
容
も
批
判
も
し
た
。
こ
の
推
論
的
回
答
を
論
証
す
る
た
め
に
、
本
論
で

は
両
者
に
よ
る
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
本
文
訳
と
解
釈
を
比
較
検
討
す
る
。
そ
こ
に
両
者
を
対
比
的
に
特
徴
づ
け
る
解
釈
が
見
ら
れ
る
か
ら

であ
る
。

　カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
『
詩
篇
註
解
』
に
お
い
て
詩
篇
第
四
篇
四
節
に
出
て
く
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
ハ
シ
ド
」
を
「
善
を
生
み
出
す
人
」
（
σ
Φ
巳
碧
g
ω
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

「善を
は
た
ら
く
人
」
（
び
①
昌
［
Φ
h
一
〇
信
ω
）
の
意
味
に
と
る
。
そ
し
て
こ
の
語
を
、
あ
る
人
た
ち
が
「
神
の
愛
に
よ
っ
て
王
位
に
立
て
ら
れ
た
人
」

と
受
動
的
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
そ
の
よ
う
な
受
動
的
意
味
は
こ
の
語
の
聖
書
的
用
法
に
合
致
し
な
い
と

　
　
　
ハ
ゑ

批
判
する
。

　と
こ
ろ
で
こ
の
語
を
受
動
的
意
味
に
解
釈
し
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
受
動
的
意
味
こ
そ
聖
書
固
有
の
意
味
で
あ
る
と
唱
え
た
の
は
ル

タ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
る
「
ハ
シ
ド
」
の
解
釈
は
、
「
受
動
的
神
の
義
」
に
つ
い
て
の
彼
の
宗
教
改
革
的
認
識
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、



い
わば
「
受
動
的
神
の
愛
」
の
理
解
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
受
動
的
神
の
愛
に
よ
っ
て
、
罪
人
は
神
に
愛
さ
れ
、
同
時
に
愛
す
る

者
に
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
「
ハ
シ
ド
」
は
理
解
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
受
動
的
は
た
ら
き
の
考
え
が
聖
書
の
規
準
的
考
え
で
あ

る
と
ル
タ
ー
は
見
な
す
。
し
か
し
そ
の
聖
書
の
規
準
的
考
え
方
は
、
善
行
を
自
分
の
功
績
と
し
て
誇
ら
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
一
般
的
語

り
方
か
ら
す
れ
ば
異
質
な
語
り
方
で
あ
り
、
人
間
は
そ
の
聖
書
固
有
の
語
り
方
を
努
め
て
学
び
、
慣
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ル
タ
ー
は

　
ぞ
り昌＝口う。　カ

ル
ヴ
ァ
ン
が
自
ら
の
詩
篇
註
解
の
準
備
の
た
め
に
、
当
時
す
で
に
印
刷
出
版
さ
れ
て
い
た
ル
タ
ー
の
詩
篇
講
義
を
読
ん
だ
こ
と
は
疑

い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
「
ハ
シ
ド
」
の
受
動
的
解
釈
に
対
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
批
判
は
ル
タ
ー
の
解
釈
に
向
け
ら
れ
て

い
たと
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ

　
ルタ
ー
派
の
受
動
的
静
寂
主
義
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
能
動
的
活
動
主
義
と
は
し
ば
し
ば
対
置
さ
れ
る
が
、
両
者
の
聖
書
註
解
を
詳
細

に

読
むな
ら
、
対
置
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
で
は
ル
タ
ー
の
受
動
的
詩
篇
解
釈
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
見
な
さ

れる
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
批
判
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
ル
タ
ー
の
詩
篇
解
釈
を
検
討
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
批
判
が
ど
こ
ま
で
妥
当
す
る
か
を
考

察
す
る
。
そ
の
中
で
両
者
の
能
動
と
受
動
の
対
置
が
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
な
く
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る
神
の
選
び
や
予
定
の
思
想
に
よ
る

人間
の
根
本
的
受
動
性
、
ま
た
ル
タ
ー
に
よ
る
受
動
的
神
の
義
の
説
明
に
お
け
る
人
間
の
能
動
的
は
た
ら
き
が
見
出
さ
れ
、
両
者
の
相
違

と
共
に
共
通
性
も
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

詩
篇
解釈
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



一
五
六

ニ
　
ルタ
ー
に
よ
る
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
解
釈

　カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
本
文
の
読
み
が
す
で
に
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
問
で
相
違
し
て
い

た
。
ル
タ
ー
は
詩
篇
第
四
篇
四
a
節
本
文
を
「
し
か
し
主
が
そ
の
聖
な
る
者
に
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
こ
と
を
あ
な
た
が
た
は
知
り
な
さ

い
」
と
訳
す
。
他
方
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
同
箇
所
を
「
し
か
し
イ
ェ
ホ
ヴ
ァ
が
ご
自
身
に
と
っ
て
善
を
生
み
出
す
者
を
選
別
し
た
こ
と
を
あ
な

た

が
た
は
知
り
な
さ
い
」
と
訳
す
。
両
者
と
も
当
時
の
人
文
主
義
の
学
的
成
果
を
十
分
取
り
入
れ
た
上
で
本
文
確
定
を
し
て
い
る
に
も
か

か
わら
ず
、
な
に
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
た
の
か
。
両
者
間
の
際
立
っ
た
相
違
は
同
箇
所
本
文
に
お
け
る
二
つ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
ハ

シド
」
と
「
パ
ラ
ー
」
の
訳
と
解
釈
の
相
違
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　ま
ず
ル
タ
ー
は
ロ
イ
ヒ
リ
ン
、
フ
ァ
ベ
ル
ら
の
訳
を
参
照
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
ハ
シ
ド
」
を
言
葉
の
上
で
は
ラ
テ
ン
語
「
聖
な
る
者

（ω鋤
づ
o
ε
ω
）
」
と
訳
し
つ
つ
、
そ
の
内
実
を
「
あ
わ
れ
み
を
得
て
、
恩
恵
に
よ
っ
て
義
認
さ
れ
た
者
」
（
諺
≦
〉
“
。
層
H
c
。
b
。
”
O
跨
）
、
あ
る
い
は

ロ
イ
ヒ
リ
ン
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
辞
典
に
よ
っ
て
「
恩
恵
の
状
態
に
お
い
て
、
神
の
よ
い
は
た
ら
き
を
得
た
聖
な
る
者
」
（
冒
ω
冨
ε
職
9
口
器

ω8
0
ε
ω
び
Φ
ロ
Φ
訣
o
冨
鳥
皿
o
o
昌
器
2
ε
ω
）
と
説
明
す
る
。

　と
こ
ろ
で
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
「
ハ
シ
ド
」
の
意
味
は
そ
の
語
だ
け
で
確
定
さ
れ
う
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
文
の
動
詞
「
パ
ラ
ー
」
の

意味
と
関
連
す
る
。
そ
の
意
味
の
確
定
は
客
観
的
な
意
味
の
決
定
で
な
く
、
解
釈
者
自
身
の
根
本
思
想
と
関
連
し
て
、
す
な
わ
ち
ル
タ
ー

の

受
動的
神
の
義
の
思
想
、
ま
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
選
び
の
思
想
と
の
関
連
で
訳
語
が
決
定
さ
れ
る
。
ル
タ
ー
は
「
パ
ラ
ー
」
を
「
不
思
議

を
は
た
ら
い
た
（
昌
P
圃
「
圃
h
幽
O
鋤
ぐ
一
け
）
」
と
理
解
し
た
。
「
パ
ラ
ー
」
は
セ
プ
チ
ュ
ア
ギ
ン
タ
で
は
「
不
思
議
を
は
た
ら
く
（
タ
ゥ
マ
ゾ
ー
）
」
の

ア
オ
リ
ス
ト
形
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
。
そ
れ
を
継
承
す
る
ウ
ル
ガ
タ
で
も
「
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
と
訳
さ
れ
た
。
ア
ウ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
も

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
の
不
思
議
な
は
た
ら
き
の
内
容
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
復
活
を
挙
げ
て
い
る
。
ロ
イ
ヒ
リ
ン
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
辞

典
で
は
、
「
パ
ラ
ー
」
の
基
本
的
意
味
と
し
て
、
「
分
離
す
る
（
ω
8
胃
鋤
証
け
）
」
、
「
群
か
ら
切
り
離
す
（
ω
Φ
鴨
Φ
ゆ
q
p
5
。
け
）
」
、
「
区
別
す
る
（
岳
ω
－

o鼠日
ぎ
9
註
叶
）
」
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
文
例
と
し
て
詩
篇
第
四
篇
四
節
が
挙
げ
ら
れ
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
本
文
の
字
義
的
意
味
は
「
主
は
ご
自
身

に

聖な
る
者
を
取
り
分
け
た
」
で
あ
る
が
、
ウ
ル
ガ
タ
で
は
「
主
は
そ
の
聖
な
る
者
に
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
あ
る
い
は
ヒ
エ
ロ
ニ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

ス

では
「
不
思
議
な
も
の
に
し
た
」
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
れ
ら
の
諸
文
献
を
参
照
し
つ
つ
、
さ
ら
に
彼
独
自
に
苦
難
の
観
点
か
ら
解
釈

す
る
。
す
な
わ
ち
神
が
救
う
者
に
苦
難
を
は
た
ら
く
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
理
解
を
超
え
た
こ
と
（
諺
ぐ
刈
諺
N
”
H
o
Q
卜
⊃
℃
蔭
）

であ
る
と
し
て
、
「
主
は
、
そ
の
聖
な
る
者
（
救
わ
れ
る
者
）
に
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
（
苦
難
を
は
た
ら
い
た
）
」
と
し
て
本
文
を
確
定

する
。
こ
の
よ
う
な
本
文
確
定
に
至
る
ま
で
の
ル
タ
ー
の
解
釈
に
は
、
彼
の
思
想
的
進
展
過
程
を
と
お
し
て
の
変
遷
が
あ
っ
た
。
詩
篇
第

四

篇
四節
を
「
主
は
そ
の
救
わ
れ
る
者
に
苦
難
を
は
た
ら
い
た
こ
と
を
あ
な
た
が
た
は
知
り
な
さ
い
」
と
理
解
す
る
こ
と
は
ル
タ
ー
に
お

い
て
は
じ
め
か
ら
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
第
一
回
詩
篇
講
義
（
一
五
＝
ニ
ー
一
五
年
）
か
ら
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
（
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

一
六ー
一
七
年
）
を
経
て
第
二
回
詩
篇
講
義
（
一
五
一
九
－
一
＝
年
）
へ
か
け
て
の
思
想
的
進
展
過
程
の
中
で
生
じ
て
き
た
。
そ
の
過
程

の中
で
の
注
目
さ
れ
る
べ
き
変
化
と
し
て
、
「
主
が
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
の
多
重
的
解
釈
か
ら
「
苦
難
」
を
焦
点
と
す
る
一
義
的
解
釈

へ
の

収敏
、
「
聖
な
る
者
」
を
キ
リ
ス
ト
ひ
と
り
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
へ
広
げ
る
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
第
二
回
詩
篇
講
義
に
至
る

と
、
思
想
の
説
明
が
文
法
的
、
修
辞
学
的
説
明
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
過
程
を
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
。

ニー
一
　
第
一
回
詩
篇
講
義
第
四
篇
四
節
「
主
が
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
の
多
重
的
解
釈

　
詩
篇第
四
篇
四
節
「
主
が
そ
の
聖
な
る
者
に
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
の
註
解
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
は
、
神
が
キ
リ
ス
ト
に
何
重
に
も

不
思議
を
は
た
ら
い
た
（
蓼
㎝
目
為
卜
。
b
H
h
）
と
解
釈
し
、
三
重
の
は
た
ら
き
方
を
説
明
す
る
。

詩
篇
解釈
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



」
五
八

　第
一
に
キ
リ
ス
ト
が
不
思
議
を
は
た
ら
く
よ
う
に
、
神
は
キ
リ
ス
ト
に
は
た
ら
い
た
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
神
が
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、

ま
た
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
た
ら
き
、
キ
リ
ス
ト
の
不
思
議
な
は
た
ら
き
は
神
に
由
来
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
妻
諺
緕
H
H
』
N

オ
リb

。b
。

団
゜
）
。

　第
二
に
キ
リ
ス
ト
の
生
き
方
が
こ
の
世
の
す
べ
て
の
生
き
方
と
反
対
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
弱
さ
、
愚
か
さ
、
貧
し
さ
、

死
、
十
字
架
を
負
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
愛
さ
れ
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
と
言
う
（
碧
呂
H
H
為
b
。
b
°
。
）
。

　第
三
に
キ
リ
ス
ト
論
固
有
の
逆
説
と
い
う
意
味
で
神
は
キ
リ
ス
ト
に
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
は
神

であ
り
同
時
に
人
間
で
あ
り
、
不
死
で
あ
り
同
時
に
死
す
べ
き
者
で
あ
る
、
そ
う
い
う
矛
盾
の
和
解
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
を
神
は
立
て
た

と
解
釈
す
る
（
類
諺
繍
H
H
』
。
。
し
H
°
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
り

　こ
の
よ
う
な
第
一
回
詩
篇
講
義
初
期
に
お
け
る
多
重
的
解
釈
が
、
後
に
第
九
二
篇
の
ス
コ
リ
エ
に
際
し
て
一
つ
の
解
釈
原
理
を
見
出
す

新
た
な
進
展
を
示
す
。

ニー
二
　
第
一
回
詩
篇
講
義
第
九
二
篇
の
註
解
に
お
け
る
「
十
字
架
と
苦
難
」
へ
の
収
敷

　
一
五
一
四
年
秋
に
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
詩
篇
第
九
二
篇
の
註
解
の
最
中
に
、
第
四
篇
四
節
が
想
起
さ
れ
、
そ
こ
で
「
苦
難
」
な
い

し
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
」
が
聖
書
全
体
の
解
釈
原
理
と
さ
れ
る
新
た
な
方
法
が
確
立
す
る
。
ル
タ
ー
が
あ
る
時
点
に
お
い
て
「
十
字
架

と
苦
難
」
を
聖
書
解
釈
の
原
理
と
す
る
こ
と
に
目
覚
め
た
瞬
間
が
確
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
箇
所
は
告
げ
て
い
る
。
第
九
二
篇
四
節
「
主

は高
い
と
こ
ろ
で
不
思
議
で
あ
る
」
の
ス
コ
リ
エ
の
中
で
第
四
篇
四
節
が
振
り
返
ら
れ
、
そ
こ
で
聖
書
全
体
の
解
釈
原
理
と
し
て
「
苦
難

と
十
字
架
」
が
確
認
さ
れ
る
。
た
し
か
に
そ
の
解
釈
原
理
の
萌
芽
は
す
で
に
一
五
＝
二
年
の
第
一
回
詩
篇
講
義
開
始
当
初
の
第
四
篇
四
節

グ
ロ
ッ
セ
に
も
見
出
さ
れ
る
が
（
芝
諺
㎝
㎝
H
b
ρ
H
h
h
）
、
し
か
し
苦
難
と
十
字
架
が
明
確
な
唯
一
の
解
釈
原
理
と
な
っ
た
の
は
詩
篇
第
九
二



篇
四節
ス
コ
リ
エ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
至
る
所
に
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
と
十
字
架
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を

見な
さ
い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
聖
パ
ウ
ロ
と
共
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
こ
の
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
者
以
外
の
な
に
も
の
を
も

知ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
毒
諺
繍
H
H
為
卜
。
9
器
h
）
。
「
わ
れ
わ
れ
は
詩
篇
第
四
篇
を
想
起
す
る
。
そ
し
て
上
述
で
は
そ
こ
を
十

分
理解
し
な
い
で
解
釈
し
た
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
外
に
立
っ
て
そ
こ
を
探
求
す
る
多
く
の
者
た
ち
は
解
釈
す
る
の
に
大
き
な
労
苦
を

も
つ
」
（
蓼
α
μ
H
H
㌔
N
9
㎝
鳶
）
。
「
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
は
聖
書
の
中
の
至
る
所
に
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
謬
α
9
員
認
゜
。
”

Hω
R
）
。

　そ
れ
を
受
け
て
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
詩
篇
第
四
篇
の
要
約
で
、
か
つ
て
第
一
回
詩
篇
講
義
第
四
篇
の
要
約
で
は
単
に
「
キ
リ
ス
ト
」
と

な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
「
十
字
架
の
言
葉
」
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
十
字
架
と
苦
難
が
不
思
議
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
以
下
で
見

る
よ
う
に
第
二
回
詩
篇
講
義
に
な
っ
て
一
層
明
確
と
な
る
。
そ
こ
で
は
苦
難
と
受
動
の
生
（
醤
ω
ω
貯
p
証
富
）
と
は
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ル
タ
ー

に
お
い
て
「
主
が
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
と
は
、
十
字
架
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
性
に
は
理
解
で
き
な
い
不
思
議
な
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

「
低め
ら
れ
た
も
の
を
高
め
る
」
と
い
う
逆
説
（
b
9
。
目
巴
o
益
）
で
あ
る
。
こ
の
ル
タ
ー
の
解
釈
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
詩
篇
第
四
篇
本
文
を
「
主

が
選
別し
た
」
と
訳
し
て
、
逆
説
で
は
な
く
、
主
が
善
で
あ
る
者
に
善
で
あ
る
使
命
を
課
す
こ
と
と
し
て
解
釈
し
た
の
と
大
き
く
違
う
。

ニー
三
　
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
の
詩
篇
第
四
篇
要
約
に
お
け
る
「
十
字
架
の
言
葉
」

　
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
の
詩
篇
第
四
篇
冒
頭
に
置
か
れ
た
要
約
は
、
「
自
分
の
文
字
を
追
求
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
へ
の
謎
責
、
ま
た
キ

リ
ス
ト
の
信
仰
お
よ
び
十
字
架
の
言
葉
遊
受
け
容
れ
る
よ
う
に
と
の
勧
め
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
回
詩
篇
講
義
の
詩
篇
第

四篇
グ
ロ
ッ
セ
冒
頭
に
置
か
れ
た
要
約
「
霊
な
し
の
空
虚
な
文
字
を
追
求
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
謎
責
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
を
受
け
容
れ
る
よ
う

に
と
の
招
き
と
勧
め
」
と
比
較
す
る
と
、
第
一
回
で
は
単
純
に
「
キ
リ
ス
ト
」
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
で
は
「
キ

詩篇
解
釈
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



一
六〇

リ
ス
ト
の
信
仰
お
よ
び
十
字
架
の
言
葉
」
と
、
よ
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
、
「
十
字
架
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
一
回
詩
篇
講
義
で
「
霊

無し
の
空
虚
な
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
で
は
「
自
分
の
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
伝
統
的
「
霊
と
肉
」
の
対
立

に

おけ
る
「
肉
」
の
意
味
内
容
が
、
「
自
分
を
求
め
る
」
と
い
う
各
人
の
心
の
あ
り
方
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　さ
ら
に
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
の
詩
篇
第
四
篇
四
節
グ
ロ
ッ
セ
本
文
で
は
、
「
聖
な
る
者
」
と
は
「
聖
な
る
者
た
ち
」
の
こ
と
で
あ
る
と
さ

れる
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
詩
篇
註
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
「
聖
な
る
者
」
は
専
ら
「
キ
リ
ス
ト
」

の
こ
と
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
ル
タ
ー
は
こ
こ
で
あ
え
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
本
文
は
単
数
形
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
複
数
形
に
「
キ

リ
ス
ト
者
た
ち
」
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
は
、
「
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
あ
わ
れ
み
を
求
め
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
恩
恵

を
受
け
た
者
」
で
あ
る
こ
と
を
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
ハ
シ
ド
」
の
原
義
を
考
慮
し
た
ラ
テ
ン
語
訳
「
主
の
あ
わ
れ
み
を
受
け
た
者
」
か
ら
説

　
　
　
　
ハ
ヨ

明し
て
い
る
。
こ
こ
で
す
で
に
伝
統
的
「
聖
な
る
者
」
の
解
釈
に
お
け
る
、
ル
タ
ー
独
自
の
受
動
的
意
味
へ
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

す
なわ
ち
「
主
の
愛
に
ふ
さ
わ
し
い
者
」
の
こ
と
で
な
く
、
「
主
の
あ
わ
れ
み
を
受
け
る
者
」
と
い
う
受
動
的
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

二ー
四
　
第
二
回
詩
篇
講
義
に
お
け
る
「
受
動
」
と
「
苦
難
」
の
重
な
り

　第
二
回
詩
篇
講
義
は
第
一
回
か
ら
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
を
経
た
詩
篇
註
解
の
一
応
の
決
算
と
し
て
、
ル
タ
ー
独
自
の
解
釈
を
い
っ
そ
う

明
確
に
提
示
す
る
。
こ
こ
で
も
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
「
主
が
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
は
「
神
が
苦
難
を
も
っ
て
試
み
る
」
救
い
の
は
た

ら
き
と
見
な
さ
れ
る
。
神
の
意
志
と
人
間
の
思
い
と
は
対
立
し
、
神
の
意
志
は
人
間
の
理
解
を
超
え
た
も
の
と
し
て
は
た
ら
き
、
そ
こ
で

人間
の
思
い
は
滅
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
自
分
の
思
い
が
否
定
さ
れ
、
理
解
可
能
性
が
奪
わ
れ
る
こ
と
が
苦
難
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
苦
難
を

神
が
は
た
ら
い
た
こ
と
と
し
て
「
主
が
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
が
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
が
救
い
の
は
た
ら
き
で
あ
る
の
は
、
そ
の
苦
難

を
と
お
し
て
心
が
新
た
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
人
間
自
身
の
思
い
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
意
志
が
貫
徹
さ
れ
、
義
が
現
れ



出
る
か
ら
で
あ
る
。

　こ
の
不
思
議
な
は
た
ら
き
を
受
け
る
者
が
「
聖
な
る
者
」
で
あ
り
、
聖
な
る
者
で
あ
り
た
い
者
、
神
の
恩
恵
を
得
た
い
者
は
、
必
ず
こ

こ
で
苦
難
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。

　
聖な
る
者
と
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
ハ
シ
ド
」
の
解
釈
と
し
て
、
あ
わ
れ
み
（
ヘ
セ
ド
）
を
得
た
者
、
恩
恵
に
よ
っ
て
義
認
さ
れ
た
者

と
説
明
さ
れ
る
（
諺
ぐ
『
諺
b
o
噂
H
c
o
b
σ
噂
㊤
h
°
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

　そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
の
み
」
で
な
く
、
修
辞
学
の
分
配
的
語
り
方
と
意
味
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
持
つ
す
べ
て
の
人
々
が
「
聖

な
る
者
た
ち
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
四
篇
四
節
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
う
る
。
「
神
が
義
認
し
、
恩
恵
を
着
せ
る
、
す
べ
て
の
人
々

を
、
神
は
不
思
議
な
仕
方
で
支
配
し
、
動
か
す
こ
と
を
、
あ
な
た
が
た
は
知
り
な
さ
い
」
（
諺
白
諺
b
o
”
H
o
Q
b
o
℃
H
Q
◎
）
と
。

　第
四
篇
四
b
節
「
主
は
わ
た
し
を
聞
き
容
れ
る
で
あ
ろ
う
」
は
、
「
不
思
議
な
は
た
ら
き
を
受
け
た
聖
な
る
者
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
る

（

寿
N
H
°
。
°
。
b
）
。
聖
な
る
者
は
神
の
手
す
な
わ
ち
不
思
議
を
は
た
ら
く
主
を
耐
え
忍
び
、
主
自
身
に
向
か
っ
て
呼
ば
わ
り
、
聞
き
容
れ

ら
れ
る
。
あ
る
い
は
苦
難
の
中
で
呼
ば
わ
り
、
神
に
聞
き
容
れ
ら
れ
、
神
の
不
思
議
な
は
艶
ら
き
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
な
る
者
と

な
る
。
第
四
篇
四
節
の
註
解
の
終
わ
り
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
恵
み
深
い
聖
霊
は
わ
れ
わ
れ
に
次
の
よ
う
に
教
え
る
。
わ

れわ
れ
に
は
た
ら
か
れ
る
不
思
議
（
す
な
わ
ち
苦
難
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
思
議
を
は
た
ら
く
主
を
耐
え
忍
び
、
そ
の
主
に
呼
ば
わ
る

こ
と
以
外
何
も
起
こ
っ
て
は
な
ら
ず
、
苦
難
を
逃
れ
て
は
な
ら
ず
、
虚
偽
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
」
（
〉
謬
b
。
”
H
c
。
♪
N
誌
）
と
。
こ
こ
で

言
わ

れる
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
聖
な
る
者
た
ち
」
と
な
る
。
結
局
、
第
四
篇
四
節
の
「
主
が
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
と
は
、
神
が
キ
リ

ス
ト
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
、
十
字
架
と
苦
難
を
は
た
ら
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
聖
な
る
者
」
と
は
、
神
の
不
思
議
な
は
た
ら

き
で
あ
る
苦
難
を
受
け
た
者
た
ち
で
あ
り
、
「
知
り
な
さ
い
」
と
は
、
そ
の
苦
難
に
参
与
し
な
さ
い
、
信
じ
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

詩
篇解
釈
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



一
六
二

　同
じ
こ
と
が
第
五
篇
一
二
節
註
解
中
の
「
希
望
と
苦
難
に
つ
い
て
」
の
主
題
論
述
に
お
い
て
、
冨
ω
ω
貯
四
忌
鼠
（
「
受
動
の
生
き
方
」
ま

た
は
「
苦
難
の
生
き
方
」
）
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
冨
ω
ω
貯
鋤
が
「
受
動
の
」
と
「
苦
難
の
」
と
い
う
二
重
の
意
味
を
も
つ
。

と
い
う
の
は
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
受
動
の
生
き
方
」
と
は
、
信
仰
と
希
望
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
結
び
合
わ
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
生
き
方

と
ひ
と
つ
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
生
き
方
は
苦
難
を
と
お
し
て
成
就
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
睾
諺
b
。
噂
ω
O
ω
M
α
山
）
。
そ
こ

では
人
間
の
功
績
と
し
て
の
は
た
ら
き
は
無
に
帰
さ
れ
る
。
そ
れ
は
は
た
ら
き
を
「
殺
す
こ
と
（
昌
P
O
同
け
闘
h
凶
O
鋤
け
同
O
）
」
、
ま
た
「
十
字
架
（
臼
員
）
」

と
呼
ば
れ
る
（
睾
諺
N
ω
O
企
①
る
0
8
H
H
）
。

　
ルタ
ー
の
第
二
回
詩
篇
講
義
の
特
質
は
、
第
一
回
詩
篇
講
義
以
来
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
を
経
て
、
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
「
苦

難と
し
て
の
主
の
不
思
議
な
は
た
ら
き
」
、
「
神
の
苦
難
を
受
け
る
者
と
し
て
の
聖
な
る
者
」
の
理
解
が
、
言
語
学
的
（
と
く
に
ヘ
ブ
ラ
イ

語
理解
）
、
文
献
学
的
、
修
辞
学
的
な
裏
付
け
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　さ
ら
に
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
神
の
は
た
ら
き
と
人
間
の
は
た
ら
き
の
対
立
、
神
の
前
で
の
人
間
の
は
た
ら
き
の
受
動
お
よ
び
苦
難
を
強

調す
る
た
め
に
、
「
無
（
巳
げ
出
§
p
）
」
と
か
「
脱
自
（
Φ
属
ω
鼠
ω
圃
ω
）
」
と
い
う
神
秘
主
義
的
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
リ

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
叙
述
に
は
け
っ
し
て
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ル
タ
ー
独
自
の
も
の
で
あ
る
（
睾
諺
N
嵩
P
ど
。
。
0
9
H
試
h
°
）
。

　ま
た
同
じ
「
希
望
と
苦
難
に
つ
い
て
」
の
主
題
論
述
の
中
で
ル
タ
ー
は
神
の
救
い
の
予
定
に
つ
い
て
言
及
す
る
（
睾
諺
b
。
”
ω
H
H
る
自
）
。

し
か
し
そ
の
言
及
の
仕
方
は
、
神
の
予
定
に
つ
い
て
人
間
は
詮
索
し
え
ず
、
論
じ
え
な
い
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
予
定
は
た
だ
神
の
み

の

決
定
事項
と
し
て
人
間
は
そ
の
決
定
に
対
し
て
ひ
た
す
ら
受
動
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
予
定
は
人
間
に
理
解

不
可能
な
も
の
と
し
て
、
畏
れ
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
と
し
て
、
た
だ
暗
示
さ
れ
る
仕
方
で
言
及
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
こ
に
も
選
び
や

予定
を
信
仰
者
の
生
活
を
規
定
す
る
現
実
的
な
積
極
的
な
教
え
と
し
て
説
く
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
語
り
方
（
O
国
α
P
b
。
b
。
㎝
）
と
の
相
違
が
見
ら
れ



る
。

　ま
た
第
二
回
詩
篇
講
義
で
は
思
想
の
説
明
が
、
必
ず
文
法
的
、
修
辞
学
的
説
明
を
伴
な
っ
て
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
受
動
的
神
の
義
」

と
い
う
信
仰
の
思
想
が
、
自
己
の
功
績
を
求
め
る
人
間
の
思
い
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
と
し
て
、
語
り
方
の
異
質
性
と
し
て
説
明
さ
れ
る

（
湯
娼
く
諺
昏
o
”
N
α
O
”
⑩
h
）
。

三
　カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
解
釈

　カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
詩
篇
第
四
篇
四
節
に
出
て
く
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
パ
ラ
ー
」
を
字
義
ど
お
り
「
主
は
選
り
分
け
た
」
の
意
味
に
と
り
、
そ

れを
彼
の
「
選
び
」
の
思
想
と
結
び
つ
け
る
。
ま
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
ハ
シ
ド
」
を
「
善
を
生
み
出
す
者
」
あ
る
い
は
「
善
を
実
行
す
る
者
」

の

意味
に
と
り
、
信
仰
者
の
能
動
的
活
動
性
を
強
調
す
る
。
以
下
に
お
い
て
彼
が
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
本
文
を
「
し
か
し
イ
ェ
ホ
ヴ
ァ
が

ご
自
身
に
と
っ
て
善
を
生
み
出
す
者
を
選
別
し
た
こ
と
を
あ
な
た
が
た
は
知
り
な
さ
い
」
と
確
定
し
え
た
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
、
彼
の

そ
の
箇
所
の
註
解
を
と
お
し
て
考
察
す
る
。

　そ
の
註
解
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
そ
の
第
一
の
部
分
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
パ
ラ
ー
」
の
解
説
で
あ
る
。
元
来
「
区
分
す
る
こ
と
」

を
意
味
す
る
こ
の
語
は
（
O
霧
P
①
ρ
ミ
）
、
神
が
神
的
権
限
に
よ
っ
て
（
O
園
α
P
①
ρ
ω
9
①
ρ
心
辞
①
ρ
α
O
）
、
人
間
を
召
し
（
0
国
α
P
①
P

°
。°
。
）

、

選
び分
か
つ
（
O
霧
P
O
ρ
群
①
P
瞳
）
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る
人
間
の
意
志
も
欲
望
も
、
力
も

富
も
軍
事
力
も
か
か
わ
り
え
な
い
と
さ
れ
る
（
O
霧
P
①
ρ
ω
り
㎞
①
ρ
島
）
。
神
の
選
び
、
予
定
、
摂
理
に
対
し
人
間
は
全
く
受
動
的
で
し
か

あ
り
え
な
い
（
O
図
α
P
さ
。
ど
b
。
α
h
）
。

詩
篇解
釈
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
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一
六
四

　こ
の
語
の
解
釈
に
関
す
る
ル
タ
ー
と
の
相
違
は
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
救
わ
れ
る
聖
な
る
者
に
苦
難
を
は
た
ら
く
神
の
は
た
ら
き
は
不

思議
で
あ
り
、
「
主
が
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
（
b
P
団
H
同
｛
一
〇
β
o
＜
一
け
）
」
と
訳
さ
れ
た
の
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
は
神
の
権
限
に
お
い
て
「
選
び

分け
た
（
ω
Φ
一
Φ
σ
q
謬
）
」
と
訳
さ
れ
、
不
思
議
よ
り
も
神
の
力
が
称
揚
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
神
の
意
志
が
行
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
は
人
間
の
理
解
を
超
え
た
不
思
議
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
が
（
諺
壽
N
H
°
。
b
。
誌
h
）
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
不
明
瞭
な
も
の
の
う
ち
に
た
だ
ち

に何
か
あ
る
深
遠
な
神
秘
を
追
求
す
る
こ
と
を
戒
め
る
（
O
霧
P
曽
P
。
。
）
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
詩
篇
註
解
は
教
会
の
建
徳
の
た
め
で

あ
り
（
O
幻
㎝
P
G
。
9
0
）
、
「
不
思
議
」
の
称
揚
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　第
二
の
部
分
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
ハ
シ
ド
」
の
解
説
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
善
を
生
み
出
す
者
（
び
Φ
巳
讐
β
ρ
び
Φ
巳
α
q
巳
）
、
善
を
実
行
す

る
者
（
げ
Φ
口
Φ
臨
博
O
＝
ω
）
」
と
訳
し
、
そ
れ
を
そ
の
文
の
「
選
び
分
け
た
（
パ
ラ
ー
）
」
と
関
連
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
「
選
ば
れ
た
者
」
は
「
王

であ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
正
当
な
理
由
を
有
す
る
者
」
（
O
国
α
P
①
ρ
詔
）
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
正
当
性
は
「
実
質
そ
の
も
の
（
O
国
α
P
①
ρ

詔
）
」
あ
る
い
は
「
実
効
（
O
凌
P
①
ρ
㎝
ω
）
」
か
ら
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
王
は
空
虚
な
「
死
ん
だ
偶
像
（
O
国
α
P

①
ρま
）
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
王
へ
の
召
命
の
徴
と
刻
印
」
（
O
寄
P
①
ρ
α
゜
。
）
を
表
示
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
「
王
と
し
て
の
固
有

の

才能
」
（
O
幻
㎝
P
①
ρ
呂
）
が
問
わ
れ
る
。
彼
は
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
才
能
を
与
え
ら
れ
た
者
で
あ
る
（
O
閃
㎝
P
①
H
狙
）
。

神
か
ら
選
ば
れ
た
者
は
そ
の
召
命
を
確
信
し
（
O
園
㎝
P
①
ρ
ω
゜
。
）
、
神
の
召
命
に
真
実
に
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
O
幻
α
P
①
H
為
）
。

真実
に
応
答
す
る
と
は
、
実
質
的
に
善
い
心
を
も
ち
、
善
を
生
み
だ
し
、
善
を
は
た
ら
く
こ
と
で
あ
る
（
○
国
㎝
P
①
ρ
α
押
①
ρ
α
仰
①
H
℃
ω
旧

9
°
。
）
。

　こ
の
よ
う
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
は
選
ば
れ
た
者
と
善
い
は
た
ら
き
と
の
必
然
的
な
つ
な
が
り
が
説
か
れ
て
い
る
。
神
か
ら
選
ば
れ

た者
は
「
神
の
愛
に
よ
っ
て
王
の
地
位
に
立
て
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
」
、
「
実
際
、
善
を
は
た
ら
く
者
」
で
あ
る
（
O
幻
㎝
P
①
斜
ω
）
。
こ
こ
に



は
ル
タ
ー
的
な
「
同
時
に
罪
人
で
あ
っ
て
義
人
」
の
考
え
は
な
い
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
善
い
は
た
ら
き
を
欠
い
た
あ
り
方
が
「
ハ
シ
ド
」

の

受
動的
解
釈
か
ら
生
じ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
非
聖
書
的
解
釈
と
し
て
批
判
す
る
（
O
菊
α
P
①
H
b
）
。
ま
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
は
神
の

選
びと
人
々
の
選
び
と
は
対
立
し
な
い
（
O
幻
窃
P
①
ρ
ミ
h
h
）
。
こ
れ
も
人
間
に
お
い
て
捨
て
ら
れ
た
者
こ
そ
神
か
ら
選
ば
れ
た
者
で
あ
る

と
す
る
ル
タ
ー
的
な
神
の
選
び
の
逆
説
性
と
は
異
な
る
考
え
で
あ
る
。

　出
村
彰
が
解
題
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
改
革
の
第
一
世
代
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
見
え
な
い
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認

が強
調
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
第
二
世
代
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
は
実
質
的
な
善
性
と
善
行
を
含
む
聖
化
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

こ
こ
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
は
そ
れ
を
受
動
性
と
の
対
比
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
彼
に
お
い
て
も
神
の
選
び
と
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

定
、
ま
た
神
か
ら
の
賜
物
を
重
ん
じ
る
限
り
は
、
人
間
の
根
本
的
受
動
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
こ
で
「
神
の
力
の

器
」
と
し
て
表
さ
れ
る
静
止
性
で
な
く
、
「
神
の
道
具
」
と
し
て
表
さ
れ
る
は
た
ら
き
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
ル
タ
ー
と
の
力
点

の相
違
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
全体
と
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
の
特
徴
は
、
神
の
選
び
、
神
か
ら
の
賜
物
、
神
の
召
し
に
対
し
て
、
そ
の
選
ば
れ
、
召
さ
れ
た
人
間

が
真
実
に

応
答し
、
実
行
し
、
完
遂
し
、
実
地
に
経
験
し
（
O
国
α
P
①
H
旨
b
。
）
、
そ
の
信
仰
を
検
証
す
る
（
O
国
㎝
P
①
H
狐
O
）
、
活
動
的
対
応

関
係
に
あ
る
。
あ
わ
れ
み
ふ
か
い
心
を
も
つ
者
で
あ
る
と
と
も
に
（
O
国
α
P
O
ド
゜
。
）
、
そ
の
上
さ
ら
に
善
を
は
た
ら
く
者
（
O
国
α
P
①
ど
゜
。
）

であ
る
こ
と
が
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
信
仰
と
と
も
に
、
そ
の
証
と
し
て
の
善
行
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
信
仰
の
は
た
ら

き
の
強
調
の
ゆ
え
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
信
仰
の
単
な
る
受
動
性
を
批
判
し
て
、
詩
篇
に
頻
出
す
る
語
「
ハ
シ
ド
」
を
受
動
的
に
「
た
だ
神

の愛
に
よ
っ
て
王
位
に
置
か
れ
た
者
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
そ
の
批
判
の
標
的
と
し
て
、
信
仰
の
受
動
性
を
強
調
し
た

ルタ
ー
の
「
ハ
シ
ド
」
解
釈
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

詩篇
解
釈
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



一
六
六

四　
お
わ
り
に

　
ルタ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
註
解
を
検
討
し
、
そ
の
相
互
の
比
較
・
対
照
も
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
強
調
点
を
も
ち
な
が
ら
も
、
両
者
共
に
、
神
に
対
す
る
人
間
の
根
本
的
受
動
性
と
、
そ
の
受

動性
に
お
け
る
人
間
の
は
た
ら
き
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
大
宗
教
改
革
者
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　し
か
し
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
も
受
動
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
な
に
ゆ
え
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
「
ハ
シ
ド
」

の

受
動
的

解
釈を
非
聖
書
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
の
か
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
批
判
す
る
受
動
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
問
わ
れ
る
。

　そ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
必
ず
し
も
ル
タ
ー
の
言
う
「
受
動
的
神
の
義
」
の
意
味
で
の
受
動
を
批
判
し
た
の
で
は
な
く
、

た
だ
、
神
の
愛
「
ヘ
セ
ド
」
を
受
け
る
だ
け
で
善
行
を
は
た
ら
か
な
い
者
を
、
聖
書
の
言
う
「
ハ
シ
ド
」
で
は
な
い
と
し
て
批
判
し
た
と

答え
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
批
判
点
は
、
受
動
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
は
た
ら
き
の
欠
如
に
あ
り
、
彼
自
身
は
い
わ

ば
受
動
的
は
た
ら
き
を
主
張
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
場
合
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
言
う
受
動
的
は
た
ら
き
は
、
ル
タ
ー
の
言
う
受
動
的
神
の

は
た
ら
き
、
す
な
わ
ち
人
間
の
う
ち
に
神
が
は
た
ら
い
て
人
間
を
は
た
ら
か
し
め
る
神
の
は
た
ら
き
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、

ルタ
ー
が
「
塔
の
体
験
」
を
と
お
し
て
発
見
し
た
「
受
動
的
神
の
義
」
の
理
解
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
共
有
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
具
体
的
に
は
詩
篇
第
四
篇
四
節
の
「
ハ
シ
ド
」
の
受
動
的
解
釈
を
非
聖
書
的
で
あ
る
と
批
判

し
た
と
き
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
果
た
し
て
ル
タ
ー
を
批
判
の
対
象
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね

な

お

両
者
の

聖
書
諸
註
解書
、
お
よ
び
歴
史
的
諸
文
書
も
含
め
て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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的
に

ルタ
ー
か
ら
深
く
学
ん
で
、
ル
タ
ー
の
思
想
を
自
分
の
も
の
に

　
ルタ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
引
用
さ
れ
た
著
作
の
略
記
方
法
に
つ
い
て
、
　
　
　
　
　
し
た
、
と
さ
れ
る
（
同
書
六
六
頁
）
。

ルタ
ー
の
著
作
は
ワ
イ
マ
ー
ル
版
（
零
Φ
冒
霞
興
諺
器
α
q
四
び
Φ
）
お
よ
び
ワ
　
　
（
3
）
第
二
回
詩
篇
講
義
は
、
｝
五
一
九
年
の
講
義
開
始
当
初
に
ヴ
ィ
ッ

イ
マ
ー
ル
・
ア
ル
ヒ
ー
プ
版
（
≧
。
ぼ
く
N
霞
≦
Φ
巨
胃
巽
諺
¢
ω
α
q
p
げ
Φ
）
に
　
　
　
　
テ
ン
ベ
ル
ク
初
版
が
出
版
さ
れ
、
一
五
一
＝
年
か
ら
二
二
年
に
か
け

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
華
、
覇
諺
と
略
記
し
、
続
く
数
字
で
巻
、
頁
、
行
　
　
て
バ
ー
ゼ
ル
版
が
諺
山
四
ヨ
℃
Φ
け
ユ
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
一
五
三
五

を
示
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
著
作
は
O
o
6
ロ
ω
切
似
o
諺
9
0
ヨ
ヨ
に
よ
り
、
　
　
　
　
　
年
以
降
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
度
々
バ
ー
ゼ
ル
に
滞
在
し
た
こ
と
か
ら
も
、

O国
と
略
記
し
、
続
く
数
字
で
巻
、
頁
、
行
を
示
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
詩
　
　
　
　
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
ル
タ
ー
の
第
二
回
詩
篇
講
義
を
読
ん
だ
可
能
性
は
き

篇
註解
』
は
0
図
の
第
五
九
巻
に
所
収
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
め
て
高
い
。
第
一
回
詩
篇
講
義
は
、
ル
タ
i
自
身
の
出
版
へ
の
努

（1
）
H
ρ
0
巴
く
凶
三
貯
ま
『
§
ロ
娼
ω
巴
ヨ
o
二
巨
8
謹
昌
Φ
艮
p
。
二
¢
9
H
α
㎝
8
　
　
　
　
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
生
前
に
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
（
た
だ

　
　序
文
に
よ
れ
ば
出
版
よ
り
三
年
前
の
一
五
五
四
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
　
　
　
　
し
出
版
は
さ
れ
な
く
て
も
ル
タ
ー
の
講
義
の
筆
記
録
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン

　
　
学校
で
詩
篇
註
解
講
義
が
ラ
テ
ン
語
で
さ
れ
、
続
い
て
詩
篇
講
解
説
　
　
　
　
　
の
目
に
ふ
れ
た
可
能
性
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ル

　
　
教
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
さ
れ
た
。
邦
訳
は
、
一
九
七
〇
年
、
新
教
出
版
　
　
　
　
タ
ー
の
第
一
回
詩
篇
講
義
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
的
表
現
「
聖
書
の
中

　
　
社刊
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
の
至
る
所
に
出
て
く
る
（
毒
誤
月
認
゜
。
狐
ω
H
冠
ぼ
ρ
ロ
①
ぎ
ω
o
ユ
讐
ロ
雫

（2
）
　
一
五
四
五
年
一
月
二
十
一
日
付
け
カ
ル
ヴ
ァ
ン
か
ら
ル
タ
ー
へ
宛
　
　
　
　
凶
ω
0
8
二
巳
汁
）
」
と
類
似
し
た
表
現
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
詩
篇
註
解
の
、

　
　
てら
れ
た
手
紙
が
残
存
す
る
。
森
井
輿
『
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
』
　
　
　
　
ル
タ
ー
を
批
判
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
見
出
さ
れ
る

　
　
教
文館
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
一
頁
。
ま
た
同
書
に
よ
れ
ば
、
カ
ル
　
　
　
　
（
O
切
α
P
①
お
㎝
”
冒
ω
o
同
首
け
ロ
「
餌
0
8
環
旨
害
）
。

　
　ヴ
ァ
ン
は
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
第
一
版
著
述
に
あ
た
り
、
ル
タ
ー
　
　
　
（
4
）
　
妻
巴
側
？
国
9
ゴ
き
P
い
四
叶
Φ
貯
凶
ω
o
ゴ
Φ
ω
曾
冒
巳
o
α
q
δ
o
げ
①
ω
芝
曾
－

　
　
の

『
小
教
理問
答
書
』
の
著
述
方
式
に
従
っ
た
だ
け
で
な
く
、
思
想
　
　
　
　
8
旨
ロ
。
げ
゜
お
よ
び
国
原
吉
之
助
著
『
古
典
ラ
テ
ン
語
辞
典
』
に
よ
れ

詩
篇
解
釈を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七



一
六
八

　
　ば
、
語
源
と
し
て
、
び
①
巳
讐
ロ
ω
に
つ
い
て
は
び
o
昌
ω
十
α
q
凶
讐
o
が
、
　
　
　
　
U
凶
o
試
o
づ
四
曼
で
は
．
、
げ
Φ
器
匹
”
δ
＜
ρ
匹
ロ
α
口
Φ
ω
ρ
げ
Φ
昌
Φ
＜
9
Φ
口
o
ρ

　
　
げ
Φ
5
Φ
訟
o
ロ
ω
に
つ
い
て
は
げ
o
p
拐
十
貯
8
お
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
o
Q
o
o
α
註
戸
討
く
o
q
が
ヨ
臼
o
鴇
”
鵯
o
o
ρ
嘗
①
蔓
、
．
と
関
連
す
る
形
容
詞

（5
）
　
「
ハ
シ
ド
」
は
「
ヘ
セ
ド
」
の
関
連
語
で
あ
り
、
げ
ω
山
を
語
根
と
す
　
　
　
　
、
げ
”
臨
臼
箆
昌
P
び
Φ
コ
Φ
＜
o
δ
ロ
戸
鵯
0
9
0
這
ω
”
覧
o
q
ω
．
、
が
示
さ
れ
、
そ

　
　る
形
容
詞
な
ら
び
に
形
容
詞
由
来
の
名
詞
で
あ
る
。
愛
、
慈
し
み
、
　
　
　
　
　
の
形
容
詞
が
指
示
す
る
性
格
を
も
っ
た
人
（
親
切
な
人
、
敬
度
な
人
、

　
　あ
わ
れ
み
、
忠
実
、
敬
度
、
聖
な
ど
を
基
本
的
意
味
と
す
る
。
旧
約
　
　
　
　
恩
恵
を
受
け
た
人
、
恩
恵
を
与
え
る
人
）
が
ハ
シ
ド
で
あ
る
と
さ
れ

　
　
聖
書
に

は

三十
二
回
出
て
来
て
、
そ
の
う
ち
二
十
五
回
は
詩
篇
に
出
　
　
　
　
る
。

　　
て
く
る
。
新
共
同
訳
で
は
、
人
間
に
か
か
る
場
合
「
慈
し
み
に
生
き
　
　
　
　
　
た
だ
し
本
論
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
語
の
意
味
は
単
に
そ
の
一
語

　
　る
人
」
（
詩
篇
第
四
篇
四
節
ほ
か
）
と
訳
さ
れ
、
否
定
辞
を
伴
な
っ
て
　
　
　
　
だ
け
で
確
定
さ
れ
う
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
語
の
置
か
れ
た
コ
ン
テ

　　
「
慈
し
み
を
知
ら
ぬ
民
」
（
詩
篇
第
四
三
篇
一
節
）
と
訳
さ
れ
、
ま
た
　
　
　
　
キ
ス
ト
（
と
く
に
同
文
の
動
詞
パ
ラ
ー
の
意
味
と
の
関
連
）
、
お
よ
び

　
　神
に
か
か
る
と
き
に
は
「
慈
し
み
深
い
」
（
エ
レ
ミ
ヤ
三
章
一
二
節
）
　
　
　
　
解
釈
者
の
根
本
的
考
え
方
に
よ
る
。
な
お
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
考
え
は
、

　　
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
動
詞
と
し
て
は
「
慈
し
む
も
の
と
な
る
」
　
　
　
　
　
本
論
の
三
で
論
じ
ら
れ
る
。

　　
（
詩
篇
一
八
篇
二
六
節
、
サ
ム
エ
ル
下
二
二
章
二
六
節
）
が
あ
る
。
新
　
　
（
6
）
　
ル
タ
ー
の
第
二
回
詩
篇
講
義
の
第
五
篇
九
節
の
「
神
の
義
」
の
註

　
　
共同
訳
で
は
ほ
ぼ
「
慈
し
む
」
の
意
味
に
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
口
　
　
　
　
解
に
お
い
て
、
受
動
的
神
の
義
の
理
解
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
ら

　
　
語
訳
聖
書
では
場
合
に
応
じ
て
、
「
聖
な
る
」
、
「
神
を
敬
う
」
、
「
忠
実
　
　
　
　
れ
て
い
る
。
「
以
下
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
し
ば
し
ば
出
会
う
こ
と
に

　
　な
」
、
「
仕
え
る
」
な
ど
に
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
。
セ
プ
チ
ュ
ア
ギ
　
　
　
　
な
る
〈
神
の
義
〉
を
、
真
に
規
準
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ

　　
ン
タ
は
げ
o
臨
o
ω
、
ウ
ル
ガ
タ
は
鐙
昌
9
ロ
ω
、
ル
タ
ー
も
ω
碧
0
9
ω
と
　
　
　
　
と
に
わ
れ
わ
れ
が
慣
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て

　
　し
、
彼
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
も
山
興
出
①
罠
α
q
Φ
と
し
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
　
　
　
　
い
る
よ
う
に
く
神
自
身
が
そ
れ
に
よ
っ
て
義
で
あ
り
、
不
敬
度
な
者

　　
ン
は
げ
曾
戯
昌
ロ
μ
げ
①
巳
α
q
旦
げ
雪
Φ
騰
ざ
ロ
ω
と
い
う
ラ
テ
ン
訳
を
と
る
。
　
　
　
　
た
ち
を
断
罪
も
す
る
よ
う
な
義
V
と
し
て
で
な
く
、
む
し
ろ
聖
ア
ウ

　
　当
時
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
辞
典
（
即
Φ
ロ
o
匿
P
U
Φ
肉
ロ
α
ぎ
①
コ
陸
冨
国
甲
　
　
　
　
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
霊
と
文
字
に
つ
い
て
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に

　
　耳
巴
o
圃
ω
」
α
8
）
で
は
、
ハ
シ
ド
は
ヘ
セ
ド
の
関
連
語
と
し
て
、
神
の
　
　
　
　
く
人
を
義
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
に
着
せ
る
義
V
と
し
て
、

　
　
愛を
受
け
た
者
あ
る
い
は
神
を
愛
す
る
者
（
そ
の
形
容
詞
か
ら
由
来
　
　
　
　
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
神
の
前
に
義
と
見
な
さ
れ
る

　
　
す
る
名
詞
）
鈴
昌
o
ε
ω
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憐
れ
み
あ
る
い
は
義
認
す
る
恩
恵
」
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　ま
た
現
代
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
辞
典
　
い
碧
σ
q
Φ
房
魯
皿
鼻
”
ω
国
Φ
訂
Φ
≦
　
　
　
　
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
使
徒
が
ロ
ー
マ
書
第
一
章
で
く
神
の
義
が



　
　
福
音
の中
に
啓
示
さ
れ
た
…
…
〉
と
言
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
し
、
そ
れ
ぞ
れ
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
特
徴
と
し
た

　
　…
…
と
こ
ろ
で
神
の
義
は
、
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
賜
物
　
　
　
　
（
O
Φ
貯
ω
ω
と
零
。
蒔
N
Φ
ロ
α
q
の
対
置
の
叙
述
は
一
九
〇
五
年
の
初
版

　
　と
し
て
贈
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
義
と
も
呼
ば
れ
る
。
ち
ょ
　
　
　
　
に
は
な
く
、
そ
の
後
一
九
二
〇
年
の
改
訂
版
で
加
筆
さ
れ
た
。
罎
9
×

　
　う
ど
神
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
た
ら
く
神
の
は
た
ら
き
、
神
が
わ
　
　
　
　
零
Φ
げ
Φ
斜
Ω
①
ω
四
ヨ
日
色
8
諺
信
け
痒
N
Φ
N
霞
国
⑦
目
σ
q
凶
8
ω
ω
o
臨
9
0
α
q
凶
Φ

　
　
れわ
れ
の
う
ち
に
語
る
神
の
こ
と
ば
、
神
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
　
　
　
　
切
9
H
」
㊤
b
。
O
°
ω
゜
H
O
°
。
）
。
た
だ
し
ル
タ
ー
の
著
作
中
に
は
、
「
キ
リ
ス

　
　
たら
く
神
の
力
、
そ
の
他
多
く
の
も
の
に
つ
い
て
呼
ば
れ
る
と
お
り
　
　
　
　
ト
の
最
も
選
り
す
ぐ
ら
れ
た
器
で
あ
り
道
具
で
あ
る
聖
パ
ウ
ロ
か

　　
で
あ
る
。
…
…
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
〈
憐
れ
み
〉
の
意
味
で
〈
義
（
ツ
ェ
　
　
　
　
ら
」
（
壽
同
蝸
ω
α
゜
。
弘
b
。
h
”
Φ
×
島
く
o
℃
”
巳
o
暫
ぐ
o
器
簿
o
お
彗
o
O
耳
幽
ω
賦

　
　
ダカ
ー
）
〉
を
語
る
。
神
の
祝
福
と
神
の
義
と
は
同
一
の
も
の
だ
か
ら
　
　
　
　
匹
8
瓜
ω
ω
巨
o
）
や
「
神
の
道
具
」
（
睾
諺
b
。
噂
ω
0
8
同
゜
。
”
冒
ω
霞
ロ
已
Φ
口
ε
ヨ

　　
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
の
憐
れ
み
と
恩
恵
と
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
　
　
　
　
鮎
Φ
博
）
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
器
と
道
具
を
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン

　　
わ
れ
わ
れ
に
渡
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
神
の
義
に
つ
い
て
の
　
　
　
　
派
へ
単
純
に
振
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　　
こ
の
語
り
方
は
、
人
間
の
通
常
の
語
り
方
と
異
な
る
の
で
、
多
く
の
　
　
（
8
）
諺
q
陰
ω
賦
巳
国
謡
霞
巴
o
昌
Φ
ω
団
ロ
陽
巴
ヨ
o
ψ
℃
い
ω
9
刈
O
°

　
　
人
に多
く
の
困
難
を
生
み
出
し
た
。
以
上
で
述
べ
ら
れ
た
語
り
方
に
　
　
（
9
）
　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
9
巴
β
。
ゴ
の
末
尾
の
文
字
が
げ
Φ
で
な
く
巴
o
h
で
あ

　　
よ
っ
て
も
神
の
義
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
義
で
あ
る
義
の
意
味
を
　
　
　
　
る
な
ら
「
不
思
議
を
は
た
ら
い
た
」
を
意
味
す
る
と
、
ロ
イ
ヒ
リ
ン

　　
も
つ
こ
と
が
全
く
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
（
困
難
を
　
　
　
　
は
補
足
説
明
し
て
い
る
。

　

生
み出
し
た
）
。
そ
の
結
果
同
一
の
義
に
よ
っ
て
神
と
わ
れ
わ
れ
と
が
　
　
（
1
0
）
　
第
一
回
詩
篇
講
義
か
ら
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
断
片
を
経
て
第
二
回
詩
篇

　
義
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
同
一
の
言
葉
に
よ
っ
て
神
は
つ
く
り
、
わ
れ
　
　
　
　
講
義
へ
至
る
過
程
に
お
け
る
ル
タ
ー
の
諸
文
書
に
つ
い
て
は
、
拙
論

　　
わ
れ
は
神
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
。
そ
の
結
果
わ
　
　
　
　
「
ル
タ
ー
に
よ
る
詩
篇
第
四
篇
の
解
釈
ー
第
一
回
か
ら
第
二
回
の
詩

　　
れ
わ
れ
が
神
自
身
の
う
ち
に
あ
り
、
神
の
存
在
が
わ
れ
わ
れ
の
存
在
　
　
　
　
篇
講
義
へ
」
日
本
ル
タ
ー
学
会
研
究
年
報
『
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
』

　　
と
な
る
よ
う
に
」
（
諺
妻
〉
卜
。
”
b
。
㎝
9
巨
－
N
㎝
ρ
辰
）
。
こ
こ
に
は
神
の
義
　
　
　
　
第
四
巻
、
二
〇
〇
四
年
、
二
七
ー
四
六
頁
参
照
。

　
　
が
神
の
愛
で
も
あ
る
こ
と
、
そ
の
神
の
愛
は
人
間
の
う
ち
に
人
間
の
　
　
（
1
1
）
ブ
ル
ト
マ
ン
は
ル
タ
ー
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
ヨ
ロ
α
霧

　
愛
と
し
て
も
は
た
ら
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
寓
貯
p
。
訂
一
を
区
別
し
、
閤
⊆
巳
霞
は
、
反
自
然
的
現
象
に
よ
る
の

（7
）
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
　
　
　
　
で
は
な
く
、
神
に
由
来
す
る
こ
と
に
よ
る
と
言
う
。
即
巳
o
開
切
巳
け
・

　
　
と
資
本
主
義
の
精
神
』
に
お
い
て
「
神
的
力
の
器
と
道
具
」
を
対
置
　
　
　
　
目
①
ロ
P
N
霞
国
冨
α
q
①
住
霧
零
巨
α
①
「
ω
．
貯
、
．
O
冨
暮
撃
巨
α
＜
霞
段
炉

詩
篇
解釈
を
め
ぐ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九



一
七
〇

　
　
び
魯
、
．
．
切
価
゜
H
°
H
O
ω
ω
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
ル
タ
ー
の
「
受
動
的
神
の
義
」
の
理
解
に
お
け
る
「
は
た
ら
き
」

（1
2
）
　
ル
タ
ー
が
用
い
た
七
十
人
訳
聖
書
由
来
の
ウ
ル
ガ
タ
聖
書
の
詩
篇
　
　
　
　
の
意
味
に
つ
い
て
、
ま
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
「
受
動
的
は
た
ら
き
」
に

　　
で
は
、
詩
篇
第
一
〇
篇
か
ら
第
一
四
七
篇
ま
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
詩
篇
　
　
　
　
　
つ
い
て
、
水
垣
渉
『
宗
教
的
探
求
の
問
題
』
第
四
部
第
一
〇
章
「
は

　　
よ
り
一
篇
ず
つ
篇
数
が
小
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ら
き
を
は
た
ら
く
神
」
θ
Φ
ロ
ω
8
①
鑓
コ
ω
8
0
鑓
ユ
）
か
ら
多
く
教

（1
3
）
妻
諺
H
”
ω
㎝
ρ
H
H
°
（
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
一
五
一
八
年
）
。
　
　
　
　
　
え
ら
れ
た
。
と
く
に
同
書
三
六
八
頁
に
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
「
受
動

（1
4
）
鶏
〉
ド
ら
゜
。
P
予
゜
。
°
こ
の
論
は
第
二
回
詩
篇
講
義
で
引
き
継
が
れ
　
　
　
　
的
は
た
ら
き
」
ま
た
「
能
動
的
受
動
性
」
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　
繰
り
返
さ
れ
る
。
睾
諺
b
σ
噌
H
c
o
ρ
H
O
跨

（1
5
）
　
修
辞
学
的
用
語
と
し
て
ル
タ
ー
は
、
o
冨
戊
o
亀
ω
臨
び
ロ
瓜
く
9
と

　
昌
ロ
日
⑦
歪
ω
只
o
p
償
言
興
o
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
複
数
の
聖
な

　　
る
者
た
ち
（
ω
き
o
陸
凶
）
を
ひ
と
り
の
聖
な
る
者
（
ω
雪
o
言
ω
）
で
言
い

　
　
表
す
方
法
で
あ
る
。
国
①
ぎ
ユ
o
げ
い
窪
9
臼
o
q
”
国
o
民
び
這
o
げ
α
9
洋
o
話
゜

　
『
凶

ω

oげ
Φ
口
寄
Φ
8
は
ぎ
H
8
0
参
照
。

（1
6
）
　
た
と
え
ば
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
詩
篇
第
二
二
篇
の
註
解
冒
頭
で
、
聖
書

　　
の
う
ち
に
神
秘
的
な
も
の
（
日
窃
け
霞
凶
2
。
）
を
読
み
込
も
う
と
す
る
こ

　　
と
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
（
0
霧
㊤
b
H
り
）
。
な
お
ル
タ
ー
も
第
二

　　
回
詩
篇
講
義
の
中
で
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
的
神
秘
主

　
義
に
対
し
て
は
、
苦
難
の
契
機
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い

　　
る
（
覇
諺
b
o
噂
b
っ
O
跨
H
㊤
歯
㊤
9
H
ド
）
。

（
1
7
）
　
O
幻
α
P
b
。
b
。
μ
心
゜
。
”
買
o
く
達
①
耳
同
坦
員
詩
篇
註
解
序
文
（
O
國
㎝
P
b
。
ド

　
　
ω
N
”
ω
窪
ぽ
富
o
o
口
く
臼
ω
δ
口
Φ
）
°
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
回
心
の
受
動
性
に
つ

　　
い
て
は
、
森
井
眞
『
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
』
一
〇
三
頁
で
「
向
こ

　　
う
か
ら
仕
向
け
ら
れ
た
回
心
」
と
い
う
訳
に
よ
っ
て
、
受
動
性
が
強

　
　
調さ
れ
て
い
る
。


