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「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
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（
1
）

　
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
に
お
い
て
問
い
は
重
要
な
位
置
と
意
義
を
有
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
、
そ
の
民
に
問
い
か
け
る
神

で
あ
っ
た
。
旧
約
聖
書
に
よ
れ
ば
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
最
初
の
問
い
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
誠
め
に
背
い
た
最
初
の
人
間
ア
ダ
ム
に
向
か
っ
て
発
せ

ら
れ
た
。
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
（
O
曾
’
ρ
⑩
”
、
帥
遷
⑦
試
π
い
×
×
”
き
。
①
N
…
）
と
い
う
鋭
く
響
く
問
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
い
で

エ
バ
に
は
、
「
お
ま
え
は
い
っ
た
い
な
に
を
し
た
の
か
」
（
○
。
昌
．
ω
翼
ω
鱒
鼠
7
N
ひ
子
、
琶
誓
い
×
×
”
臥
§
。
8
舞
§
負
り
脚
）
と
い
う
重
重

し
く
響
く
閥
い
が
聞
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
い
は
、
弟
ア
ベ
ル
を
殺
し
た
カ
イ
ン
に
た
い
し
て
も
同
じ
順
序
で
訂
せ
ら
れ
た
。

「
お
ま
え
の
弟
ア
ベ
ル
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
（
O
。
p
食
り
）
、
「
お
ま
え
は
い
っ
た
い
な
に
を
し
た
の
か
」
（
O
・
事
跡
H
O
）
。
こ
の
よ
う
に
、

ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
最
初
か
ら
そ
の
所
在
と
行
為
、
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
の
全
体
を
問
う
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
問
い
の
前

に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
神
に
問
わ
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
、
ま
た
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
存
在
す
る
。
こ
の
間
わ
れ
る
存

在
は
、
答
え
る
存
在
と
し
て
の
自
覚
に
お
い
て
現
実
的
と
な
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
問
い
か
け
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
応
え
、
そ
の
問
い
に
答
え
る

と
き
歴
史
的
に
自
覚
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
応
答
に
お
い
て
、
問
い
に
お
け
る
「
ど
こ
」
は
具
体
的
な
状
況
と
し
て
の
「
そ
こ
」
（
∪
鋤
）

と
し
て
生
起
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
、
歴
史
は
こ
の
よ
う
な
出
来
事
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
は
、
神
関
係
に
お
け
る
問
い
が
三
つ
の
契
機
か
ら
成
り
立
つ
と
と
ら
え
た
。
問
う
者
、
問
う
こ
と
、
問
い
の
三
つ
で
あ
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る
。
同
じ
こ
と
は
答
え
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
。
こ
れ
ら
三
つ
は
不
可
分
の
相
互
関
係
の
う
ち
に
あ
る
。
一
つ
の
契
機
に
お
け
る
問
題
は
、

た
だ
ち
に
神
関
係
に
お
け
る
問
い
そ
の
も
の
の
問
題
と
な
る
。
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
の
か
し
と
問
う
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
た
い
し
て
、
ア
ダ

ム
は
「
身
を
隠
し
た
の
で
す
し
（
O
窪
●
ω
b
）
と
答
え
、
「
お
ま
え
の
弟
ア
ベ
ル
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
カ
イ
ン
は
、
「
知
り

ま
せ
ん
」
（
○
Φ
戸
企
。
”
δ
．
熾
穿
帥
、
早
い
×
×
”
O
い
N
§
§
巷
）
と
答
え
た
。
こ
れ
ら
は
た
し
か
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
問
い
に
た
い
す
る
返
答
で
は

あ
る
が
、
問
い
か
け
に
た
い
し
て
正
当
に
応
ず
る
応
答
で
は
な
い
。
か
れ
ら
の
答
え
は
、
神
と
人
間
と
の
正
当
な
全
体
的
関
係
（
「
義
」
）

に
お
け
る
背
反
と
逸
脱
と
し
て
の
「
罪
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
正
当
な
関
係
に
お
け
る
応
答
は
、
眠
っ
て
い
る
と
き
ヤ

ハ
ウ
ェ
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
少
年
サ
ム
エ
ル
が
「
は
い
、
こ
こ
に
お
り
ま
す
」
（
一
ω
＝
。
ヨ
・
ω
ψ
餅
α
’
9
。
。
鱒
露
暮
α
鼻
ぴ
×
×
鱒
、
鳶
＆
伽
惹
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
問
い
か
け
と
問
い
と
に
た
い
し
て
一
挙
に
同
時
的
・
全
体
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
答
え

は
、
神
と
の
直
接
的
で
完
全
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
ア
ダ
ム
や
カ
イ
ン
の
場
合
に
は
、
神
人
関
係
に
お
け
る
真
の
、
、
］
）
帥
、
、
は
隠
蔽
さ
れ
、

否
定
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
サ
ム
エ
ル
の
場
合
に
は
直
示
的
に
開
か
れ
て
い
る
。

　
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
は
、
人
間
の
現
存
在
が
最
も
包
括
的
な
意
味
に
お
け
る
、
神
人
関
係
の
言
語
の
出
来
事
（
ω
℃
B
島
σ
Q
①
ω
。
綿
甲
7
6
D
窟
9
。
。
7

2
臥
σ
q
ゑ
。
・
）
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
具
体
的
に
規
定
さ
れ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
神
の
問
い
か
け
と
人
間
の
応
答
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
場
合

の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
旧
約
聖
書
に
は
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
神
に
向
か
っ
て
人
間
が
発
す
る
問
い
か
け
も
重
要
な
位
置
に
お
い
て
見
出

さ
れ
る
。
神
が
人
聞
に
た
い
し
て
問
い
か
け
る
問
い
が
根
源
的
・
根
本
的
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
人
間
が
神
に
た
い
し
て
発
す
る
問
い
も

根
本
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
き
と
し
て
滴
神
と
絶
望
に
接
す
る
ほ
ど
、
「
深
い
淵
か
ら
」
激
し
い
響
き
、
う
め
き
と
な
っ
て
発
せ
ら
れ
た
。

十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
口
を
つ
い
て
出
た
「
詩
篇
」
二
二
・
二
の
言
葉
、
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
に
ゆ
え
わ
た
し
を
捨
て
ら
れ
る
の
で

す
か
」
は
、
そ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
問
い
で
あ
る
。
こ
の
「
な
に
ゆ
え
」
（
一
倒
9
汀
赫
ヨ
三
塁
…
い
×
×
”
動
嬉
窪
川
）
は
ま
た
こ
れ
か
ら
論
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
ヨ
ブ
記
」
の
中
心
的
な
問
い
で
あ
る
。
ヨ
ブ
は
繰
り
返
し
「
な
に
ゆ
え
」
の
問
い
を
神
に
向
か
っ
て
、
あ
る
い
は
神
に
関
し
て
問
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
に
お
け
る
問
い
は
、
単
純
化
し
て
い
う
な
ら
ぽ
、
神
が
人
間
に
た
い
し
て
適
う
「
ど
こ
」
の
問
い
と
、

　
　
　
　
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
一
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三
六
二

人
間
が
神
に
た
い
し
て
問
う
「
な
に
ゆ
え
」
の
問
い
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
行
為
を
問
う
問
い
は
断
在
を
間
う
問
い

に
含
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
行
為
は
、
「
神
の
顔
を
避
け
て
」
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、
神
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
の

都
度
神
関
係
に
お
け
る
位
置
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
は
、
人
間
が
「
な
に
ゆ
え
」
と
問
い
、
神
が

「
ど
こ
」
と
問
う
こ
と
が
い
か
な
る
こ
と
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
両
者
は
い
か
な
る
関
係
に
お
い
て
あ
る
の
か
、
と
い

う
聞
題
で
あ
る
。
以
下
の
小
論
は
こ
の
問
題
を
可
能
な
か
ぎ
り
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

＝二

　
「
ヨ
ブ
記
」
は
一
・
一
一
二
・
二
二
及
び
四
二
・
七
一
一
七
の
散
文
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
と
、
三
章
か
ら
四
二
・
六
に
わ
た
る
詩
の

文
体
で
書
か
れ
て
い
る
、
本
論
を
成
す
部
分
と
の
二
つ
の
文
学
的
に
異
な
る
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
ヨ
ブ
記
」
全
体
の

枠
を
成
し
て
お
り
、
本
論
を
導
入
し
、
ま
た
本
論
に
結
末
を
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
枠
の
物
語
と
呼
ば
れ
る
こ
の
部
分
は
、
前

二
千
年
紀
の
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
弄
る
義
人
の
苦
難
の
伝
承
に
モ
チ
ー
フ
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お

い
て
は
王
朝
時
代
に
一
定
の
形
を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
お
れ
る
（
国
N
匿
謀
”
ぱ
参
照
）
。
本
論
の
ほ
う
は
対
話
の
文
体
で
書
か
れ
て

い
る
。
但
し
、
内
容
的
に
真
の
対
話
が
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
「
ヨ
ブ
記
」
に
は
問
い
と
嘆
き
の
文
体
が
甚
だ

多
い
。
あ
る
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
と
い
う
イ
ス
ラ
エ
ル
の
崩
壊
体
験
を
き
っ
か
け
と
し
て
と
み
に
顕
著
と
な
っ
た
文
体

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
般
に
、
「
ヨ
ブ
記
」
の
全
体
、
あ
る
い
は
各
部
分
を
特
定
の
歴
史
的
状
況
あ
る
い
は
そ
の
思
想
と
結
び
つ
け

て
解
釈
し
う
る
か
は
専
門
家
の
問
で
争
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
の
よ
う
な
考
察
に
お
い
て
は
、
特
定
の
学
説
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
著
作
年
代
に
つ
い
て
も
、
最
も
早
く
に
設
定
す
る
も
の
は
前
＝
一
一
〇
世
紀
、
最
も
遅
く
に
設
定
す
る
も
の
は
前
四
世
紀
と
、

大
き
な
ひ
ら
き
が
あ
る
。
ま
た
「
ヨ
ブ
記
」
の
成
立
過
程
の
伝
承
史
的
、
あ
る
い
は
様
式
批
判
的
研
究
に
つ
い
て
も
学
者
た
ち
の
見
解
は

多
種
多
様
で
あ
り
、
本
文
の
読
み
方
、
語
句
の
解
釈
に
つ
い
て
も
注
解
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
論
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で
は
文
献
学
的
研
究
の
特
定
の
成
果
に
考
察
の
基
礎
を
求
め
な
い
で
、
現
在
手
に
し
う
る
本
文
を
そ
の
ま
ま
解
釈
の
前
提
と
し
て
採
用
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
本
論
は
、
「
ヨ
ブ
記
」
に
つ
い
て
の
専
門
的
研
究
で
は
な
く
、
一
種
の
宗
教
哲
学
的
乃
至
神
学
的
解
釈

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
従
来
、
神
義
論
（
↓
7
0
0
餌
即
N
①
O
）
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
し
ぼ
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
世
界
及
び
人
間
に
お
け
る
悪
の

存
在
を
め
ぐ
っ
て
、
神
の
義
、
ひ
い
て
は
神
の
存
在
を
問
う
神
子
論
が
「
ヨ
ブ
記
」
の
中
心
問
題
と
看
倣
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

神
聖
論
の
問
題
は
ま
さ
に
神
に
つ
い
て
「
な
に
ゆ
え
」
を
問
う
問
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
神
義
論
の
視
点
か
ら
「
ヨ
ブ
記
」
を
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ず
る
際
に
見
落
さ
れ
が
ち
で
あ
る
の
は
、
「
ヨ
ブ
記
」
は
問
い
を
問
題
に
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、
根
本
的
に
は
問
い
を
問
う
こ
と
、
し

　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
も
神
に
た
い
し
て
問
い
を
問
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
と
し
て
の
問
い
は
、
実
存
商
行
為
と
し
て
の
問

う
こ
と
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
。
こ
こ
に
「
ヨ
ブ
記
」
の
宗
教
的
な
問
題
が
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
ヨ
ブ
記
」
の
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、
問
い
を
問
う
者
の
あ
り
方
と
、
問
い
を
問
う
こ
と
が
成
立
し
て
く
る
基
礎
的
な
場

と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
「
ヨ
ブ
記
」
の
前
提
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
の
二
点
が
「
ヨ
ブ
記
」
解
釈
の
前
提
と

し
て
認
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
イ
、
問
い
が
成
立
し
て
く
る
場
と
し
て
の
神
関
係
そ
の
も
の
は
、
神
の
神
た
る
こ
と
に
根
拠
を
有
し
、
神
の
自
由
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
「
ヨ
ブ
記
」
は
創
造
者
と
し
て
の
神
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
関
係
の
超
越
性
と
根
源
性
を
具
体
的
に
表
現
し
て

い
る
。
神
に
た
い
す
る
否
定
的
な
問
い
が
提
出
さ
れ
る
場
合
で
も
、
神
関
係
そ
の
も
の
は
前
提
さ
れ
て
お
り
、
サ
タ
ン
で
あ
れ
、
人
間
で

あ
れ
、
こ
の
関
係
の
外
に
立
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
枠
の
物
語
に
お
け
る
、
天
上
で
の
神
と
サ
タ
ン
と
の
や
り
と

り
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ヨ
ブ
の
苦
難
は
こ
の
神
関
係
に
お
け
る
苦
難
で
あ
り
、
神
関
係
ゆ
え
の
苦
難
で
あ
る
。
ヨ
ブ
は
苦
難
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

よ
っ
て
神
関
係
を
問
題
と
し
て
問
う
場
と
し
て
の
神
関
係
そ
の
も
の
の
内
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。

　
ロ
、
　
「
ヨ
ブ
記
」
に
登
場
す
る
人
物
は
す
べ
て
、
智
者
と
し
て
智
の
立
場
に
立
つ
。
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
「
智
者
」
（
冨
窪
鋤
長
び
×
×
“

　
　
　
　
「
量
ブ
記
』
に
お
け
る
欄
い
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
三
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第
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三
六
四

q
。
下
り
）
と
は
、
神
関
係
に
つ
い
て
知
り
、
一
切
の
事
柄
を
こ
の
関
係
に
お
い
て
認
識
し
う
る
人
で
あ
る
。
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
恐
れ
る
こ
と
は

知
識
の
は
じ
め
で
あ
る
」
（
牢
。
〈
し
云
為
×
×
下
書
§
q
§
帖
声
息
曾
り
も
8
。
）
。
ヨ
ブ
も
友
人
た
ち
も
、
そ
し
て
神
す
ら
も
（
㊤
添
篇
ピ
α
ふ

参
照
）
智
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
智
者
は
伝
統
的
、
宗
教
的
教
説
を
弁
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
、
教

え
、
論
じ
う
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
ヨ
ブ
記
」
の
登
場
人
物
の
特
徴
は
、
徹
底
的
に
論
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
智
者
の
あ
り
方
の

根
抵
に
「
論
」
の
立
場
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
智
者
の
あ
り
方
が
「
ヨ
ブ
記
」
の
前
提
で
あ
り
、
出
発
点
で
あ
る
。
智
者
が
苦
難
に
遭
う

と
き
問
題
化
す
る
か
れ
自
身
の
智
の
立
場
、
す
な
わ
ち
論
の
立
場
が
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
問
う
こ
と
が

問
題
化
す
る
と
は
、
論
の
立
場
が
問
題
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
神
関
係
と
智
者
と
し
て
の
あ
り
方
と
の
二
つ
の
事
態
が
「
ヨ
ブ
記
」
の
前
提
で
あ
る
。
ヨ
ブ
は
苦
難
と
い
う
具
体
的
状
況
に
投
げ
入
れ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
智
者
と
し
て
の
あ
り
方
か
ら
神
関
係
を
問
う
て
い
く
。
こ
の
前
提
を
問
う
こ
と
は
、
か
れ
自
身
の
前
提

と
し
て
の
論
の
立
場
、
す
な
わ
ち
問
う
こ
と
自
体
が
問
題
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
苦
難
に
お
い
て
神
関
係
の
前
提
を
問
う
こ
と
は
不
可

避
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
問
う
こ
と
自
体
が
問
題
化
す
る
こ
と
も
不
可
避
で
あ
る
。
「
ヨ
ブ
記
」
の
宗
教
哲
学
的
問
題
性
は
そ
こ
に
存
す

る
で
あ
ろ
う
。

三

　
「
ヨ
ブ
記
」
は
ヨ
ブ
の
幸
福
な
日
常
生
活
を
叙
述
す
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
か
ら
始
ま
る
。
ヨ
ブ
は
子
女
と
財
産
に
恵
ま
れ
て
い
た
ば
か
り
で

な
く
、
戸
立
で
正
し
く
、
「
わ
た
し
の
息
子
た
ち
は
、
こ
と
に
よ
っ
た
ら
罪
を
犯
し
、
そ
の
心
に
神
を
の
ろ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
思

っ
て
、
神
に
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
ほ
ど
の
人
で
あ
っ
た
（
ど
㎝
）
。

　
次
い
で
場
面
は
天
上
に
移
る
。
ヨ
ブ
の
神
関
係
が
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
た
い
し

て
、
サ
タ
ン
は
「
ヨ
ブ
は
い
た
ず
ら
に
神
を
恐
れ
ま
し
ょ
う
か
」
（
ど
Φ
）
と
反
問
す
る
。
す
な
わ
ち
ヨ
ブ
は
神
の
祝
福
を
受
け
て
い
る
が
ゆ



　
　
え
に
神
を
恐
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
っ
て
、
ヨ
ブ
の
信
仰
を
験
す
た
め
に
災
い
を
下
す
許
可
を
ヤ
ハ
ウ
ェ
か
ら
得
る
。
ヨ
ブ
の
家

　
　
畜
は
奪
わ
れ
、
息
子
、
娘
、
僕
た
ち
は
あ
る
い
は
殺
さ
れ
、
あ
る
い
は
死
ぬ
。
し
か
し
「
す
べ
て
こ
の
事
に
お
い
て
ヨ
ブ
は
罪
を
犯
さ
ず
、

　
　
ま
た
神
に
向
か
っ
て
愚
か
な
こ
と
を
言
わ
な
か
っ
た
」
（
日
　
卜
σ
㈹
　
輔
）
。
サ
タ
ン
は
今
度
は
ヨ
ブ
自
身
を
悪
性
の
腫
物
で
打
つ
。
し
か
し
ヨ
ブ
は

　
　
「
神
を
の
ろ
っ
て
死
に
な
さ
い
」
（
b
・
℃
り
）
と
い
う
妻
を
誠
め
、
灰
の
な
か
に
座
り
つ
つ
、
罪
を
犯
す
よ
う
な
言
葉
を
口
に
し
な
か
っ
た
。

　
　
か
れ
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
三
人
の
友
人
た
ち
も
、
か
れ
の
苦
痛
の
甚
し
い
の
を
見
て
声
を
か
け
る
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
か
れ
と
と
も

　
　
に
地
に
座
し
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
け
る
根
本
的
な
問
い
は
、
サ
タ
ン
が
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
反
問
す
る
「
ヨ
ブ
は
い
た
ず
ら
に
神
を
恐
れ
ま
し
ょ
う
か
」

　
　
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
間
い
が
根
本
的
で
あ
る
の
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
ヨ
ブ
と
の
根
本
的
な
神
関
係
を
問
う
問
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ず
ら
に
」
（
ザ
ぎ
鼠
ヨ
…
い
×
×
”
動
e
鳶
を
）
は
含
ヨ
。
。
。
誘
9
、
す
な
わ
ち
「
理
由
な
し
に
」
、
「
報
い
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
」
を
意
味
す
る
。
サ

　
　
タ
ソ
は
ヨ
ブ
の
従
順
が
神
か
ら
の
祝
福
ゆ
え
の
、
そ
れ
ゆ
え
理
由
の
あ
る
従
順
で
は
な
い
か
と
疑
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
関
係
そ
の
も

　
　
の
が
理
由
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
を
問
う
て
い
る
。
サ
タ
ン
を
は
じ
め
、
友
人
た
ち
は
、
神
関
係
が
「
理
由
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
主
張
す
る
。
理
由
と
は
具
体
的
に
い
え
ぽ
、
「
益
」
で
あ
る
。
「
全
能
老
は
何
老
な
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に

　
　
仕
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
祈
っ
て
も
な
ん
の
益
が
あ
る
か
」
（
卜
⊃
禍
H
㎝
　
　
憎
）
。
益
、
す
な
わ
ち
有
意
義
性
に
基
づ
い
て
神

　
　
関
係
が
問
わ
れ
る
。
「
な
に
ゆ
え
」
の
問
い
は
、
こ
の
有
意
義
性
を
前
提
す
る
と
き
に
の
み
可
能
と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
神
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
理
由
の
な
に
が
問
わ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
理
由
の
有
無
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
に
ゆ
え
と
問
う
こ
と
自
体
が
問
題

　
　
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
神
関
係
に
お
け
る
神
の
自
由
が
究
極
的
に
問
わ
れ
る
。

　
　
　
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
け
る
ヨ
ブ
は
、
度
重
な
る
苦
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
に
向
か
っ
て
問
わ
ず
、
論
じ
な
い
。
「
ヨ
ブ
記
」
の
著
者
は

　
　
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（
お
ト
。
b
。
切
卜
。
り
お
）
。
妻
を
集
め
る
ヨ
ブ
の
言
葉
に
は
智
老
の
片
鱗
が
の
ぞ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
か
れ
は
未

65

@
だ
論
ず
る
智
者
で
は
な
い
。
の
ち
に
は
寒
雨
の
姿
を
あ
ら
わ
す
友
人
た
ち
も
、
当
初
は
同
情
の
あ
ま
り
話
し
か
け
る
こ
と
も
せ
ず
、
沈
黙

13　
　
　
　
　
　
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
五
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を
守
る
。

　
三
章
か
ら
詩
の
部
分
に
入
り
、
ヨ
ブ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
始
ま
る
。
「
こ
の
後
、
ヨ
ブ
は
口
を
開
い
て
、
自
分
の
生
れ
た
日
を
の
ろ
っ
た
」

（
ω
”
ド
）
。
「
な
に
ゆ
え
、
わ
た
し
は
胎
か
ら
出
て
、
死
な
な
か
っ
た
の
か
。
腹
か
ら
出
た
と
き
息
が
絶
え
な
か
っ
た
の
か
」
（
ρ
目
）
。
「
な

に
ゆ
え
」
の
問
い
が
生
起
す
る
。

　
ヨ
ブ
に
お
け
る
問
い
の
起
源
は
、
苦
難
に
よ
っ
て
か
れ
自
身
の
現
存
在
が
そ
の
起
源
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
生
・
死
に
お
い
て
問
題
化

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
驚
嘆
に
発
す
る
問
い
と
は
異
な
り
、
自
己
の
状
況
を
映
し
出
す
屈
折
し
た
反
語
的
表
現
を
伴
う
問
い

が
生
起
す
る
。

　
ヨ
ブ
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
形
で
自
分
自
身
に
向
か
っ
て
問
う
が
、
そ
の
間
い
は
自
己
の
現
存
在
に
か
か
わ
る
が
ゆ
え
に
、
神
と
無
関
係
で

は
あ
り
え
な
い
。
生
れ
る
こ
と
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
創
造
的
な
は
た
ら
き
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
わ
た
し
の
生
れ
た

日
は
滅
び
う
せ
よ
」
（
。
。
》
塾
。
）
と
い
う
こ
と
は
、
「
神
が
上
か
ら
こ
れ
を
顧
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
」
（
ω
誌
）
、
直
訳
す
れ
ぽ
、
「
神
が
上
か
ら

こ
れ
を
問
わ
れ
な
い
よ
う
」
、
と
い
う
こ
と
と
同
じ
に
な
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
人
間
に
た
い
す
る
神
の
関
心
を
神
の
問
い
と
し
て
表
現
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
ヨ
ブ
は
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
神
の
関
心
と
配
慮
を
拒
む
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
を
語
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ヨ
ブ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
神
へ
の
訴
え
、
問
い
に
移
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
ヨ
ブ
の
こ
の
態
度
は
七
章
で
明
確
に
な
る
。
「
あ
な
た
が
わ
た
し
に
鼠
を
向
け
ら
れ
て
も
、
わ
た
し
は
い
な
い
」
（
メ
。
。
）
。
「
あ
な
た
が

わ
た
し
を
尋
ね
ら
れ
て
も
、
わ
た
し
は
い
な
い
で
し
ょ
う
」
（
メ
鷺
）
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
ア
ダ
ム
に
た
い
す
る
神
の
問
い
、
「
お
ま
え

は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ヨ
ブ
の
言
葉
は
、
こ
の
神
の
問
い
に
た
い
す
る
返
事
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

神
関
係
に
お
け
る
所
在
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
（
．
爵
亙
＆
プ
）
に
お
け
る
「
ど
こ
」
は
《
－
麸
‘

団
雲
》
、
あ
る
い
は
《
、
ミ
貯
》
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
わ
た
し
は
い
な
い
」
（
、
曾
理
鼻
い
×
×
“
＆
無
ミ
無
黛
“
）
に
お
け
る
「
い
な
い
」
（
、
鋤
鴇
貯
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
同
じ
言
葉
で
あ
る
。
《
．
避
ぎ
》
は
「
ど
こ
」
と
同
時
に
「
な
い
」
（
岩
亭
①
圏
。
。
8
ぎ
P
a
〈
．
ま
け
）
を
も
意
味
す
る
。
「
わ
た
し
は
い
な
い
」



　
　
と
い
う
ヨ
ブ
の
書
葉
は
、
ヨ
ブ
を
捜
し
求
め
、
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
か
」
と
問
う
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
問
い
を
、
実
際
に
問
わ
れ
る
先
に
予

　
　
め
返
上
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
問
い
に
た
い
す
る
否
定
的
返
事
で
は
な
い
。
否
定
の
返
事
も
問
い
そ
の
も
の
は
受
け
取
っ

　
　
て
い
る
。
し
か
し
ヨ
ブ
は
神
が
問
う
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
か
」
の
問
い
を
承
知
し
つ
つ
、
神
が
そ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
を
予
め
否
定

　
　
す
る
。
「
わ
た
し
は
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
根
源
的
な
神
関
係
に
ふ
れ
る
重
大
な
発
言
と
な
る
。
そ
こ
に
は
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
ニ
ヒ
リ

　
　
ズ
ム
が
潜
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
ヨ
ブ
が
「
わ
た
し
は
い
な
い
」
と
い
う
と
き
、
か
れ
は
死
を
意
味
し
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
い
ま
土
の
中
に
横
た
わ
る
」
（
圃
b
目
）
の
「
土
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
み

　
　
は
「
ち
り
」
、
す
な
わ
ち
死
者
の
居
る
地
下
の
徴
界
、
無
始
（
旨
。
げ
。
、
9
を
意
味
す
る
。
ヨ
ブ
は
死
の
な
か
に
あ
る
者
と
し
て
神
の
問
い
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
を
予
め
返
上
し
て
い
る
。
「
い
な
い
者
」
、
「
な
い
者
」
に
問
い
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヨ
ブ
は
自
ら
を
「
な
い
者
」
と
す
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
、
人
間
に
関
心
と
配
慮
を
注
ぐ
「
尋
ね
る
神
」
（
メ
ミ
ム
9
勺
ω
．
G
。
”
ム
参
照
）
に
た
い
し
て
最
大
の
皮
肉
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
し
か
し
、
「
わ
た
し
は
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
わ
た
し
は
ど
こ
に
い
る
か
」
と
い
う
問
い
の

　
　
裏
返
し
で
あ
り
、
つ
ね
に
こ
の
問
い
を
含
ん
で
い
る
。
「
わ
た
し
は
い
な
い
」
は
究
極
的
な
答
え
で
は
あ
り
え
ず
、
新
た
な
問
い
に
転
化

　
　
す
る
不
安
定
な
中
問
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の
問
い
は
、
一
切
の
珊
存
の
「
そ
こ
」
に
よ
る
答
え
を
不
可
能
に
し
、
「
わ
た
し
は

　
　
い
な
い
」
の
徹
底
化
を
迫
る
。
ヨ
ブ
は
遂
に
「
わ
た
し
は
自
分
を
知
ら
な
い
」
（
P
b
。
ご
び
．
－
三
訂
．
冨
9
。
。
ゲ
ご
ピ
×
×
一
。
薯
。
鰍
貯
魂
軸
§
§
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
す
な
わ
ち
文
字
通
り
に
は
、
「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
魂
（
生
命
）
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
。
カ
イ
ン
が
ア
ベ
ル
の
所
在
を
「
知
ら
な
い
」

　
　
と
い
っ
て
弟
と
の
関
係
を
否
定
し
た
と
同
じ
く
、
ヨ
ブ
は
自
己
と
の
関
係
を
絶
つ
。
苦
難
の
極
に
お
い
て
、
問
う
神
に
た
い
す
る
「
わ
た

　
　
し
は
い
な
い
」
と
い
う
自
己
規
定
は
、
自
己
の
所
在
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
「
わ
た
し
は
自
分
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
自
己
関
係
の
断

　
　
絶
を
帰
結
す
る
。
そ
こ
で
は
、
問
い
を
問
う
主
体
は
も
は
や
あ
り
え
な
い
。
ヨ
ブ
自
身
が
問
い
で
あ
る
。
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
ヨ
ブ
の

　
　
問
い
は
、
問
い
と
な
っ
た
ヨ
ブ
の
問
い
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ヨ
ブ
の
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
構
造
は
一
〇
・
一

67

@
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
自
分
の
命
を
い
と
う
。
わ
た
し
は
自
分
の
嘆
き
を
包
ま
ず
言
い
あ
ら
わ
し
、
わ
が
魂
の
苦
し
み
に
よ

13　
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っ
て
語
ろ
う
」
。
「
嘆
き
」
（
㎝
一
二
い
×
×
”
二
念
ミ
罫
喰
。
q
）
の
《
。
・
貯
ヴ
》
は
、
「
省
思
」
、
「
考
え
」
、
「
話
し
」
、
「
嘆
き
」
な
ど
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
包
ま
ず
言
い
あ
ら
わ
し
」
（
、
。
、
。
N
。
宝
達
…
い
×
×
”
伽
建
§
§
）
の
《
、
N
び
》
は
「
解
き
放
つ
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
ヨ
ブ
の
言
葉
は
、

苦
難
に
お
い
て
ヨ
ブ
が
自
ら
そ
れ
に
化
し
た
問
い
そ
の
も
の
の
発
す
る
言
葉
で
あ
る
。

四

　
ヨ
ブ
の
言
葉
が
神
関
係
に
お
い
て
生
起
し
て
く
る
註
脚
が
ひ
と
と
お
り
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
智
者

と
し
て
の
ヨ
ブ
の
［
冒
葉
の
語
り
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
友
人
た
ち
と
の
対
論
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

　
四
章
か
ら
三
七
章
ま
で
、
ヨ
ブ
と
三
人
の
友
人
、
エ
リ
パ
ズ
、
ビ
ル
ダ
デ
、
ゾ
パ
ル
、
さ
ら
に
エ
リ
フ
が
登
場
す
る
。
三
二
f
三
七
章

の
エ
リ
フ
の
弁
論
は
後
代
の
挿
入
と
解
す
る
学
者
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
原
文
の
ま
ま
で
解
釈
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ヨ
ブ
に
ふ
り
か
か
っ
た
災
難
を
聞
き
つ
け
て
や
っ
て
来
た
三
人
の
友
人
は
、
ヨ
ブ
に
真
底
か
ら
同
情
す
る
真
実
の
友
で
あ
っ
た
。
か
れ

ら
が
口
を
ひ
ら
く
の
は
、
ヨ
ブ
が
生
れ
た
日
を
呪
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
「
も
し
人
が
あ
な
た
に
む
か
っ
て
意
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
あ
な

た
は
腹
を
立
て
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
だ
れ
が
黙
っ
て
お
れ
ま
し
ょ
う
」
（
♪
・
。
）
。
か
れ
ら
は
同
情
の
あ
ま
り
沈
黙
を
破
っ
て
語
り
出

す
。
そ
の
動
機
に
偽
善
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
友
人
た
ち
は
智
老
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
智
恵
の
伝
統
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
教
説
を
説
く
。
ゲ
ー
ゼ
に
よ
れ
ぽ
、
友
人
た
ち
の
勧

め
と
智
恵
の
言
葉
は
次
の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
要
約
さ
れ
る
。
イ
、
か
れ
ら
は
因
果
応
報
（
↓
§
自
お
昏
窪
・
N
島
⇔
賎
民
窪
ぴ
毒
u
q
）
の
絶
対
的

妥
当
性
を
主
張
す
る
。
「
考
え
て
み
よ
。
だ
れ
が
罪
の
な
い
の
に
、
滅
ぼ
さ
れ
た
老
が
あ
る
か
。
ど
こ
に
正
し
い
者
で
、
断
ち
滅
ぼ
さ
れ

た
者
が
あ
る
か
。
わ
た
し
の
見
た
所
に
よ
れ
ば
、
不
義
を
耕
し
、
害
悪
を
ま
く
者
は
、
そ
れ
を
刈
り
取
っ
て
い
る
」
（
♪
宇
。
。
）
。
ロ
、
か
れ

ら
は
神
の
前
で
の
人
間
の
卑
し
さ
を
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
結
果
す
る
、
応
報
秩
序
の
さ
だ
か
に
理
解
し
え
な
い
こ
と
を
説
く
。
ハ
、
か
れ

ら
は
苦
境
の
な
か
で
こ
そ
神
に
助
け
と
憐
み
を
願
う
よ
う
に
勧
め
る
。
神
は
嘆
き
を
聞
き
届
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
な
た
が
も
し



　
　
神
に
求
め
、
全
能
者
に
祈
る
な
ら
ば
、
…
…
彼
は
必
ず
あ
な
た
の
た
め
に
立
っ
て
、
あ
な
た
の
正
し
い
す
み
か
を
栄
え
さ
せ
ら
れ
る
」

　
　
（
o
。
”
㎝
よ
）
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
嘆
願
・
聴
許
の
範
例
」
（
置
⇔
σ
q
8
ひ
曾
馨
σ
q
。
。
o
霞
鐘
一
σ
q
ヨ
四
）
は
、
因
果
応
報
の
説
の
基
礎
を
な

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
友
人
た
ち
の
説
く
教
え
は
、
智
恵
の
伝
統
の
な
か
で
探
究
さ
れ
、
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ビ
ル
ダ
デ
は
い
う
。
「
先
の
代
の
人
に

　
　
問
う
て
み
よ
、
先
祖
た
ち
の
尋
ね
き
わ
め
た
事
を
学
べ
」
（
。
。
”
。
。
）
。
し
か
し
そ
れ
は
、
単
な
る
人
間
の
経
験
に
発
す
る
世
間
的
智
恵
で
は

　
　
な
い
。
エ
リ
パ
ズ
は
「
人
は
神
の
前
に
正
し
く
あ
り
え
よ
う
か
。
…
…
」
の
声
を
啓
示
的
な
経
験
に
よ
っ
て
聞
い
た
、
と
い
う
（
心
H
卜
⊃
1
さ
っ
一
　
●
）
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
教
え
は
神
的
な
権
威
に
発
す
る
（
と
か
れ
ら
は
信
じ
て
い
る
）
。
そ
の
内
容
に
そ
れ
自
体
と
し
て
不
当
な
も
の
は
な
い
。
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
ー
ト
の
い
う
よ
う
に
、
「
か
れ
ら
の
教
え
が
《
硬
直
し
た
》
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
釈
義
的
に
は
確
定
し
え
な
い
」
。
こ
の
点
で
は
、

　
　
ヨ
ブ
自
身
の
智
恵
も
同
様
で
あ
る
。
智
恵
の
内
容
は
、
神
と
そ
の
は
た
ら
き
と
に
つ
い
て
の
教
え
に
極
ま
る
が
、
友
人
た
ち
が
説
く
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
全
能
と
神
の
本
質
の
不
可
知
性
を
、
ヨ
ブ
も
か
れ
ら
に
劣
ら
ず
承
知
し
て
い
る
（
長
ω
篇
ω
b
）
。
ヨ
ブ
も
友
人
た
ち
も
、
最
高
・
最
深
の

　
　
教
え
を
正
し
く
、
す
な
わ
ち
人
間
の
有
限
性
を
弁
え
つ
つ
把
握
し
て
い
る
智
者
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
智
者
は
正
し
い
智
恵
の
所
有
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
智
者
の
智
者
た
る
所
以
は
、
智
恵
を
説
き
、
勧
め
、
論
ず
る

　
　
と
こ
ろ
に
あ
る
。
エ
リ
パ
ズ
は
い
う
。
「
わ
た
し
は
あ
な
た
に
語
ろ
う
、
聞
く
が
よ
い
。
わ
た
し
は
自
分
の
見
た
事
を
述
べ
よ
う
。
こ
れ

　
　
は
智
者
た
ち
が
そ
の
先
祖
か
ら
う
け
て
、
隠
す
所
な
く
語
り
伝
え
た
も
の
で
あ
る
」
（
H
伊
嵩
山
。
。
）
。
「
わ
た
し
は
あ
な
た
に
語
る
、
わ
た

　
　
し
に
聞
け
」
と
い
う
の
が
智
者
の
根
本
態
度
で
あ
り
、
根
本
要
求
で
あ
る
。
エ
リ
フ
も
い
う
。
「
ヨ
ブ
よ
、
耳
を
傾
け
て
わ
た
し
に
聞
け
、

　
　
黙
せ
よ
、
わ
た
し
は
語
ろ
う
。
・
…
：
も
し
語
る
こ
と
が
な
い
な
ら
、
わ
た
し
に
聞
け
、
黙
せ
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に
智
恵
を
教
え
よ
う
」

　
　
（
G
。
も
。
る
ゲ
ω
ω
）
。
し
か
る
に
ヨ
ブ
も
、
「
人
々
は
わ
た
し
に
聞
い
て
待
ち
、
黙
し
て
、
わ
た
し
の
教
に
従
っ
た
」
（
b
。
P
舘
）
ほ
ど
の
智
者
で

　
　
あ
っ
た
。
ヨ
ブ
の
最
後
の
弁
論
（
第
八
回
）
は
そ
の
あ
と
に
く
る
エ
リ
フ
の
弁
論
と
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
展
開
さ
れ
る
最
も
長
い
弁
論
で

　
　
　
（
1
7
）

69
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あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ヨ
ブ
の
苦
悩
と
と
も
に
か
れ
の
智
恵
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
表
出
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ブ
の
苦
難
が
智
者
の
苦
難
で
あ
っ

13　
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た
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヨ
ブ
は
、
「
わ
た
し
は
あ
な
た
に
語
る
、
わ
た
し
に
聞
け
」
と
の
友
人
た
ち
の
主
張
に

　
　
従
っ
て
「
わ
た
し
に
教
え
よ
、
ぞ
う
す
れ
ば
わ
た
し
は
黙
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
の
誤
っ
て
い
る
所
を
わ
た
し
に
悟
ら
せ
よ
」
（
①
b
駆
）

　
　
と
い
う
が
、
し
か
し
友
人
た
ち
の
言
葉
は
か
れ
を
説
得
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
か
れ
も
智
者
と
し
て
「
今
、
わ
た
し
の
論
ず
る
こ
と
を
聞
く

　
　
が
よ
い
。
わ
た
し
の
口
で
言
い
争
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
が
よ
い
」
（
員
①
）
と
友
人
た
ち
に
要
求
す
る
。
い
き
お
い
ヨ
ブ
と
友
人
た
ち

　
　
と
の
対
論
は
、
と
も
に
「
語
る
か
ら
聞
け
」
の
要
求
を
同
時
に
掲
げ
て
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
あ
う
、
智
者
対
智
者
の
激
烈
な
対
決
と
な
ら

　
　
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
論
の
立
場
に
お
け
る
「
語
る
か
ら
、
黙
れ
、
聞
け
」
と
い
う
根
本
要
求
で
あ
る
。
一
般
に
対
話
が
成
立
す
る

　
　
場
合
に
は
、
「
語
る
」
と
「
聞
く
（
黙
る
）
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
自
発
的
か
つ
交
量
的
に
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
智
恵
に
お
け

　
　
る
論
の
立
場
は
、
こ
の
よ
う
な
「
発
話
と
聴
取
（
沈
黙
）
と
の
連
関
」
と
も
い
う
べ
き
言
語
の
関
係
が
、
交
互
的
に
転
換
せ
ず
、
一
方
的

　
　
な
運
動
に
終
始
す
る
。
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
自
己
の
転
換
、
す
な
わ
ち
「
回
心
」
（
8
暑
。
邑
p
¢
巨
ハ
①
訂
）
を
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
相
手
の

　
　
回
心
を
も
た
ら
さ
な
い
。
語
る
も
の
は
聞
く
者
に
転
換
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
沈
黙
し
て
い
る
相
手
を
発
話
せ
し
め
な
い
。
そ
れ
は
相
手
の

　
　
あ
り
方
を
一
つ
の
論
に
還
元
す
る
。
友
人
た
ち
は
、
ヨ
ブ
の
苦
難
の
現
実
と
、
そ
こ
か
ら
生
起
し
て
く
る
問
い
の
問
題
と
を
一
つ
の
論
の

　
　
内
容
に
還
元
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
因
果
応
報
、
嘆
願
・
聴
許
の
範
例
と
い
っ
た
図
式
に
即
し
て
取
り
扱
っ
た
。
ヨ
ブ
が
終
う
て
い
る
と
い
う

　
　
こ
と
自
体
の
意
味
は
、
か
れ
ら
の
視
野
に
入
ら
な
い
。
ヨ
ブ
も
智
者
と
し
て
は
友
人
た
ち
に
た
い
し
て
あ
く
ま
で
も
論
の
立
場
を
貫
く
。

　
　
　
こ
の
間
の
事
情
を
示
し
て
興
味
深
い
の
は
、
《
魯
ヨ
》
（
慰
め
る
、
悔
い
る
）
の
用
例
で
あ
る
。
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
た
ち
は
、
「
ヨ
ブ

　
　
を
慰
め
よ
う
と
し
て
」
や
っ
て
き
（
卜
。
》
昌
）
、
エ
リ
パ
ズ
は
「
神
の
慰
め
」
（
H
㎝
旨
ご
3
鼻
q
ヨ
O
匪
、
巴
を
語
っ
て
ヨ
ブ
を
責
め
る
が
、
論
の

　
　
立
場
に
結
び
つ
い
て
い
る
慰
め
の
言
葉
が
ヨ
ブ
に
慰
め
と
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
「
そ
れ
で
あ
な
た
が
た
は
ど
う
し
て
む
な
し

　
　
い
事
を
も
っ
て
、
わ
た
し
を
慰
め
よ
う
と
す
る
の
か
。
あ
な
た
が
た
の
答
え
は
偽
り
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
（
卜
。
ピ
ω
分
。
h
」
①
る
）
。

　
　
そ
の
よ
う
な
智
者
の
立
場
に
お
け
る
慰
め
で
あ
る
な
ら
ば
、
ヨ
ブ
も
か
れ
ら
以
上
に
よ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
あ
な
た
が
た
は
、
と



く
と
わ
た
し
の
言
葉
を
聞
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
あ
な
た
が
た
の
慰
め
と
す
る
が
よ
い
し
（
・
。
ど
・
。
甲
。
崩
」
ρ
α
）
。
こ
の
言
葉
に
典
型
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
論
の
立
場
に
お
け
る
慰
め
が
空
し
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
話
を
成
立
せ
し
め
ず
、
回
心
を
も
た
ら
さ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヨ
ブ
自
身
が
求
め
る
慰
め
（
鉢
9
H
ど
メ
お
）
も
、
ヨ
ブ
自
身
の
論
の
立
場
か
ら
は
与
え
ら
れ
な
い
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

れ
の
慰
め
ば
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
葉
を
か
れ
が
聞
い
て
受
容
し
、
回
心
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
る
。
「
わ
た
し
は
ち
り
灰
の
中
で

悔
い
ま
す
」
（
貴
①
）
。
「
悔
い
ま
す
」
（
鉱
煙
ヨ
葺
ピ
×
×
“
鮮
騨
虐
（
丹
営
e
騨
ω
畠
鑓
・
幕
ロ
）
i
但
し
、
．
」
れ
は
前
の
動
詞
、
《
．
・
彗
．
⇔
。
。
》
に
も
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

応
し
て
い
る
）
は
、
「
慰
め
ら
れ
る
」
の
意
味
と
も
な
る
。
《
昌
ヨ
》
の
用
例
は
、
論
の
立
場
の
問
題
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
ヨ
ブ
と
友
人
た
ち
と
の
対
論
に
お
け
る
論
の
立
場
の
問
題
性
は
、
ヨ
ブ
が
語
る
次
の
言
葉
に
お
い
て
最
も
明
ら
か
と
な
る
。
「
ど
う
か
、

あ
な
た
が
た
は
全
く
沈
黙
す
る
よ
う
に
。
こ
れ
が
あ
な
た
が
た
の
智
恵
で
あ
ろ
う
」
（
一
Q
。
も
）
。
こ
れ
は
直
接
に
は
、
友
人
た
ち
の
沈
黙
に

欠
け
る
論
の
立
場
に
た
い
す
る
皮
肉
で
あ
る
（
そ
う
解
す
る
注
解
者
が
多
い
）
と
同
時
に
、
事
柄
の
本
質
に
適
中
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
よ
り
も
ヨ
ブ
自
身
の
論
の
立
場
に
た
い
す
る
皮
肉
と
な
る
。
論
の
立
場
は
そ
れ
自
体
が
含
む
皮
肉
に
よ
っ
て
破
れ
を
免
れ
え
な
い
。

五

1371

　
ヨ
ブ
と
三
人
の
友
人
た
ち
と
の
対
論
は
す
れ
違
い
に
終
る
。
「
こ
の
よ
う
に
ヨ
ブ
が
自
分
の
正
し
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
、
こ
れ
ら

三
人
の
者
は
ヨ
ブ
に
答
え
る
の
を
や
め
た
」
（
。
。
N
ド
）
。
「
語
る
か
ら
、
聞
け
、
黙
れ
」
と
の
要
求
を
双
方
が
掲
げ
る
対
論
に
決
着
は
つ
か
な

い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
「
ヨ
ブ
記
」
の
前
提
に
属
す
る
神
関
係
に
お
い
て
い
か
な
る
問
題
を
惹
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
関
係
に
お
い
て
も
、
否
ま
さ
に
こ
の
関
係
に
お
い
て
、
ヨ
ブ
は
智
老
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
発
話
と
聴
取
（
沈
黙
）
と

の
連
関
」
に
即
し
て
、
智
老
ヨ
ブ
の
神
に
た
い
す
る
関
係
が
問
題
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
関
係
に
お
け
る
論
の
立
場
の
問
題
性
で

あ
る
。

　
友
人
た
ち
は
、
神
が
沈
黙
を
破
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
と
願
う
こ
と
が
で
き
た
と
同
時
に
、
神
の
沈
黙
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
～
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「
ど
う
ぞ
神
が
言
葉
を
出
し
、
あ
な
た
に
む
か
っ
て
く
ち
び
る
を
開
き
、
智
恵
の
秘
密
を
あ
な
た
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
」
（
昌
噂
9
①
）
と
ゾ
パ

　
　
ル
は
い
う
。
エ
リ
フ
は
い
う
、
「
あ
な
た
が
『
彼
は
わ
た
し
の
言
葉
に
少
し
も
答
え
ら
れ
な
い
』
と
い
っ
て
、
彼
に
向
か
っ
て
争
う
の
は
、

　
　
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
」
（
。
。
。
。
弘
G
。
）
。
友
人
た
ち
は
論
を
人
間
に
限
定
し
て
、
神
に
た
い
し
て
は
論
を
貫
か
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
が
彼
に

　
　
言
う
べ
き
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
暗
く
て
、
言
葉
を
つ
ら
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
が
語
る
と
き
、
か
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
告
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
人
が
言
う
と
き
、
か
れ
は
知
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」
（
。
。
メ
H
O
陰
・
・
O
）
と
エ
リ
フ
は
い
う
。

　
　
　
ヨ
ブ
が
こ
の
よ
う
な
中
途
半
端
な
立
場
に
と
ど
ま
り
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
神
が
沈
黙
を
続
け
る
限
り
、
神
が
語
り
、
答
え
る

　
　
こ
と
を
ヨ
ブ
は
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
い
て
詩
文
の
部
分
で
は
、
神
は
三
八
章
ま
で
全
く
登
場
し
な
い
。
ヨ
ブ

　
　
の
訴
え
は
、
も
つ
ぼ
ら
神
の
沈
黙
を
背
景
に
し
て
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ヨ
ブ
の
嘆
き
の
声
は
、
神
が
対
論
の
場
へ
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め

　
　
る
、
ほ
と
ん
ど
強
訴
に
ま
で
高
ま
る
。
ヨ
ブ
は
そ
の
弁
論
の
終
り
の
部
分
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
あ
あ
、
わ
た
し
に
聞
い
て
く
れ
る
者
が

　
　
あ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
（
わ
た
し
の
か
き
は
ん
が
こ
こ
に
あ
る
。
ど
う
か
、
全
能
者
が
わ
た
し
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
。
）
あ
あ
、
わ
た
し

　
　
の
敵
の
書
い
た
告
訴
状
が
あ
れ
ぽ
よ
い
の
だ
が
。
わ
た
し
は
必
ず
こ
れ
を
肩
に
負
い
、
冠
の
よ
う
に
こ
れ
を
わ
が
身
に
結
び
、
わ
が
歩
み

　
　
の
数
を
彼
に
述
べ
、
君
た
る
者
の
よ
う
に
し
て
、
彼
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
」
（
。
。
鮒
ω
窃
1
。
。
刈
）
。
こ
の
個
所
は
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
箇

　
　
箇
の
語
句
に
つ
い
て
も
異
論
が
き
わ
め
て
多
い
が
、
ヨ
ブ
が
決
然
た
る
覚
悟
を
も
っ
て
神
の
前
に
出
、
神
か
ら
自
分
の
潔
白
を
表
明
し
て

　
　
も
ら
う
ま
で
は
退
き
下
が
ら
な
い
こ
と
を
叙
述
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
「
聞
く
」
（
号
ヨ
、
）
、
「
答
え
る
」
（
、
島
）
は
法
廷
用
語
で
あ

　
　
り
、
「
か
き
は
ん
」
、
「
告
訴
状
」
は
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
や
は
り
法
廷
に
お
け
る
客
観
的
な
証
拠
資
料
の
役
割
を
果
た
す
も
の

　
　
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
嘆
願
・
聴
許
の
定
式
に
お
け
る
意
味
を
こ
え
て
、
論
の
立
場
が
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
法
廷
で
の
、
法
的
な
威
力
の

　
　
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
「
答
え
る
」
（
、
島
）
は
元
来
、
「
向
き
を
か
え
る
、
ふ
り
む
く
、
反
応
す
る
」
を
意
味
し
、
　
「
ヨ
ブ
記
」
で
は
法
廷

　
　
用
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
と
も
な
っ
て
し
ば
し
ぼ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
答
え
よ
」
は
態
度
転
換
の
要
求
で
あ
る
。
論
の
立
場
に
お
け
る
「
答

　
　
え
よ
」
の
要
求
は
、
ま
ず
自
分
が
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
沈
黙
、
す
な
わ
ち
聴
取
を
要
求
し
、
次
い
で
そ
れ
を
聞
き
入
れ
る
、
す



な
わ
ち
答
え
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
神
に
た
い
す
る
ヨ
ブ
の
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
す
で
に
嘆
き
の
域
を
こ
え
て
、
訴
え
、
告

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

発
に
近
づ
い
て
い
る
。
答
え
は
要
求
す
る
問
い
の
主
導
権
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
ヨ
ブ
は
告
発
者
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

　
ヨ
ブ
の
根
本
的
な
要
求
は
こ
こ
で
明
瞭
に
な
る
。
「
神
は
出
頭
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
（
｝
O
σ
首
　
の
O
一
一
①
　
oα一

Z
ゲ
　oQ

ｯ
①
一
蹴
Φ
冨
）
、
「
神
は
語
る
べ

き
で
あ
る
」
、
「
神
は
答
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
が
智
者
の
論
の
立
場
の
最
終
の
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
根
本

要
求
は
同
時
に
根
本
的
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
論
の
立
場
を
と
お
し
て
、
す
な
わ
ち
「
語
る
」
と
い
う
立
場
で
提
出
さ
れ
る
こ
の
要
求

は
、
こ
の
要
求
を
聞
く
、
す
な
わ
ち
沈
黙
す
る
こ
と
を
神
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
要
求
し
た
か
ぎ
り
の
こ
と
を
答
え
る

こ
と
を
神
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
問
う
神
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
答
え
る
神
を
要
求
し
、
答
え
る
神
を
ま
ず
求
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
問
う
神
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
前
提
と
し
て
の
神
関
係
に
抵
触
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
転
倒
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
理
論
的
な
矛
盾
で
あ
る
よ
り
先
に
、
ヨ
ブ
自
身
の
苦
難
の
現
実
が
は
ら
ん
で
い
る
矛
盾
で
あ
っ
た
。
ヨ
ブ

は
、
か
れ
を
攻
め
、
苦
し
め
、
疲
れ
さ
せ
る
神
が
（
μ
①
気
あ
）
、
か
れ
か
ら
手
を
ひ
き
、
離
れ
る
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
（
（
H
ρ
卜
。
9
H
食
①
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
出
頭
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ヨ
ブ
自
身
が
問
い
と
な
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

占A

　
　
　
エ
リ
フ
の
弁
論
の
の
ち
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
突
如
と
し
て
沈
黙
を
破
り
、
語
り
始
め
る
。
「
こ
の
時
、
主
は
つ
む
、
じ
風
の
中
か
ら
ヨ
ブ
に
答

　
　
え
ら
れ
た
」
（
ω
。
。
篇
）
。
神
は
ヨ
ブ
が
要
求
し
た
と
お
り
に
、
現
わ
れ
、
語
り
、
答
え
る
。
し
か
し
そ
の
答
え
は
、
ヨ
ブ
の
期
待
し
て
い
た

　
　
も
の
と
は
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
以
下
二
度
に
わ
た
っ
て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
神
の
言
葉
は
、
形
式
か
ら
い
え
ぽ
答
え
で
は
な
く
、
問

　
　
い
で
あ
り
、
内
容
か
ら
い
え
ば
、
ヨ
ブ
が
問
題
に
し
て
き
た
苦
難
と
は
直
接
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
神
の
創
造
を
主
題
と
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
答
え
で
あ
る
こ
と
は
、
三
一
・
三
五
の
「
答
え
よ
」
と
同
じ
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

73

@
あ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
い
う
、
「
無
知
の
言
葉
を
も
っ
て
、
神
の
計
り
ご
と
を
暗
く
す
る
こ
の
老
は
だ
れ
か
。
あ
な
た
は
腰
に
帯
し
て
、
男

13　
　
　
　
　
　
「
ヨ
ブ
記
」
　
に
お
け
る
問
い
の
問
顯
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
一
｝
一
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@
ら
し
く
せ
よ
。
わ
た
し
は
あ
な
た
に
尋
ね
る
。
わ
た
し
に
答
え
よ
L
（
ω
。
。
”
㌣
ω
）
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
「
ヨ
ブ
よ
」
と
直
接
呼
び
か
け
る
の
で
も
、

　
　
「
お
ま
え
は
な
に
を
し
た
か
」
と
直
ち
に
行
為
を
問
い
糾
す
の
で
も
な
く
、
「
…
…
し
た
こ
の
者
は
だ
れ
か
」
（
巨
N
①
汀
い
×
×
馬
“
り
＆
8
り
脚
）

　
　
と
問
う
。
三
人
称
的
な
問
い
の
先
行
は
、
転
倒
し
た
神
関
係
が
神
に
と
っ
て
も
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
沈
黙
は
、

　
　
か
れ
の
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
「
わ
た
し
と
あ
な
た
」
の
関
係
は
自
明
の
前
提
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
転
倒
し
、
歪
曲
し
た
神
関
係
か

　
　
ら
っ
ね
に
新
た
に
創
造
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
「
わ
た
し
は
あ
な
た
に
尋
ね
る
、
わ
た
し
に
答
え
よ
」
（
、
①
。
。
ゴ
、
巴
叡

　
　
乏
。
ま
穿
同
、
α
口
こ
い
×
×
”
9
e
息
q
e
象
q
勲
q
曽
黛
途
へ
奪
暑
息
も
調
へ
）
で
あ
る
。
「
尋
ね
る
」
（
。
・
訂
、
巴
は
文
字
通
り
「
問
う
」
の
意
。
旧
約

　
　
に
お
い
て
こ
の
語
が
神
を
主
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
三
八
・
三
と
、
こ
れ
を
反
復
し
て
い
る
四
〇
・
七
の
二
個
所
の
み
で
あ

　
　
る
、
と
い
わ
れ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
か
く
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
問
う
神
と
し
て
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
ょ
っ

　
　
て
、
ヨ
ブ
に
た
い
す
る
自
ら
の
関
係
を
宣
言
し
、
創
造
す
る
。
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
い
て
「
問
う
神
」
が
思
想
的
に
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
思
想
史
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
出
来
事
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ヨ
ブ
に
た
い
す
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
最
初
の
問
い
は
、
「
わ
た
し
が
地
の
基
を
す
え
た
時
、
ど
こ
に
い
た
か
」
（
。
。
。
。
’
蔭
）
で
あ
る
。
「
ど
こ
に
い

　
　
た
か
」
（
．
9
ま
げ
訂
旨
冨
w
ピ
×
×
”
§
o
顛
り
い
）
は
、
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
（
、
p
遷
①
叡
げ
）
の
問
い
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、

　
　
「
わ
た
し
が
地
の
基
を
す
え
た
時
」
と
い
う
明
確
な
限
定
を
伴
い
、
か
つ
「
い
た
か
し
と
い
う
「
ハ
ー
ヤ
ー
」
（
ぴ
9
群
）
を
問
題
に
し
て
い

　
　
る
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ブ
は
先
に
苦
し
み
の
と
き
、
「
な
か
っ
た
者
の
よ
う
で
あ
っ
た
ら
」
と
嘆
息
を
発
し
た
。
し
か
し
、
「
ハ
ー
ヤ
ー
し
な

　
　
い
者
の
よ
う
に
ハ
ー
ヤ
ー
す
る
」
と
は
、
「
ハ
ー
ヤ
ー
し
な
い
」
こ
と
で
は
な
い
（
注
（
1
1
）
参
照
）
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
、

　
　
「
ど
こ
で
ハ
ー
ヤ
ー
し
て
い
た
か
」
と
問
う
て
、
ヨ
ブ
が
実
際
「
ハ
ー
ヤ
ー
し
て
い
な
か
っ
た
」
事
実
を
か
れ
に
つ
き
つ
け
る
。
神
は
ヨ

　
　
ブ
の
無
を
露
わ
に
す
る
。
ま
た
ヨ
ブ
は
先
に
、
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
の
問
い
を
先
取
し
て
、
「
わ
た
し
は
い
な
い
」
と
二
度
述

　
　
べ
た
。
し
か
し
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
今
度
の
問
い
は
、
先
の
問
い
と
そ
れ
に
た
い
す
る
ヨ
ブ
の
返
事
と
に
先
立
つ
ヨ
ブ
自
身
の
無
を
明
ら
か
に
す

　
　
る
。
か
れ
は
「
い
な
い
」
の
み
な
ら
ず
、
根
本
的
に
は
「
い
な
か
っ
た
者
」
、
「
ハ
ー
ヤ
ー
し
て
い
な
か
っ
た
者
」
で
あ
る
。
ヨ
ブ
の
側
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　

前
提
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
ヨ
ブ
の
発
言
が
生
じ
て
き
た
、
ヨ
ブ
の
神
関
係
に
先
立
つ
時
と
場
が
指
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
神
が
ハ
ー
ヤ
ー
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
問
い
、
語
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
智
恵
が
全
く
及
び
え
な
い
、
神
の
創
造
的
な

は
た
ら
き
の
現
場
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
嘆
願
・
聴
取
の
範
例
も
、
因
果
応
報
の
説
も
適
用
し
え
な
い
。
一
切
の
類
比
は
そ
こ
で
は
力
を

失
う
。
「
い
な
い
」
と
い
え
な
い
と
と
も
に
、
「
こ
こ
に
い
ま
す
」
（
霞
§
α
三
W
。
州
．
ω
。
。
”
も
。
α
）
と
も
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
「
神
の
計
り
ご
と
」
（
。
。
c
。
”
押
．
黛
q
・
弾
…
い
X
×
鱒
矯
ミ
N
曽
）
と
は
、
神
の
創
造
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
の
智
恵
で
あ
る
（
3
H
卜
。
》
お
）
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

れ
は
智
老
に
属
し
（
。
や
冨
唖
・
ド
。
。
℃
日
。
。
）
、
智
恵
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
（
。
P
冒
『
・
声
喧
）
。
神
は
智
老
で
あ
り
、
「
神
の
計
り
ご
と
を
暗

く
す
る
」
ヨ
ブ
は
無
智
の
老
で
あ
る
。
「
い
な
か
っ
た
者
」
は
ま
た
「
無
智
の
者
」
で
あ
っ
た
。
「
も
し
こ
れ
を
こ
と
ご
と
く
知
っ
て
い
る

な
ら
ば
言
え
」
（
ω
G
。
層
H
。
。
）
。
智
者
で
あ
る
と
い
う
ヨ
ブ
の
前
提
も
こ
こ
で
崩
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
三
八
一
四
一
章
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
神
の
壮
大
・
多
彩
な
言
葉
は
、
神
の
智
恵
と
力
を
示
し
、
ヨ
ブ
の
前
提
を
根
抵
か
ら
粉
砕
す
る
。

こ
こ
で
は
ヨ
ブ
の
苦
難
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
苦
難
の
問
題
は
答
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ヨ
ブ
の
中

心
問
題
、
す
な
わ
ち
問
い
と
し
て
の
ヨ
ブ
に
真
正
面
か
ら
答
え
て
い
る
。
「
答
え
よ
」
と
求
め
る
ヨ
ブ
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
答
え
た
。
問
う
こ

と
自
体
が
問
題
と
な
っ
た
ヨ
ブ
に
、
神
は
自
分
こ
そ
が
根
源
的
に
問
う
老
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

七

　
　
　
畳
み
か
け
る
よ
う
な
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
問
い
の
の
ち
に
、
ヨ
ブ
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
答
え
る
。
「
見
よ
、
わ
た
し
は
ま
こ
と
に
卑
し
い
者
で
す
、

　
　
な
ん
と
あ
な
た
に
答
え
ま
し
ょ
う
か
。
た
だ
手
を
口
に
当
て
る
の
み
で
す
」
（
お
り
《
）
。
こ
れ
は
ヨ
ブ
が
論
の
立
場
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意

　
　
味
し
て
い
る
。
「
神
と
論
ず
る
者
」
（
湛
O
b
”
日
◇
窪
同
乗
．
。
δ
冨
…
い
×
×
”
窯
§
§
も
＆
℃
）
で
あ
っ
た
ヨ
ブ
の
論
の
立
場
は
、
神
が
語
る
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
破
れ
た
。
ヨ
ブ
は
沈
黙
す
る
。
沈
黙
に
よ
っ
て
神
が
語
る
言
葉
を
聞
き
、
受
容
し
て
い
る
。
こ
れ
は
論
の
立
場
に
お
け
る
「
発

75

@
話
と
聴
取
（
沈
黙
）
と
の
連
関
」
に
見
ら
れ
た
沈
黙
で
は
な
く
、
対
話
的
な
連
関
に
お
け
る
沈
黙
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ブ
は
沈
黙

13　
　
　
　
　
　
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
五
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哲
肖
ず
研
究
　

笛
一
五
甲
臼
五
十
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
題

せ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
沈
黙
か
ら
新
た
に
語
る
よ
う
に
せ
し
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
言
葉
が
告
白
で
あ
る
。
ヨ
ブ

は
自
分
が
買
え
ら
れ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
ヨ
ブ
の
言
葉
の
冒
頭
に
あ
る

「
見
よ
」
（
多
野
い
×
×
は
直
接
こ
れ
に
当
る
訳
語
を
与
え
て
い
な
い
）
で
あ
る
。
所
在
を
問
う
問
い
に
た
い
す
る
正
し
い
応
答
は
《
窪
暮
α
巳
》
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
最
も
基
本
的
な
形
で
あ
る
参
曾
》
が
間
投
詞
的
な
叫
び
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヨ
ブ
に
新
た
に

開
か
れ
た
．
、
U
帥
．
、
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
対
話
の
成
立
す
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
三
八
・
三
に
加
え
て
再
度
「
わ
た
し
は
あ
な
た
に
尋
ね
る
、
わ
た
し
に
答
え
よ
」
（
癖
O
為
）
と
ヨ
ブ
に
迫
り
、
ヨ
ブ
も
再
度

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ヤ
ハ
ウ
ェ
に
答
え
る
。
詩
の
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
最
後
の
部
分
、
四
二
・
ニ
ー
六
は
、
ヨ
ブ
の
最
後
の
流
石
で
あ
り
、
「
ヨ
ブ
記
」
の

解
決
と
見
え
る
も
の
が
読
み
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
最
も
議
論
の
多
い
個
所
で
あ
る
。

　
二
、
「
わ
た
し
は
知
り
ま
す
、
あ
な
た
は
す
べ
て
の
事
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
い
か
な
る
お
ぼ
し
め
し
で
も
、
あ
な
た
に
で
き
な

い
こ
と
は
な
い
こ
と
を
。

　
三
、
『
無
知
を
も
っ
て
神
の
計
り
ご
と
を
お
お
う
こ
の
者
は
だ
れ
か
』
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
み
ず
か
ら
悟
ら
な
い
事
を
言
い
、
み
ず

か
ら
知
ら
な
い
、
測
り
難
い
事
を
述
べ
ま
し
た
。

　
四
、
『
聞
け
、
わ
た
し
は
語
ろ
う
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に
尋
ね
る
、
わ
た
し
に
答
え
よ
』
。

　
五
、
わ
た
し
は
あ
な
た
の
事
を
耳
で
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
わ
た
し
の
目
で
あ
な
た
を
拝
見
い
た
し
ま
す
。

　
六
、
そ
れ
で
わ
た
し
は
み
ず
か
ら
恨
み
、
ち
り
灰
の
中
で
悔
い
ま
す
」
。

　
き
わ
め
て
多
く
の
雪
吊
が
三
、
四
節
の
二
つ
の
言
葉
を
後
代
の
挿
入
で
あ
る
と
し
て
本
文
か
ら
除
く
。
三
節
の
『
無
知
を
も
っ
て
…
…
』

は
三
八
・
二
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
最
初
の
答
え
と
同
じ
で
あ
り
、
四
節
の
『
聞
け
、
…
…
』
も
や
は
り
三
八
・
三
、
四
〇
．
七
に
よ
く
似
て
い
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る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
れ
を
一
種
の
欄
外
注
と
看
塗
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
す
る
必
要
が
な
い
ぽ

か
り
か
、
む
し
ろ
そ
う
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ブ
に
た
い
す
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
答
え
が
問
い
で
し
か
あ
り

え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
た
い
す
る
ヨ
ブ
の
答
え
も
こ
の
問
い
の
受
容
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
い
を
受
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
、
復
唱
す
る
と
こ
ろ
に
ヨ
ブ
に
と
っ
て
の
神
関
係
の
回
復
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
葉
を
本
文
に
と
ど
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
二
一
六
節
は
文
体
的
に
も
一
層
整
合
的
と
な
る
。
二
節
は
六
節
に
対
応
し
、
六
節
と
と
も
に
枠
を
成
す
。
三
節
a
と
四
節

と
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三
節
b
と
五
節
に
つ
ら
な
り
、
三
節
b
と
五
節
と
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
葉
に
た
い
す
る
ヨ
ブ
の

認
識
的
な
態
度
の
表
明
で
あ
る
（
「
い
う
」
、
「
聞
く
」
、
「
見
る
」
）
。

　
二
節
の
「
わ
た
し
は
知
り
ま
す
」
（
饗
穿
餌
．
辞
　
ピ
×
×
“
O
岡
貯
．
形
は
完
了
形
）
は
、
ヨ
ブ
の
告
白
の
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヨ
ブ

が
こ
れ
ま
で
無
知
で
あ
っ
た
こ
と
の
告
白
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
い
る
が
（
三
節
）
、
単
な
る
「
否
定
的
智
恵
」
（
津
σ
q
轟
く
⑦

≦
昏
ゲ
簿
）
に
つ
き
る
も
の
で
な
く
、
「
わ
た
し
は
自
分
を
知
ら
な
い
」
（
P
・
。
H
）
と
い
っ
て
き
た
態
度
の
否
定
と
転
換
と
を
意
味
し
て
い

る
。
ま
た
そ
れ
は
、
四
〇
・
四
一
五
の
沈
黙
を
う
け
て
、
か
れ
が
今
真
に
「
知
る
者
」
と
な
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
知
の
内

容
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
全
能
、
特
に
そ
の
計
画
を
遂
行
す
る
全
能
性
で
あ
る
。

　
五
節
の
「
今
は
わ
た
し
の
図
で
あ
な
た
を
拝
見
し
ま
す
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
見
る
」

（
『
倒
、
鋤
π
か
纂
e
）
は
、
智
者
の
論
の
立
場
に
お
け
る
「
聞
く
」
（
。
・
訂
ヨ
。
．
脚
晋
＆
e
）
の
否
定
で
あ
り
、
二
節
の
「
わ
た
し
は
知
り
ま
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

に
つ
ら
な
り
、
ほ
と
ん
ど
同
義
と
解
し
て
よ
い
。
「
耳
で
聞
く
」
、
す
な
わ
ち
伝
聞
と
し
て
遠
く
か
ら
聞
く
間
接
的
な
関
係
に
た
い
し
て
、

「
目
で
見
る
」
直
接
的
・
人
格
的
な
関
係
が
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
の
問
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う

に
聞
わ
れ
る
こ
と
が
、
決
定
的
に
答
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。
「
わ
た
し
と
あ
な
た
」
、
「
今
」
、
「
呂
で
見
る
」
（
形
は
完
了
形
）

に
よ
っ
て
、
《
ゲ
ぎ
誉
似
三
》
に
お
け
る
．
、
O
山
．
、
は
、
関
係
と
し
て
も
、
時
と
し
て
も
、
は
た
ら
き
と
し
て
も
十
全
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
六
節
に
つ
い
て
も
議
論
が
多
い
。
「
わ
た
し
は
み
ず
か
ら
恨
み
」
の
《
》
　
　
　
矯
O
ヨ
Q
q
o
》
は
目
的
語
を
伴
っ
て
お
ら
ず
、
意
味
が
判
然
と
し
な
い
。

　
　
　
　
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
七



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
八

綿13

@
し
か
し
、
こ
の
動
詞
《
ヨ
”
。
・
》
は
「
ヨ
ブ
記
」
で
一
一
回
用
い
ら
れ
て
お
り
、
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
ら
の
用
例
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
ヨ
ブ
に
か
か
わ
る
関
係
が
拒
ま
れ
、
否
定
さ
れ
る
事
態
を
い
い
表
わ
し
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き

　
　
個
所
は
、
「
わ
た
し
は
命
を
い
と
う
」
（
メ
お
●
原
文
は
目
的
語
な
し
）
、
「
わ
た
し
は
自
分
の
命
を
い
と
う
」
（
P
b
。
榊
）
で
あ
る
。
後
者
は
、

　
　
「
わ
た
し
は
自
分
を
知
ら
な
い
」
に
続
い
て
い
わ
れ
て
お
り
、
自
己
と
の
関
係
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
と
の
関
連
で
本
節

　
　
を
解
釈
す
る
と
す
れ
ぽ
、
「
わ
た
し
は
自
己
関
係
を
否
定
し
、
絶
つ
」
、
す
な
わ
ち
海
老
の
根
本
的
な
立
場
で
あ
る
論
と
し
て
の
自
己
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
関
係
を
否
定
す
る
、
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
「
わ
た
し
は
知
り
ま
す
」
、
「
わ
た
し
は
見
ま
す
」
が
、
「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
に

　
　
た
い
す
る
応
答
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
お
ま
え
は
な
に
を
し
た
の
か
」
に
た
い
す
る
応
答
で
あ
る
。

八

　
ヨ
ブ
の
言
葉
で
詩
文
の
部
分
は
終
り
、
散
文
に
よ
る
枠
の
物
語
が
「
ヨ
ブ
記
」
を
締
め
括
る
。
友
人
た
ち
に
た
い
す
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
怒

り
、
ヨ
ブ
の
執
り
成
し
、
ヨ
ブ
の
回
復
が
語
ら
れ
る
。

　
「
わ
た
し
の
怒
り
は
あ
な
た
と
あ
な
た
の
ふ
た
り
の
友
に
向
か
っ
て
燃
え
る
。
あ
な
た
が
た
が
、
わ
た
し
の
し
も
ベ
ヨ
ブ
の
よ
う
に
正

し
い
事
を
わ
た
し
に
つ
い
て
述
べ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
（
心
ト
っ
為
）
は
、
友
人
た
ち
と
ヨ
ブ
と
に
た
い
す
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
最
終
判
定
で
あ

る
。
「
し
も
べ
ヨ
ブ
」
が
以
下
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
悔
い
た
ヨ
ブ
が
正
し
い
神
関
係
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

「
正
し
い
事
」
（
づ
。
写
。
畠
ど
い
×
×
”
ミ
魅
似
り
）
は
、
四
二
・
ニ
ー
六
の
ヨ
ブ
の
言
葉
を
指
す
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
正
し
い
事
」

は
「
述
べ
る
」
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
。
告
白
の
内
容
と
行
為
と
は
、
一
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
友
人
た
ち
は
不
当

な
こ
と
を
神
に
語
っ
た
が
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
「
正
し
い
事
を
語
る
」
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
神
の
怒
り
に
遭
う
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
「
お
た
し
に
つ
い
て
」
（
、
①
冨
ご
い
×
×
軸
伽
§
ミ
含
、
§
）
は
、
「
わ
た
し
に
向
か
っ
て
」
の
意
味
に
解
し
た
ほ
う
が
良
い
で
あ
ろ

（
3
4
）

う
。



　
友
人
た
ち
は
、
「
正
し
い
事
を
わ
た
し
に
向
か
っ
て
語
る
」
、
す
な
わ
ち
神
に
向
か
っ
て
真
実
を
語
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
真
実
を
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
向
か
っ
て
語
る
と
は
、
聞
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ヨ
ブ
が
問
う
た
こ
と
が
、
か
れ
の
真
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

問
う
こ
と
に
お
い
て
、
か
れ
の
真
実
は
破
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
な
に
ゆ
え
」
に
集
約
さ
れ
る
ヨ
ブ
の
問
い
は
、
「
ゆ
え

な
き
」
神
と
そ
の
計
画
、
す
な
わ
ち
神
の
真
実
の
前
で
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
こ
に
お
い
て
、
問
い
求

め
る
神
、
す
な
わ
ち
恩
寵
と
自
由
の
神
が
ヨ
ブ
に
語
り
か
け
る
。
ヨ
ブ
は
神
の
問
い
か
け
を
受
容
し
た
。

　
「
ヨ
ブ
記
」
は
、
真
実
の
神
関
係
を
、
苦
難
に
お
い
て
不
可
避
と
な
る
「
間
う
こ
と
」
そ
の
こ
と
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
開
か
れ
て
く
る
問
題
の
地
平
は
、
実
存
と
世
界
と
の
全
体
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
「
ヨ
ブ

記
」
の
宗
教
哲
学
的
な
意
義
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

1379

　
注

（
1
）
　
本
稿
は
一
九
七
七
年
一
一
月
五
日
の
京
都
哲
学
会
講
演
会
で
読
ま
れ
た
原
稿
を
基
に
し
て
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
紙
数
の
制
約
か
ら
注
は

　
最
小
限
に
と
ど
め
る
。
聖
書
か
ら
の
引
用
は
お
お
む
ね
『
口
語
訳
聖
書
』
に
よ
る
が
、
断
り
な
し
に
変
更
し
た
場
合
も
あ
る
。

（
2
）
　
国
い
。
。
噂
H
μ
・
卜
⊃
O
脚
メ
ト
。
9
ρ
卜
。
⑩
い
一
ρ
一
。
。
甲
お
”
卜
。
鮮
「
《
ラ
マ
ー
》
が
用
い
ら
れ
て
い
る
個
所
が
す
べ
て
ヨ
ブ
の
口
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
、
お

　
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
」
（
》
・
冨
霧
。
ジ
．
、
≦
母
口
舅
～
国
ま
♂
×
障
島
。
。
。
び
Φ
伍
巳
子
①
o
ざ
σ
q
房
。
プ
①
ω
ε
伍
一
Φ
”
”
》
閃
ω
い
■
殉
。
鴇
（
し
O
o
ヨ
。
門
8
母
噌
N
o
寧

　
ω
。
げ
津
｛
費
象
①
p
。
三
。
ω
欝
ヨ
窪
艶
。
匿
≦
贈
。
。
。
。
Φ
冨
。
簿
P
昌
8
ソ
b
ご
匿
ぎ
目
8
メ
（
H
8
1
H
ω
）
は
O
）
。

（
3
）
Ω
．
い
ら
Φ
島
簿
＼
．
〉
算
♂
σ
Q
・
口
巳
牢
①
9
毎
多
O
。
§
。
。
。
↓
冨
9
。
σ
q
”
ω
。
冨
該
。
け
団
く
①
ヨ
α
①
「
N
。
津
伽
⑦
の
国
並
。
。
．
．
”
N
簿
。
。
。
げ
二
手
h
母
↓
ゲ
8
－

　
δ
α
q
δ
償
a
囚
ぎ
冨
①
O
（
お
鳶
ン
（
卜
⊃
8
ゐ
O
ω
）
b
。
り
ω
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
4
）
　
神
義
論
の
視
点
に
お
い
て
は
、
神
が
人
間
に
た
い
し
て
問
い
を
問
う
こ
と
と
い
う
旧
約
聖
書
、
特
に
「
ヨ
ブ
記
」
の
根
本
的
な
問
い
も
欠
落
す

　
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
問
い
の
神
学
」
（
Φ
¶
α
q
．
口
●
U
．
b
ご
霧
氏
帥
P
↓
冨
2
0
σ
q
δ
α
興
男
鑓
σ
q
P
竃
傭
二
〇
げ
①
コ
μ
㊤
①
㊤
．
本
書
は
二
六

　
四
－
九
一
ペ
ー
ジ
で
聖
書
に
お
け
る
問
い
を
扱
っ
て
い
る
）
で
な
く
、
「
問
う
こ
と
の
神
学
」
で
あ
る
。
問
う
こ
と
自
体
を
問
題
に
し
て
い
る
点
に
、

　
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
義
論
を
は
じ
め
、
多
く
の
哲
学
的
神
至
論
と
「
ヨ
ブ
記
」
と
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七
九
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（
5
）
　
そ
れ
ゆ
え
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
関
係
を
「
単
な
る
神
・
人
関
係
」
に
局
限
し
て
は
な
ら
な
い
。
Ω
．
諸
㌔
℃
・
ζ
自
①
5

　
訟
δ
び
q
即
自
ω
①
ぼ
⑦
閏
巴
2
目
伽
①
．
弓
琶
象
江
。
蕊
σ
q
①
。
・
o
露
。
揮
嵩
。
冨
。
・
謹
貫
く
2
ω
鼠
p
山
鼠
。
。
山
㊦
。
・
出
δ
ぴ
げ
g
げ
窪
（
↓
冨
。
δ
σ
q
ぢ
。
げ
①
ω
ξ
象
。
昌
日
8
）

　
N
¢
嵩
。
げ
同
⑩
“
ρ
㎝
P

（
6
）
　
O
ゆ
円
口
。
ω
器
》
出
δ
ぴ
（
N
費
。
『
興
国
げ
巴
斥
。
ヨ
ヨ
①
茸
帥
お
”
｝
剛
8
ω
目
⑦
ω
雪
田
①
暮
露
）
》
N
母
川
。
げ
日
ミ
c
Q
．
さ
。
①
》
5
ヨ
匿
N
S

（
7
）
9
≦
＜
矧
ω
。
冨
び
襲
。
び
。
ヨ
N
窪
α
q
・
臼
・
も
・
¢
O
臣
ω
自
（
ゆ
・
訂
窪
窪
山
。
漆
目
9
ρ
豪
州
。
。
）
”
ζ
ぎ
畠
9
H
り
ω
許
蒔
甲
・
。
b
。
’

（
8
）
　
モ
ノ
ロ
ー
グ
か
ら
神
へ
の
訴
え
、
問
い
へ
の
移
行
は
偶
然
で
は
な
い
。
ヨ
ブ
の
八
回
の
弁
論
の
な
か
に
神
へ
の
言
葉
は
六
回
あ
ら
わ
れ
る
が
、

　
そ
の
う
ち
五
回
ま
で
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
か
ら
の
移
行
で
あ
る
。
友
人
た
ち
の
対
論
か
ら
移
る
の
は
、
＝
二
・
一
九
か
ら
二
〇
に
か
け
て
見
ら
れ
る
だ
け

　
で
あ
る
。

（
9
）
　
も
っ
と
も
、
「
あ
な
た
」
を
非
入
称
的
に
解
す
る
説
も
あ
る
。
㌍
O
o
巳
ゲ
日
動
し
d
o
o
岸
。
｛
H
o
げ
．
O
o
ヨ
欝
窪
欝
遷
●
2
0
≦
6
同
p
。
旨
の
聾
ご
＝

　
o
コ
山
ω
も
Φ
9
駄
o
o
ε
臼
窃
”
2
0
乏
唄
霞
犀
一
ミ
。
◎
り
。
◎
9
c
。
ω
．

（
1
0
）
　
両
者
は
語
源
を
同
じ
く
し
、
「
ど
こ
に
い
る
か
、
ど
こ
に
も
い
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
反
語
的
な
問
い
か
ら
「
い
な
い
」
の
意
味
が
出
て

　
き
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
≦
■
切
匿
日
日
母
窪
。
び
謁
。
汗
血
ω
o
冨
。
。
§
焦
》
屋
興
亜
ω
警
詔
い
①
×
捧
。
昌
鍔
旨
≧
け
魯
日
留
夕
冷
。
鼻
ピ
㊥
凱
窪
お
0
8

　
ω
．
く
匿
《
導
　
　
．
恥
讐
昌
》
’
典
型
的
に
は
、
二
〇
・
七
参
照
。

（
1
1
）
　
「
初
め
か
ら
な
か
っ
た
老
の
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
、
よ
か
っ
た
の
に
」
（
H
ρ
巳
二
6
、
転
ず
2
δ
．
－
冨
旨
チ
一
、
①
ξ
α
貫
い
×
×
”
ミ
～
融
§
竜
巳
融

　
含
婁
建
い
ミ
蕊
）
参
照
。
こ
れ
は
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
三
・
一
四
の
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
名
乗
っ
た
名
、
．
．
、
o
ξ
α
ぴ
．
器
ゲ
2
、
o
ξ
α
罵
、
と
対
照
さ
れ
る

　
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
「
ハ
：
ヤ
ー
す
る
老
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
な
い
者
」
は
「
ハ
ー
ヤ
ー
し
な
い
者
」
、
す
な
わ
ち
神
の
ハ
ー
ヤ
ー
に
参
与

　
し
な
い
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ハ
ー
ヤ
ー
す
る
」
、
「
ハ
ー
ヤ
ー
し
な
い
」
（
。
浄
誕
。
。
。
」
り
O
）
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
事
柄
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ヨ
ブ
は

　
「
ハ
ー
ヤ
ー
し
な
い
」
と
絶
対
的
に
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
1
2
）
　
こ
の
句
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
。
そ
の
簡
単
な
整
理
に
つ
い
て
は
、
O
o
a
グ
◎
や
。
置
日
O
『
参
照
。
ゴ
ー
デ
ィ
ス
自
身
は
、

　
「
雅
歌
」
六
・
一
二
に
基
づ
い
て
、
、
．
8
ぴ
①
ヨ
。
く
①
傷
げ
①
望
。
昌
山
昏
。
コ
。
同
ヨ
巴
。
ヨ
。
瓢
。
欝
一
繋
暮
。
．
、
の
意
味
を
示
唆
し
、
、
．
固
帥
雪
げ
①
ω
こ
Φ
導
団
器
累
、
、

　
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
九
・
一
二
の
紺
句
、
「
わ
た
し
は
自
分
の
命
を
い
と
う
」
と
の
並
列
か
ら
見
て
、
自
分
を
否
定
し
、
拒
絶
す
る
、
す
な
わ

　
ち
自
己
と
の
か
か
わ
り
を
拒
否
す
る
、
と
い
う
意
味
に
取
る
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
《
准
．
》
の
意
味
か
ら
し
て
も
そ
う
思
わ
れ
る
。
Ω
日
ゲ
8
一
9

　
σ
q
厨
。
冨
。
ゆ
寓
Q
昌
α
毒
α
暮
臼
び
琴
ゲ
N
ロ
ヨ
》
澤
。
轟
↓
①
ω
鐙
ヨ
。
暮
押
鍵
鰍
コ
。
ぼ
コ
H
零
。
。
。
。
博
α
G
。
ゴ
①
8
■

（
1
3
）
　
こ
れ
と
比
較
さ
れ
る
の
は
、
「
詩
篇
」
一
〇
二
・
一
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
触
れ
る
興
味
あ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
目
出
》
↓
員
。
。
酬
参
照
。
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（
1
4
）
　
鵠
●
O
霧
ρ
U
Φ
訂
Φ
霞
目
≦
…
「
】
白
瞭
。
ぽ
（
o
津
ぎ
窺
閉
門
詳
審
≦
①
騨
げ
⑦
…
鉾
G
Q
ε
曲
①
篇
讐
急
窪
G
D
℃
㌶
o
ゲ
魯
ω
紘
。
§
8
仁
嵩
伍
謹
甑
Φ
ヨ
b
ご
二
〇
ゲ
。

　
属
陣
。
ダ
↓
巳
）
ぎ
σ
Q
o
雛
一
8
G
o
導
刈
①
・

（
1
5
）
　
O
’
く
◎
踵
菊
四
9
≦
o
ぼ
げ
。
謬
ぎ
謝
吋
曽
。
里
心
①
巳
（
躍
。
ゲ
。
博
く
ξ
冤
昌
日
鶏
ρ
邸
。
。
メ
友
人
た
ち
の
立
場
が
悪
し
き
《
U
o
σ
Q
ヨ
舞
野
》
を
代
表
し
て
い
る

　
と
い
う
解
釈
は
、
か
な
り
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
ヨ
ブ
記
を
貫
く
の
は
、
《
U
o
σ
q
ヨ
餌
隻
h
》
と
《
閃
「
①
ひ
舞
》
と
の
戦
い
で
あ
る
」
と
ヤ
ス
パ
ー

　
ス
は
い
う
。
囚
．
冒
聲
⑦
『
即
．
、
露
。
び
、
．
」
臼
田
邑
。
ゴ
9
戸
男
ω
O
．
閑
a
σ
Q
9
牢
睾
屡
二
諄
P
ζ
」
O
⑦
N
（
c
。
①
山
8
）
δ
卜
。
．

（
1
6
）
　
一
一
・
七
、
「
あ
な
た
は
神
の
深
い
事
を
窮
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
全
能
老
の
限
界
を
窮
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
。

（
1
7
）
　
二
六
章
－
三
一
章
。
但
し
、
二
七
・
＝
ニ
ー
二
三
を
は
じ
め
と
し
て
、
ヨ
ブ
の
思
想
に
合
致
し
な
い
と
し
て
ヨ
ブ
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
疑
問

　
視
さ
れ
て
い
る
個
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。

（
1
8
）
　
さ
ら
に
四
二
・
一
一
参
照
。

（
1
9
）
　
《
昌
B
》
が
枠
の
物
語
と
詩
文
の
部
分
と
を
通
じ
て
、
「
ヨ
ブ
記
」
全
体
の
構
造
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
し
か
も
そ
の
構
造
を
最
も
あ
ら
わ
に
す
る
よ

　
う
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
に
注
目
に
値
す
る
。

（
2
0
）
　
こ
の
言
葉
は
、
「
箴
言
」
一
七
・
二
八
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
普
通
の
格
言
を
い
い
直
し
た
も
の
（
。
P
O
。
a
グ
8
．
。
二
日
凸
）
に
す
ぎ
な
い
が
、

　
「
ヨ
ブ
記
」
の
著
者
が
そ
れ
を
文
学
的
、
思
想
的
文
脈
の
な
か
で
見
事
に
活
か
し
て
い
る
こ
と
は
、
感
嘆
の
ほ
か
は
な
い
。

（
2
1
）
　
二
〇
節
は
『
口
語
訳
聖
書
』
に
従
わ
な
い
。
し
か
し
解
釈
に
は
問
題
が
残
る
。
諸
説
に
つ
い
て
は
、
O
o
乙
グ
。
ワ
9
ρ
蒔
G
。
卜
。
参
照
。

（
2
2
）
　
三
・
一
か
ら
四
二
・
六
ま
で
の
対
論
の
部
分
を
訴
訟
手
続
き
の
叙
述
と
し
て
解
釈
す
る
か
（
国
．
空
。
ぼ
0
5
ω
ε
象
窪
N
口
出
閂
。
σ
（
↓
ゲ
8
♂
σ
q
7

　
ω
畠
①
》
同
ぴ
①
一
9
旨
置
y
ゆ
Φ
ユ
一
目
む
㎝
）
、
嘆
き
を
中
心
に
解
釈
す
る
か
（
O
．
類
。
。
。
け
強
威
き
P
U
興
産
魚
げ
窪
侮
。
ω
切
賃
。
冨
。
。
国
δ
∬
↓
O
窪
箒
σ
q
窪

　
回
り
頓
①
）
、
争
わ
れ
て
い
る
。
O
悔
》
．
密
冨
Φ
詳
U
霧
切
離
。
げ
類
一
〇
ぴ
§
住
ω
o
言
o
U
Φ
無
§
α
q
”
切
Φ
『
】
言
μ
り
①
鈍

（
2
3
）
　
訟
。
。
。
し
。
ρ
o
や
臨
『
同
“
9

（
2
4
）
　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
o
や
。
罫
）
や
バ
ル
ト
の
神
学
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
ヨ
ブ
が
「
真
の
証
人
」
と
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を

　
指
し
示
し
て
い
る
。
Ω
．
囚
●
b
d
霞
昏
φ
U
ぼ
演
唇
三
一
島
①
U
o
σ
Q
§
極
出
H
＜
＼
ω
・
塗
壁
餅
年
Φ
L
〈
露
5
0
ゲ
①
昌
H
り
唄
⑩
。
。
”
魔
㌣
q
ω
け

（
2
5
）
　
臼
出
》
目
昌
。
。
心
。
。
．
し
か
し
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
四
ご
・
四
も
こ
れ
に
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
2
6
）
　
Ω
．
国
N
．
ω
♪
置
…
℃
。
・
’
日
ω
り
・
オ
ヅ
ト
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
神
を
「
求
め
る
神
」
（
下
段
ω
β
o
げ
①
乱
①
b
o
富
）
に
認
め
て
い
る
。
カ
●
0
9
ρ

　
》
氏
。
。
警
N
ρ
畠
ω
郎
償
ヨ
冒
。
。
。
o
び
9
器
R
⑦
p
P
ω
ε
洋
α
q
践
け
＼
O
o
ひ
螢
一
露
ω
》
ま
ド

（
2
7
）
　
こ
れ
は
「
ヨ
ブ
記
」
の
思
想
「
体
系
」
に
お
け
る
「
鍵
語
」
で
あ
る
。
＜
．
閤
乾
び
ぼ
P
U
冨
0
9
け
畠
器
飢
瞬
ぎ
ゆ
琴
冨
国
一
〇
び
（
宰
。
ひ
霞
σ
q
費

「
ヨ
ブ
記
」
に
お
け
る
問
い
の
問
題

三
八
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
号

三
八
二

　
ひ
8
一
〇
σ
Q
一
ω
o
冨
ω
霞
岳
窪
H
H
α
）
●
男
冨
一
ぴ
鶏
㈹
＼
一
W
器
Φ
一
＼
≦
、
冨
旨
這
δ
u
ド
①
ρ

（
2
8
）
　
Ω
．
円
国
》
6
同
温
H
｛
●

（
2
9
）
　
ク
ビ
ナ
は
、
「
対
話
的
な
局
面
」
、
「
救
済
論
的
な
局
面
」
、
「
普
遍
的
宇
宙
論
的
な
局
面
」
、
「
神
中
心
的
な
局
面
」
の
四
つ
を
あ
げ
て
い
る

　
（
H
（
餌
ぴ
一
昌
鋤
博
　
o
喝
．
　
o
一
r
　
H
似
①
1
㎝
o
◎
）
。
い
い
か
え
れ
ば
、
聖
書
全
体
が
展
開
し
て
い
る
局
面
す
べ
て
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

（
3
0
）
　
こ
の
よ
う
に
モ
チ
ー
フ
を
漸
層
法
的
に
繰
り
返
え
す
技
巧
的
な
手
法
は
、
「
ヨ
ブ
記
」
の
文
学
的
な
継
母
で
あ
る
。
Ω
◎
彰
閃
巷
話
。
犀

　
、
．
ピ
。
凱
窪
二
滋
の
㊤
①
o
窪
竜
＄
陣
け
げ
鉱
露
。
ぴ
．
、
Ψ
N
日
ゲ
溶
蕊
（
お
蕊
y
（
醤
心
ム
㎝
）
お
舞

（
Σ
3
）
　
本
論
を
講
演
の
形
で
発
表
し
た
の
ち
に
、
三
節
a
と
四
節
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
葉
が
「
ヨ
ブ
記
」
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
引
用
」
の
仕
方
か
ら

　
説
明
さ
れ
る
こ
と
を
説
得
的
に
論
証
し
た
研
究
が
す
で
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
園
．
O
o
乱
戦
↓
ず
①
じ
d
o
o
搾
。
【
O
o
α
9
。
巳
竃
魔
。
野
》
望
民
団
。
｛

　
匂
。
ダ
〇
三
8
α
Q
o
這
①
伊
嵩
㌣
◎
。
ρ
ゴ
！
デ
ィ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
、
．
開
冨
。
♂
曽
チ
簿
チ
⑦
¢
器
。
昂
ρ
信
。
＄
二
〇
5
ぢ
臼
。
げ
（
器
①
『
①
－

　
≦
審
話
ぎ
匪
窪
。
巴
循
守
三
一
〇
三
山
＝
一
8
鋸
目
お
）
団
。
。
鋤
び
岡
σ
q
ゲ
ζ
巨
唱
。
嵩
ρ
。
簿
Φ
ぎ
ヨ
窪
け
一
ロ
チ
⑦
窪
臣
。
触
．
。
。
。
・
堕
す
雪
α
9
ひ
碧
8
犀
Φ
旨
も

　
ω
一
早
耳
＄
箕
剛
結
δ
チ
Φ
ヨ
ω
⇔
づ
冒
σ
q
o
m
爵
①
げ
。
o
ド
、
、
（
o
や
葺
．
日
。
。
9
。
P
日
O
刈
）
●
ま
た
同
著
者
の
注
解
（
注
（
9
）
）
、
四
九
二
、
五
七
三
ぺ
一

　
ジ
参
照
。
ク
ビ
ナ
も
ゴ
ー
デ
ィ
ス
の
説
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
（
菌
億
び
ぎ
斜
。
℃
．
。
一
『
一
〇
刈
》
瓢
目
．
器
。
。
）
。
し
か
し
、
ヘ
ッ
セ
の
注
解
（
注
（
6
）
）

　
は
一
顧
も
し
な
い
で
、
．
．
O
δ
ω
鈴
8
H
、
、
の
書
き
入
れ
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
最
近
で
は
ヘ
ッ
セ
の
注
解
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
、
本
文
の
組

　
み
か
え
、
削
除
な
ど
の
手
続
き
は
、
機
械
的
な
論
理
の
強
引
な
適
用
と
思
わ
れ
る
節
が
少
な
く
な
い
。
ゴ
ー
デ
ィ
ス
（
日
冨
ω
o
o
評
。
閉
Ω
o
ユ
食
・
a

　
9
窪
ミ
O
）
、
ク
ビ
ナ
（
8
．
。
登
卜
。
①
）
ら
の
批
判
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
3
2
）
　
こ
れ
は
無
智
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
Ω
・
囚
に
げ
ぎ
2
0
や
。
搾
H
O
。
。
口
跡
ヨ
．
さ
⊃
ω
心
．

（
3
3
）
　
、
、
序
⑦
器
｛
o
お
一
器
困
9
（
ヨ
冤
毛
。
達
。
。
）
●
、
”
登
い
困
ξ
窟
び
．
．
↓
冨
圃
9
①
三
睾
8
0
〔
♂
可
、
”
＜
Φ
ε
。
。
↓
霧
9
ヨ
窪
ε
ヨ
リ
（
H
8
㊤
）
”
（
ゆ
H
ム
）

　
㊤
合
．
、
H
畠
。
。
・
豆
。
・
①
ヨ
鴇
壁
α
q
霞
ヨ
窪
哉
、
o
『
．
、
囲
9
。
げ
⇔
ω
Φ
ヨ
犠
。
開
”
、
．
O
g
岳
ρ
日
冨
ゆ
o
o
犀
。
【
臼
。
げ
昏
8
匿

（
3
4
）
　
ゴ
ー
デ
ィ
ス
の
論
拠
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
O
o
憎
象
。
・
層
8
’
。
一
ρ
心
逡
）
、
関
根
正
雄
訳
に
従
う
（
『
ヨ
ブ
記
』
、
岩
波
文
庫
）
。

（
筆
者
　
み
ず
が
き
・
わ
た
る
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
キ
リ
ス
ト
教
学
〕
教
授
）



transcended　the　doctrine　of　transmigration　by　means　of　thelr　idealism　that

the　world　of　transmigration　is　none　other　than　apparitions　ottt　of　ground

consclousness．

Das　Problem　des　Fragens　im　Hiobbuch

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Wataru　Mizugaki

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　ordinarius　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wissenschaft　des　Christentums，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　philosophischen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fakultat　der　Kyoto　Universittit

　　Im　Hiobbuch　handelt　es　sich　nicht　um　irgendeine　Frage，　z．　B．　die

Theodizeefrage，　sondern　um　das　Fragen　selbst．

　　Hiob　fragt　Jahwe　nach　dem　“Warum”　seines　vermeintlich　ungerechtfer一

tigten　Leidens，　als　der　Weise，　der　aufgrund　des　vorgegebenen　Gottesver－

haltnisses　seinen　eigenen　Standpunkt　redend　und　argumentierend　zu

behaupten　sucht．　Diese　Selbstbehauptung，　die　in　der　“Warum”一Frage

steckt，　mu8　scheitern，　weil　das　Gottesverhtiltnis　“ohne　Grund”　ist　（Hi．　1，

9；　cf．　2，　3），　und　weil　dlese　Selbstbehauptung，　die　aus　dem　Standpunkt

de3　Redens　entspringt，　den　in　sich　widersprechenden　Anspruch　erhebt：

“lch　rede，　also　schweige！”．　Wtihrend　Hiob　die　Antwort　auf　die　“Wo”一

Frage　Gottes　（c£　Gen．　3，　9）　im　voraus　verweigert　und　sagt：　“lch　bin　nicht

da”　（Hi．　7，　8．　21；　cf．　10，　19），　beansprucht　er　doch　zugleich，　dats　Gott　sich

ihm　stellen，　also　ihm　antworten　soll．　Das　ist　der　Grundwiderspruch　im

Standpunkt　des　Redens　bzw．　des　Fragens．　Dieser　Tatbestand　bedeutet，　daB

Hiob　nicht　mehr　in　der　Lage　ist，　Fragen　zu　stellen，　sondern　dats　er　selber

die　Frage　geworden　ist．

　　Die　L6sung　wird　von　dem　einfachen　Sprechen　Jahwes，　d．　h．　dem　Fragen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17



Gottes　gegeben．　Weil　es　um　das　Fragen　bzw．　den　Standpunkt　des　Fragens

geht，　muS　die　Antwort　Gottes　in　der　Form　des　Fragens　gegeben

werden．　Der　fragende，　suchende　Gott　ist　es，　der　das　rnenschliche　Fragen

durchbricht，　schweigen　1tiBt　und　aus　dlesem　Schweigen　ein　neu’ ?ｓ　Sprechen

erm6glicht．　Daher　kann　die　BuSe　Hiobs　nichts　anderes　als　Aufnahme　des

Fragens　Jahwes，　mit　anderen　Worten，　des　fragenden　Jahwes　seln．　Die

Verse　42，　3a　und　4，　die　inan　oft　als　spljteren　Zusatz　eines　Glossators　ansieht，

m銭sse且a至s　echt　anerkan且t　werden．

On　Universals－A　Critical　Examination　of　the　Theories

　　　　　　of　Universals　of　Locke，　Berl〈eley，　and　Httme

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Yoshinobu　Kiso

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associate　Professor　of　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　university

　　I　use　the　expressions“a　particuiar”　（“an　individual”）　and　“a　universal”　in

the　following　senses　respect1vely．　A　thing，　A，　is　a　particular　if　and　only

if　A　cannot　appear　in　different　places　at　one　time　except　through　its

different　parts．　A　thing，　A，　is　a　universal　if　and　only　if　A　is　a　mode　of

being　of　a　particular　or　particulars　with　respect　to　each　other　（one　of　the

ways　how　a　particular　or　particulars　are）　and　A　can　as　a　whole　appear

in　different　places　at　one　time．　ln　other　words，　a　universal　is　the　kind　of

thing　which　can　in　Principle　be　exemplified　or　instantiated　by　more　than

one　particular　object　at　one　time．

　　Close　exarnination　of　the　theories　of　universals　of　John　Locke，　George

Berkeley，　and　David　Hume　reveals　that　our　conceptual　system　itself　admits

the　possibility　that　some　universals　are　real　in　the　sense　that　they　are　each

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18


