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「
神
の
像
」
と
「
人
間
」

　
　
一
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
思
想
形
成
の
前
提
と
条
件
に
つ
い
て

（
完
）

水
　
垣

渉

第
二
部
　
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
神
の
像
」
解
釈
の
構
造
的
変
化

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
根
本
的
に
い
う
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
基
礎
的
構
造
は
「
神
－
人
間
」
の
二
項
関
係
と
「
神
ー

キ
リ
ス
ト
f
入
間
」
の
三
項
関
係
と
の
相
互
関
係
に
存
し
、
そ
し
て
こ
の
相
互
関
係
の
具
体
的
諸
相
は
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
多
言
語
性
に
起
因

す
る
解
釈
の
多
様
化
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
「
神
の
像
」
の
思
想
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
示
し
て
み
た
い
。

　
1
　
基
本
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
問
題

　
「
神
の
像
」
の
用
語
と
思
想
は
、
創
世
記
一
・
二
六
一
二
七
に
発
す
る
。
こ
の
個
所
と
そ
れ
に
関
連
す
る
五
・
一
及
び
九
・
六
、
さ
ら
に

ア
ダ
ム
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
五
・
三
を
ま
ず
新
共
同
訳
で
あ
げ
、
次
に
、
そ
の
中
で
最
小
限
必
要
な
部
分
（
傍
線
部
）
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語

原
文
（
鼠
弓
）
と
古
代
に
お
け
る
標
準
的
な
ギ
リ
シ
ア
語
訳
で
あ
る
『
七
十
人
訳
』
（
い
×
×
）
及
び
ラ
テ
ン
語
訳
『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
』
（
＜
巳
－

αq

?
Ｐ
）
を
示
す
。
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一
・
二
六
一
二
七
「
神
は
言
わ
れ
た
。
『
（
1
）
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚
、

　
の
獣
、
地
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
支
配
さ
せ
よ
う
。
』
神
は
（
2
）
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
（
3
）

　
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
男
と
女
に
創
造
さ
れ
た
。
」

五
・
一
「
神
は
人
を
創
造
さ
れ
た
日
、
（
4
）
神
に
似
せ
て
こ
れ
を
造
ら
れ
た
。
」

九
・
六
「
人
は
（
5
）
神
に
か
た
ど
っ
て
造
ら
れ
た
か
ら
だ
。
」

五
・
三
「
ア
ダ
ム
は
百
三
十
歳
に
な
っ
た
と
き
、
（
6
）
自
分
に
似
た
、
自
分
に
か
た
ど
っ
た
男
の
子
を
も
う
け
た
。
」

空
の
鳥
、
地

神
に
か
た
ど

］
≦
↓

ぴ
×
×

＜
三
ひ
q
●

］
≦
目

い
×
×

＜
巳
鵬
．

　
こ
れ
ら
の
個
所
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
ら
く
は
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
期

す
る
。
そ
の
他
の
個
所
に
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
こ
と
は
、
「
神
の
像
」
が
孤
立
し
て
普
遍
化
し
え
な
か
っ
た
特
殊
な
用
語
と
観
念
で
あ
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
新
約
で
も
人
間
に
つ
い
て
こ
れ
が
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
コ
リ
ン
ト
一
一
・
七
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
女
に

対
し
て
「
男
が
神
の
像
」
（
Φ
貯
α
p
普
Φ
o
⊆
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
1
）

げ
①
δ
繊
ヨ
α
渇
q
障
圃
鮎
日
9
け
α
コ
ロ

評
O
け
”
Φ
白
白
O
P
餌
げ
α
ヨ
Φ
酢
①
尻
鋤
昌
罵
臥
騨
簿
酔
曙
獣
O
ヨ
O
δ
ω
一
づ

p
α
一
目
⇔
σ
q
冒
Φ
ヨ
Φ
け
忽
ヨ
筥
宮
鳥
ぎ
①
白
鞘
。
ω
嘗
p
白

（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
＞

σ
一
伽
8
口
汁
矯
①
一
α
げ
圃
ヨ
　
　
　
　
　
　
ぴ
Φ
酢
ω
Φ
δ
ヨ
δ
一
α
ぽ
剛
ヨ

評
9
け
憎
幽
閉
O
昌
”
け
げ
Φ
O
¢
　
　
　
　
Φ
づ
Φ
瞬
犀
O
乱
け
ぴ
①
〇
二

国
取
ω
一
思
農
欝
α
貯
Φ
筥
U
色
　
　
餌
自
一
日
帥
ひ
q
ぽ
①
ヨ
U
①
一

　
　
学
者
の
多
く
が
祭
司
資
料
（
勺
）
と
呼
ぶ
、

（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

び
⑦
什
ω
巴
ヨ
α
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
①
け
ω
⑦
剛
Φ
ヨ
リ
①
一
α
び
剛
ヨ

（
な
し
）
　
　
　
　
　
　
　
評
讐
”
Φ
涛
。
昌
鋤
昏
Φ
o
¢

鋤
α
圃
自
門
α
q
冨
①
白
ω
¢
鋤
ヨ
　
　
9
α
彫
目
⇔
α
Q
ぎ
Φ
ヨ
U
①
陣

（
6
）

σ
曜
日
0
8

買
置
酔
蝉
搾
α
⇒
置
Φ
鋤
質
9
0
信
け
O
‘
評
合
切
鋤
酔
ω
酔
α
⇒
蝕
開
O
旨
四
自
0
9
戸
O
q

曽
ユ
ω
圃
場
蕊
巳
α
ヨ
Φ
ヨ
簿
一
宗
四
ひ
q
冒
Φ
葺
ω
煽
。
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
六
世
紀
）
に
成
立
し
た
資
料
に
属



　
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
観
念
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
論
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
し
て

そ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
提
出
さ
れ
、
し
か
も
統
一
的
標
準
的
な
見
解
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
奇
異
で
す
ら
あ

る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
そ
の
根
本
的
理
由
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
神
－
人
間
と
い
う
二
項
的
構
造
と
神
ー
キ
リ
ス
ト

ー
人
間
と
い
う
三
項
的
構
造
と
の
関
係
の
錯
綜
と
い
う
構
造
的
な
問
題
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
本
論
に
必
要
な
限
り
で
説
明
し
て
お
く
。
釈
義
上
の
細
部
に
わ
た
る
議
論
に
は
当
然
な
が
ら
こ
こ
で
は

立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
．

　
「
か
た
ど
り
」
は
、
σ
。
（
1
1
剛
5
）
十
け
ω
巴
Φ
ヨ
（
且
語
餌
o
q
Φ
）
で
あ
る
。
「
似
せ
て
」
は
、
『
（
巨
器
）
＋
仙
Φ
肩
上
（
陛
岡
鱒
①
昌
Φ
ω
ω
）
で
あ
る
。

房
房
Φ
ヨ
の
一
般
的
意
味
は
、
ω
窪
窪
Φ
（
像
、
神
像
、
鋳
像
）
、
ヨ
。
α
Φ
一
（
模
型
）
で
あ
り
、
原
物
を
そ
の
ま
ま
模
し
た
も
の
を
意
味
す
る
。

創
．
ヨ
彗
は
、
℃
讐
8
ヨ
（
例
「
祭
壇
の
見
取
り
図
」
、
豊
富
昼
下
一
六
・
一
〇
）
、
ω
o
巨
Φ
昏
冒
ぴ
q
囮
貯
Φ
（
例
「
人
間
の
よ
う
に
見
え
る
姿
」
、
エ
ゼ

キ
エ
ル
一
・
二
六
）
を
意
味
す
る
。
両
全
の
意
味
の
異
同
は
、
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
弁
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
が
、
一
・
二
七
が
二
六

を
引
き
取
っ
て
び
．
δ
億
Φ
ヨ
を
繰
り
返
し
、
五
・
一
と
九
・
六
は
そ
れ
ぞ
れ
び
置
ヨ
幽
計
び
。
冨
9
①
筥
と
い
っ
て
交
換
可
能
な
ご
と
く
に
用
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
だ
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
語
を
ラ
テ
ン
語
の
術
語
首
9
。
ひ
q
o
U
Φ
一
に
ま
と
め
て
い
う
こ
と
が
許

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
と
く
に
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
王
の
像
は
神
的
権
威
を
体
現
す
る
王
自
身
を
表
す
も
の
と
し
て
、
王
の
支
配
の
及
ぶ
と
こ

ろ
に
お
か
れ
、
崇
拝
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
あ
る
学
者
は
、
人
間
の
被
造
型
に
か
か
わ
る
冨
効
σ
q
o
U
鉱
を
、
そ
の
よ
う
な
オ
リ
エ
ン
ト
的

神
主
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
と
見
る
。
圃
ヨ
曽
ひ
Q
o
u
Φ
圃
の
宗
教
史
的
背
景
と
し
て
は
こ
れ
が
一
番
尤
も
ら
し
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
神
話
論
的
表
象
で
は
な
く
、
神
話
批
判
と
い
う
反
省
が
加
わ
っ
た
思
想
的
観
念
で
あ
る
。

　
重
要
な
の
は
、
「
神
の
像
」
が
語
ら
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
創
造
物
語
の
中
心
的
部
分
に
属
し
、
聖
書
思
想
の
根
底
的
構

造
で
あ
る
神
人
関
係
の
成
立
を
直
接
示
し
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
神
人
関
係
は
、
神
の
創
造
行
為
に
よ
っ
て
成
立
し
、
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い

「
神
の
像
」
と
「
人
間
」

三
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四

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
神
が
創
造
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
「
神
の
像
」
は
理
解
し
え
な
い
。
人
間
の
規
定
の
中
に
な
に
よ
り
も
先
に

被
造
方
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
構
造
性
を
離
れ
て
「
神
の
像
」
を
人
間
の
即
自
的
自
己
同
一
性
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
意
図
に
反
し
て
い
る
。
古
代
キ
リ
ス
ト
教
著
作
家
た
ち
も
多
く
の
場
合
、
「
神
の
像
」
を
「
創
造
す
る
」
と
い
う
句
と
と
も

に
、
つ
ま
り
創
世
記
の
引
用
の
形
で
用
い
て
お
り
、
独
立
の
概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
、
C
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
の
主
張
は
傾
聴
に
値
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
神
が
自
ら
の
像
に
し
た
が
っ
て
人
間
を
創
造
し
た
と
い

う
出
来
事
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
創
造
さ
れ
た
人
間
が
神
の
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
を
区
別
し
よ
う
と
試
み
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
創
世
記
一
・
二
六
1
二
七
は
、
創
造
と
い
う
神
の
行
為
（
Φ
貯
6
琶
O
o
簿
Φ
ω
）
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間

に
つ
い
て
の
陳
述
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
剛
筥
鋤
σ
q
o
U
Φ
一
に
つ
い
て
は
、
　
一
・
二
六
－
三
〇
か
ら
一
・
二
六
一
二
七
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

解
釈
の
基
準
を
導
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
的
見
解
に
私
も
従
い
た
い
。

　
議
論
が
分
か
れ
る
の
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
前
置
詞
び
。
の
意
味
で
あ
る
。
か
な
り
多
く
の
研
究
者
が
σ
。
房
Φ
一
①
ヨ
の
び
．
を
「
と
し
て
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
っ
た
岡
一
性
を
表
す
も
の
（
以
前
の
文
法
家
の
い
う
σ
。
o
ω
ω
Φ
三
鑓
①
の
用
法
）
と
解
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
神
は
入
間
を
神
の
像
と
し

て
（
あ
る
い
は
「
神
の
像
に
」
、
あ
る
い
は
「
エ
ロ
ー
ヒ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
に
」
）
創
造
し
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
岡
一
性
に
も

程
度
の
差
が
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
こ
に
は
「
人
間
目
神
の
像
」
と
い
う
完
金
な
同
一
性
か
ら
、
神
の
よ
う
な
も
の
、
神
的
な
も
の
と
い
う
類

似
性
ま
で
含
ま
れ
う
る
。
ま
た
即
自
的
、
本
質
的
、
面
体
的
、
あ
る
い
は
現
実
的
同
「
性
で
な
く
て
も
、
機
能
的
な
同
　
性
、
あ
る
い
は
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

的
と
し
て
の
同
一
性
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
目
的
論
的
（
あ
る
い
は
終
宋
論
的
）
岡
一
性
は
、
古
代
以
来
の
解
釈
史
に
お

い
て
有
力
な
解
釈
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
の
「
神
の
像
」
の
意
味
が
何
で
あ
れ
、
思
想
構
造
の
観
点
か
ら
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
神
一
人
聞
」

の
二
項
構
造
が
三
項
的
に
展
開
す
る
可
能
性
が
備
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
神
の
像
は
本
来
的
に
神
に
帰
属
し
て
お
り
、
他
の
い
か

な
る
と
こ
ろ
が
ら
も
導
き
出
し
え
な
い
。
そ
の
限
り
、
二
項
関
係
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
神
の
像
が
、
神
が
神
以
外



の
も
の
を
有
ら
し
め
る
創
造
の
働
き
に
よ
っ
て
入
間
に
か
か
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
と
き
、
神
と
人
間
の
い
ず
れ
に
も
か
か
わ
る
も
の
と
し
て

一
定
の
独
立
性
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
三
項
関
係
が
成
立
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
は
「
創
造
一
食
造
」
の
関
係
で
あ
る

た
め
に
、
神
の
像
が
直
ち
に
人
間
と
同
一
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
残
る
問
題
は
神
と
神
の
像
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語

テ
ク
ス
ト
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い
。
両
者
が
同
一
性
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
推
測
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
同
」
性
が
い
か
な

る
も
の
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
後
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
と
り
わ
け
三
一
神
論
の
根
本
的
範
瞬
を
持
ち
込
む
な
ら
ば
、

こ
の
同
一
性
が
、
三
一
神
に
お
け
る
父
と
子
と
の
同
質
性
を
説
明
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
「
生
む
」
（
あ
る
い
は
父
と
聖
霊
と
の
関
係
を
い

う
「
発
出
す
る
」
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
創
世
記
五
・
三
が
、
ア
ダ
ム
と
セ
ツ
と
の
父
子
関
係
を
ア
ダ
ム
の
像
に
よ
っ

て
「
生
む
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
、
聞
接
的
に
そ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
次
に
『
七
十
人
訳
』
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
は

後
者
に
お
け
る
前
置
詞
ぴ
．
レ
．
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
冨
け
、
Φ
鱒
。
爵
冨
8
Φ
8
茜
昌
冨
＝
（
嚢
。
け
同
げ
。
ヨ
。
δ
ω
言
の
よ
う
に
同
一
の
前
置
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

犀
讐
嚢
。
で
訳
し
て
い
る
。
ぴ
．
自
粛
讐
α
ご
燭
と
聖
血
ヨ
舜
α
昌
を
同
義
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
下
口
露
q
け
α
昌
の
人
称
語
尾
を
省
略
し

て
訳
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
冗
長
を
嫌
っ
た
と
い
う
文
体
上
の
理
由
だ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
二
七
節
前
半
の
げ
・
け
ω
巴
ヨ
α
も
訳
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
に
は
な
い
吋
蝕
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
、
文
体
上
の
理
由
以
外
の
何
か
特
別
な
理
由
、
例
え

ば
、
前
者
に
お
い
て
後
の
句
が
前
の
句
を
補
足
的
に
説
明
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
つ
の
句
を
対
等
の
関
係
に
あ
る
と
解
釈
し
よ
う
と
し

て
い
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
理
由
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
『
七
十
人
訳
』
の
特
徴
は
何
よ
り
も
、
訂
＄
の
前
置
詞
句
が
優
勢
で
あ
る
点
に
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
で
は
五
・
」
、
三
と

九
・
六
を
含
め
て
げ
．
の
前
置
詞
句
が
優
勢
で
あ
っ
た
（
騨
、
は
一
・
二
六
に
一
回
の
み
）
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
五
・
」
に
お
け
る
神
の

入
間
創
造
も
冨
鴨
Φ
欝
。
欝
9
①
o
億
で
あ
り
、
五
・
三
の
ア
ダ
ム
が
そ
の
子
セ
ツ
を
も
う
け
た
と
き
に
い
わ
れ
る
「
自
分
に
似
た
、
自
分
に

か
た
ど
っ
た
」
も
開
鉾
日
影
嶺
錠
＄
昌
Q
旨
。
⊆
囚
舷
昇
。
富
笛
ロ
Φ
欝
。
切
鋤
鋤
信
8
広
で
あ
る
。
た
だ
九
・
六
の
み
が
窪
Φ
鱒
。
巳
夢
Φ
o
戴
と
、
ヘ
ブ

「
神
の
像
」
と
「
人
問
」

五
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（
5
）

ラ
イ
語
げ
．
を
①
口
で
直
訳
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
ほ
か
は
す
べ
て
冨
β
で
通
し
て
い
る
。
別
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
で
あ
る
》
ρ
鼠
⇔

と
↓
7
Φ
o
血
。
鉱
。
旨
が
二
六
節
の
げ
謂
ω
巴
ヨ
α
嵩
q
を
逐
語
的
に
Φ
欝
Φ
障
。
ゑ
ぽ
伽
目
O
溢
と
訳
し
て
い
る
（
ω
《
§
営
鋤
。
巨
ω
は
げ
O
ω
Φ
降
。
慈
姦
盗
q
鐸
）

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
冨
β
の
意
味
は
、
対
象
に
向
か
う
方
向
を
表
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
「
…
…
に
し
た
が
っ
て
」
（
鋤
8
0
a
写
α
q

8
）
と
と
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
神
の
像
」
は
、
人
間
が
創
造
さ
れ
る
際
の
神
的
基
準
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
基
準
が
神
の
側
に
あ
る
こ
と
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
、
こ
の
基
準
に
恋
し
た
存
在
と
し
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
「
神
の
像
」
と
の
相
即
性
を
有
す
る
。
こ
れ
が
『
七
十
人
訳
駈
が
、
必
ず
し
も
意
味
明
瞭
で
は
な
い
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
キ
ス
ト
に
加
え
た
解

釈
で
あ
る
。
解
釈
と
し
て
明
ら
か
に
意
味
が
よ
り
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
人
間
1
1
神
の
像
の
等
式
は
導
き
出
し
に
く
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
二
・
二
三
は
、
人
間
蹉
神
の
像
を
説
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
新
共
同
訳
で
あ
げ
る
。

　
　
「
神
は
入
間
を
不
滅
な
も
の
と
し
て
創
造
し
、
御
自
分
の
本
性
の
似
姿
と
し
て
造
ら
れ
た
。
」

　
　
げ
。
賦
甥
。
窪
8
ω
色
a
ω
魯
酢
。
疑
餌
暮
耳
α
灼
。
づ
8
．
蝉
賢
げ
窪
鴛
ω
冨
罵
鉱
Φ
涛
。
昌
9
け
α
ω
凱
凶
器
四
達
δ
け
α
8
ω
8
0
観
ω
Φ
質
餌
9
0
野

　
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
は
、
前
｝
世
紀
前
半
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
、
恐
ら
く
ギ
リ
シ
ア
語
で
成
立
し
た
文
書
で
あ
る
。

新
共
同
訳
は
、
「
永
遠
性
の
」
（
熟
覧
匹
一
〇
け
α
け
O
ω
）
の
代
わ
り
に
一
臼
。
藏
8
ω
を
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
読
み
を
と
る
に
せ
よ
、
こ
こ
で

は
人
間
が
神
の
固
有
性
乃
至
永
遠
性
の
像
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
直
ち
に
神
の
像
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
は
い
な
い
。

『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
蜘
は
こ
れ
を
、
「
神
は
ご
自
分
の
類
似
性
の
像
に
向
け
て
人
置
を
造
ら
れ
た
」
（
a
同
ヨ
色
盛
Φ
ヨ
ω
舞
Φ
ω
ぎ
凶
剛
凶
葺
島
鉱
ω
諭
。
淳

≡
ニ
ヨ
）
と
訳
し
て
い
る
。
創
世
記
一
・
二
六
と
の
整
合
性
を
保
と
う
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
訳
で
は
、
人
聞
U
神
の
像

で
な
い
こ
と
は
判
然
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
』
は
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
開
蝕
の
穿
9
日
鋤
…
で
な
く
、
渥
讐
、
①
畔
§
鋤
を
読
ん

だ
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
も
強
ち
不
可
能
で
は
な
い
。
写
本
上
の
裏
づ
け
は
な
い
が
、
一
・
二
六
一
二
七
と
の
文
体
的
類
似
が
自
ず
か

ら
そ
の
よ
う
な
推
測
を
誘
う
。



　
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
の
手
に
な
る
『
ヴ
ル
が
二
等
』
は
、
先
行
の
諸
ギ
リ
シ
ア
語
訳
や
古
ラ
テ
ン
語
訳
を
参
考
に
し
つ
つ
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
ゴ
Φ
一
り
『
膝
口
〇
鋤
　
く
Φ
触
一
け
9
ω
）
か
ら
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
七
十
人
訳
』
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
「
神
の
像
」
に
関
係
す
る
個
所
は
、
『
七

十
人
訳
』
の
傾
向
に
近
い
。
こ
こ
で
は
、
巴
欝
鋤
σ
q
冒
Φ
ヨ
U
Φ
圃
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
置
詞
匿
が
五
・
三
の
ア
ダ
ム
の
場
合
を
含
む

す
べ
て
の
個
所
で
遭
い
ら
れ
て
い
る
。
巴
は
対
格
と
と
も
に
方
向
、
目
標
を
意
味
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
特
に
運
動
を
表
す
動
詞
と

と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
。
「
創
造
す
る
」
も
一
種
の
運
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
践
一
ヨ
曽
α
q
す
Φ
ヨ
∪
色
は
、
「
神
の
像
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

方
向
、
目
標
に
」
の
意
味
と
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
巴
で
示
さ
れ
る
「
対
象
と
の
接
触
と
結
合
が
目
指
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
目
的
論
的
・
終
末
論
的
な
解
釈
も
可
能
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
一
人
間
関
係
が
運

動
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
直
ち
に
人
間
睡
神
の
像
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
、
『
七
十
人
訳
』
、
『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
』
の
三
者
に
共
通
な
の
は
、
ま
さ
に

「
神
の
像
」
（
畠
鉱
①
∋
．
．
δ
ぽ
ヨ
ー
1
①
穿
曾
夢
Φ
o
娼
匪
夢
話
α
q
o
U
Φ
凶
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
く
前
置
詞
σ
．
涛
薄
斜
巴

の
相
違
が
、
各
句
の
意
味
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
い
ず
れ
を
思
想
の
前
提
と
素
材
に
す
る
か
に

よ
っ
て
、
「
神
の
像
」
の
解
釈
は
相
当
に
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
三
者
の
中
で
『
七
十
人
訳
』
が
、
人
間
匪
神
の
像
の
定
式
に
最
も
遠
い
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
を
直
ち
に
神
の
像
と
し
て
解
釈
す
る
傾
向

に
対
し
て
最
も
強
い
抑
制
力
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
と
『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
』
と
か
ら
は
、
何
ら
か
の
形
で
「
人
間

1
一
神
の
像
」
を
導
き
出
す
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
意
味
の
限
定
の
度
合
い
か
ら
い
え
ば
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
が

我
々
に
と
っ
て
最
も
緩
く
、
最
も
幅
広
い
多
様
な
解
釈
を
許
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
を
研
究
の
対
象
と
す
る
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

約
学
に
お
い
て
多
様
な
「
神
の
像
」
の
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
砥
究
史
や
学
説
史
が
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
提
出
さ
れ
て
い
る

大
方
の
「
神
の
像
」
の
解
釈
が
、
こ
れ
を
あ
た
か
も
神
と
人
間
と
の
間
で
い
ず
れ
に
も
つ
き
う
る
浮
動
的
な
第
三
項
で
あ
る
か
の
よ
う
に
曖

昧
に
扱
っ
て
い
る
、
と
の
印
象
は
拭
い
が
た
い
。
こ
れ
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
』
の
解
釈
許
容
度
の
幅
は
狭
い
。

「
神
の
像
」
と
「
人
間
」

七
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解
釈
史
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
㎎
七
十
人
訳
』
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
で
あ
り
、
㎎
ヴ
ル
が
三
巴
』
は
こ
れ
ら
二
者
の
解
釈
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
評
讐
鎖
は
げ
・
の
解
釈
で
あ
り
、
9
。
鳥
は
ぴ
．
と
ド
鋤
鐙
と
の
解
釈
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の
聖
書

学
や
教
義
学
に
お
け
る
「
神
の
像
」
の
諸
解
釈
の
問
題
点
に
言
及
す
る
と
す
れ
ば
、
基
本
と
な
っ
て
い
る
諸
聖
書
テ
ク
ス
ト
自
体
が
重
層
的

な
解
釈
史
、
す
な
わ
ち
広
義
で
の
「
聖
書
内
の
解
釈
史
」
を
な
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
、
「
神
の
像
」
の
意
昧
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る

前
置
詞
と
に
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
1
1
　
新
約
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
的
「
神
の
像
」

　
　
『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
』
は
薪
約
よ
り
も
後
代
の
成
立
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
は
じ
ま
る
の
は
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀

は
じ
め
の
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
ギ
リ
シ
ア
語
で
記
さ
れ
た
新
約
諸
文
書
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
的

に
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
」
で
あ
る
『
七
十
人
訳
轍
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
『
七
十
人
訳
』
の
「
神
の
像
」
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
ま
ま

入
間
の
こ
と
と
す
る
に
は
圏
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
新
約
諸
文
書
の
世
界
で
は
「
神
の
像
」
を
人
間
に
適
用
す
る

こ
と
に
予
め
髄
約
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
予
想
が
成
り
立
つ
。
こ
こ
で
は
「
神
の
像
」
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
個
所
を
取

り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
中
心
的
な
思
想
に
限
定
し
て
述
べ
る
。

　
　
『
七
十
人
訳
』
の
「
神
の
像
」
の
基
本
的
な
観
念
は
、
「
神
の
像
に
し
た
が
っ
て
の
入
間
の
翻
造
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
表
現
と
し
て
も

、
新
約
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
テ
ク
ス
ト
が
最
も
明
快
に
示
し
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
書
三
・
九
「
神
の
似
姿
に
し
た
が
っ
て
造
ら
れ

た
入
間
」
（
8
二
ω
鋤
彗
ξ
9
0
二
ω
8
窃
剛
（
讐
プ
．
げ
。
ヨ
○
δ
ω
剛
p
窪
Φ
o
瓢
α
q
①
ひ
q
o
昌
。
訂
ω
）
。
『
ヴ
ル
ガ
ー
タ
隔
は
、
ぴ
。
ヨ
ヨ
Φ
ω
ρ
9
蝉
初
雪
彗
ま
巳
鳥
言
Φ
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

U
Φ
一
二
〇
二
ω
§
け
と
訳
し
て
、
こ
こ
で
も
そ
の
創
世
記
の
訳
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
入
類
一
般
を
指
し
て
い
る
。
こ
の

直
前
に
、
「
主
に
し
て
父
を
」
（
け
O
コ
　
｛
〈
《
目
圃
O
昌
　
斥
鋤
凶
　
質
効
け
①
冠
簿
）
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
「
神
の
像
」
が
「
神
－
人
間
」
の
二
項
関
係
の
そ

れ
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ヤ
コ
ブ
書
に
「
神
ー
キ
リ
ス
ト
ー
入
間
」
の
三
項
関
係
が
比
較
的
に
低
調
で
あ
る
こ



と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
新
約
諸
文
書
の
前
提
で
あ
る
二
項
関
係
が
キ
リ
ス
ト
論
的
制
約
を
受
け
な
い
で
前
面
に
出
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
々
が
新
約
を
解
釈
す
る
場
合
に
、
二
項
関
係
の
前
提
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
注
意
を
促
す
。
そ
れ
の

あ
ま
り
に
キ
リ
ス
ト
論
中
心
の
解
釈
一
例
え
ば
ル
タ
ー
の
ヤ
コ
ブ
書
解
釈
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
は
、
単
層
的
な
、
非
歴
史

的
な
解
釈
に
陥
る
危
険
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
エ
ペ
ソ
四
二
一
四
は
、
「
神
に
し
た
が
っ
て
創
造
さ
れ
た
新
し
い
人
間
」
（
8
コ
惹
ぎ
8
鋤
葺
貯
α
O
o
コ
け
。
昌
冨
潮
脚
Φ
8

ζ
下
げ
魯
鐙
）
と
い
う
。
こ
れ
は
入
間
一
般
に
つ
い
て
で
な
く
キ
リ
ス
ト
者
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
神
の
像
に
し
た
が
っ
て
」

で
は
な
く
、
「
神
に
し
た
が
っ
て
」
で
あ
る
が
、
『
七
十
人
訳
』
の
表
現
と
の
関
連
は
否
定
し
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
エ
ペ
ソ
書
と
ほ
ぼ
同

時
期
に
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
コ
ロ
サ
イ
書
三
・
一
〇
「
彼
を
創
造
し
た
方
の
像
に
し
た
が
っ
て
新
し
く
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

新
し
い
ひ
と
」
（
樽
O
コ
コ
①
O
づ
け
O
昌
賊
子
曽
騨
P
一
瓢
O
¢
b
P
Φ
欝
O
P
。
：
開
簿
け
℃
Φ
＝
（
O
口
塞
け
O
餌
開
け
一
ω
P
笥
け
O
ω
P
償
け
O
讃
）
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
七
十
人
訳
』

の
表
現
を
キ
リ
ス
ト
が
入
っ
て
く
る
新
し
い
関
係
、
す
な
わ
ち
三
項
関
係
へ
と
思
想
的
に
転
位
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
示
す
方
法
論
的

意
義
は
、
新
約
に
お
い
て
二
項
関
係
か
ら
三
項
関
係
へ
の
移
行
の
諸
様
相
を
読
み
取
る
こ
と
が
、
古
義
思
想
の
研
究
の
中
心
的
課
題
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
こ
こ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
新
約
に
お
い
て
、
「
神
の
像
」
は
二
項
的
「
神
一
人
間
」
関
係
論
、
あ
る
い
は
独
立
の
人
間
論
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
＞

て
ほ
と
ん
ど
場
所
を
占
め
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
新
約
研
究
史
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
確
か
に
先

．
に
引
い
た
ヤ
コ
ブ
書
は
、
新
約
思
想
の
前
提
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
的
な
背
景
か
ら
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
例
外
と
し
て
視
野
か
ら
排
除

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
新
約
の
主
題
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
主
題
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
「
神
ー
キ
リ
ス
ト
」

関
係
と
「
神
ー
キ
リ
ス
ト
i
信
仰
者
」
関
係
の
二
つ
で
あ
る
。

　
　
「
キ
リ
ス
ト
は
子
と
し
て
神
の
像
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
新
約
に
お
け
る
「
神
の
像
」
思
想
の
根
本
で
あ
る
。
次
の
三
号
所
が
関
連
す

る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

「
神
の
像
」
と
「
人
間
」

九
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（
1
）
　
第
ニ
コ
リ
ン
ト
四
・
四
「
神
の
足
首
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
」
8
⊆
O
げ
ユ
ω
8
F
ぴ
。
ω
Φ
ω
け
ぎ
①
欝
0
ー
ロ
夢
①
o
F

　
　
（
2
）
　
ピ
リ
ピ
ニ
・
六
「
キ
リ
ス
ト
は
神
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
」
Φ
⇒
O
げ
鼠
ω
a
図
Φ
ω
o
F
げ
○
ω
⑦
八
穀
。
壱
げ
0
1
夢
Φ
o
⊆
ξ
O
費
。
プ
9
．

　
　
（
3
）
　
コ
ロ
サ
イ
一
・
一
五
「
御
子
は
、
見
え
な
い
神
の
姿
で
あ
り
」
げ
。
の
①
ω
け
貯
Φ
涛
9
睾
Φ
o
窪
8
＝
鋤
。
茜
け
。
穿

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
を
説
明
す
る
関
係
代
名
詞
げ
。
ω
で
導
か
れ
る
関
係
節
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
形
式
は
、
「
神
の
像
で
あ
る
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

リ
ス
ト
」
で
あ
る
。
げ
。
ω
Φ
ω
け
貯
①
障
9
号
Φ
O
g
は
、
定
型
的
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
と
神
の
像
と
の
岡
」
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

「
で
あ
る
」
（
Φ
ヨ
鉱
あ
る
い
は
ξ
℃
費
魯
Φ
言
）
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
（
2
）
の
後
半
の
「
神
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」
（
8

Φ
ぎ
蝕
δ
鋤
夢
Φ
α
）
の
Φ
ぎ
鉱
と
同
じ
く
、
そ
れ
は
本
質
的
同
一
性
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
同
一
性
が
「
生
む
i
生
ま
れ
る
」
と
い
う
は
た

ら
き
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
に
（
3
）
の
「
御
子
」
（
ゴ
旨
。
ω
）
、
「
長
子
」
（
只
α
8
8
ぎ
ω
）
が
示
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は

創
造
の
関
係
で
は
な
く
、
「
生
む
」
に
よ
る
同
一
性
の
関
係
で
あ
る
。
人
間
を
含
め
て
万
物
の
創
造
は
、
父
か
ら
生
ま
れ
た
御
子
に
よ
る
。

こ
の
こ
と
の
思
想
的
意
義
は
、
「
創
造
す
る
」
の
範
鷹
に
「
生
む
」
の
範
購
が
加
わ
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
創
造
に
よ
る
「
差
異
性
」

の
碧
羅
に
「
生
む
」
に
よ
る
「
同
｝
性
」
の
範
瞬
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
差
異
性
と
同
一
性
と
が
同
時
に
一
つ
の
思
想
構
造
の
な
か
で

問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
二
項
関
係
か
ら
三
項
関
係
へ
の
転
位
の
内
容
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
神
の
像
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
慰
問
と
の
関
係
は
、
い
か
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
。
こ
の
関
係
を
位
置
づ
け
る
大
枠
を
提

示
し
て
い
る
の
は
、
次
の
個
所
で
あ
る
。

　
　
（
4
）
　
ロ
ー
マ
八
・
二
九
「
神
は
前
も
っ
て
知
っ
て
お
ら
れ
た
も
の
た
ち
を
、
御
子
の
姿
に
似
た
も
の
に
し
よ
う
と
予
め
定
め
ら
れ
ま

　
　
　
し
た
。
そ
れ
は
御
子
が
多
く
の
兄
弟
の
中
で
長
子
と
な
ら
れ
る
た
め
で
す
。
」
（
新
共
同
訳
）
げ
。
菖
7
0
諺
嶺
。
①
α
q
昌
α
し
ハ
p
。
凶
只
○
臼
δ
窪

　
　
　
認
ヨ
ヨ
。
壱
プ
。
器
藏
ω
Φ
騨
。
雛
○
ω
8
煽
げ
旨
。
⊆
二
日
。
二
二
ω
汁
。
①
ぎ
鉱
四
暮
。
口
買
α
8
8
罵
。
コ
①
コ
O
o
＝
o
δ
鋤
伽
①
哲
プ
○
圃
ω
“

　
　
（
5
）
　
ピ
リ
ピ
三
・
二
一
「
彼
（
§
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
）
は
我
々
の
卑
賎
の
体
を
…
…
彼
の
栄
光
の
体
と
同
じ
形
に
変
形
す
る
で

　
　
　
あ
ろ
う
。
」
び
。
ω
ヨ
Φ
β
ω
o
冨
目
鼻
δ
風
け
。
ω
O
ヨ
鋤
什
伽
ω
欝
O
①
冒
α
ω
Φ
α
ω
冨
ヨ
9
の
団
ヨ
ヨ
。
壱
ゴ
8
a
ω
α
ヨ
餌
二
三
ω
山
。
×
α
ω
餌
客
○
¢
…



　
神
は
神
の
像
で
あ
る
御
子
（
同
一
性
の
関
係
）
キ
リ
ス
ト
を
と
お
し
て
、
選
ん
だ
も
の
た
ち
、
す
な
わ
ち
信
仰
者
を
神
の
像
と
同
じ
形
を

持
つ
も
の
（
塁
ヨ
ヨ
0
6
財
9
に
定
め
る
（
差
異
性
の
関
係
か
ら
同
一
性
の
関
係
へ
の
転
位
）
（
4
）
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
は
、
信
仰
者
を
彼
の
栄

光
体
に
変
形
す
る
（
5
）
。
（
4
）
は
キ
リ
ス
ト
が
信
仰
者
と
「
で
あ
る
」
（
8
Φ
ぎ
鋤
圃
）
と
い
う
同
一
性
の
関
係
、
つ
ま
り
「
生
ま
れ
る
」
と

い
う
点
で
同
一
の
も
の
（
「
長
子
」
1
「
兄
弟
」
寓
α
8
8
犀
。
ω
－
巴
鮎
喜
9
）
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
三
項
関
係
を
集
約
的
に
表

現
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
「
創
造
す
る
」
、
「
生
む
」
、
「
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
的
豆
田
が
す
べ
て
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
る
。
こ
れ
は
先
に
一
部
を
引
い
た
コ
ロ
サ
イ
一
・
一
五
と
同
様
で
あ
る
（
姦
凶
ω
剛
ω
　
冒
α
8
8
δ
ω
　
⑦
ω
け
ヨ
）
。
ま
た
神
学
の
術
語
を
用
い
る

な
ら
ば
、
二
項
関
係
に
お
け
る
創
造
論
が
三
項
関
係
に
お
け
る
聖
定
論
、
予
定
論
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、

誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
三
項
関
係
の
究
極
は
、
神
、
キ
リ
ス
ト
、
信
仰
者
の
三
者
の
同
｝
性
で
あ
る
。
こ
れ
が
隅
。
駐
呂
路
㊦
ぎ
と
寓
。
－

o
ぼ
N
Φ
ぎ
と
が
示
す
始
源
論
（
勺
吋
0
8
一
〇
〇
q
芭
と
Φ
δ
8
Φ
日
蝕
の
目
標
定
型
句
（
8
Φ
δ
ω
暁
o
H
∋
9
的
表
現
が
示
す
終
末
論
（
円
ω
o
げ
讐
。
δ
α
q
δ

二
八
節
参
照
）
と
の
対
応
と
い
う
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
と
（
5
）
は
神
と
キ
リ
ス
ト
の
側
か
ら
信
仰
者
の
「
神
の
像
」
と
の
関
係
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
逆
に
信
仰
者
の
側
か

ら
説
く
の
は
、
（
6
）
コ
ロ
サ
イ
三
・
一
〇
で
あ
る
。
「
あ
な
た
が
た
は
彼
（
1
1
新
し
い
人
）
を
創
造
し
た
方
の
像
に
し
た
が
っ
て
新
し
く
さ

れ
る
新
し
い
人
を
身
に
着
け
な
さ
い
。
」
（
③
p
身
ω
o
露
Φ
昌
。
算
§
器
。
口
口
。
鵠
き
鉾
巴
8
信
筥
Φ
昌
§
…
冨
鴨
①
畔
。
轟
け
〇
二
目
甑
ω
碧
8
ω
窪
け
8
）
。
こ

の
個
所
は
、
エ
ペ
ソ
四
・
二
四
に
対
応
し
て
い
る
。
（
7
）
「
真
の
義
と
聖
さ
に
お
い
て
神
に
し
た
が
っ
て
創
造
さ
れ
た
新
し
い
人
間
を
身
に

着
け
る
。
」
（
Φ
鄭
身
ω
鋤
ω
夢
鉱
8
離
二
巴
鋒
O
ロ
鋤
箕
訂
α
づ
§
8
づ
醤
P
＄
9
⑦
O
部
匿
口
ω
昏
Φ
暮
⇔
Φ
鄭
血
貯
蝕
O
ω
《
づ
α
評
黛
。
一
『
O
臨
O
鼠
江
融
ω
巴
騨
ゴ
Φ
冨
ω
）
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
七
十
人
訳
』
の
「
神
の
像
に
し
た
が
っ
た
創
造
」
と
い
う
二
項
関
係
に
お
け
る
創
造
が
、
三
項
関
係
に
お
い
て

信
仰
者
の
再
創
造
あ
る
い
は
新
創
造
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
項
関
係
に
お
い
て
は
、
創
造
も
再
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
三
項
関
係
が
二
項
関
係
を
前
提
し
て
の
み
十
全
な
意
味
を
も
ち

う
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
神
の
像
」
と
「
人
間
」

一
一
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新
創
造
は
信
仰
者
を
キ
リ
ス
ト
と
の
同
一
性
に
も
た
ら
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
か
ら
、
差
異
性
の
意
味
の
範
麟
に
属
す
る
「
創
造
」

の
語
だ
け
で
は
そ
の
内
容
を
必
ず
し
も
十
分
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
「
変
形
」
（
ヨ
暮
ρ
。
ヨ
o
H
9
霊
ω
密
議
）
の
観
念
が
僅
か
で
は

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

あ
る
が
新
約
に
現
れ
る
。
（
8
）
第
ニ
コ
リ
ン
ト
三
・
一
八
「
我
々
は
皆
、
…
…
栄
光
か
ら
栄
光
へ
と
、
主
と
同
じ
像
に
変
形
さ
れ
て
い
く
」

（
冨
ヨ
Φ
逗
留
冨
簿
①
ω
…
什
㈲
昌
窪
藏
コ
①
障
。
慈
ヨ
Φ
富
ヨ
。
壱
げ
。
ロ
∋
Φ
昏
簿
磐
。
鳥
。
×
自
色
ω
価
。
×
器
…
）
。
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
像
に
ま
で
変
形
さ
れ

て
い
く
と
い
う
の
は
、
「
栄
光
」
（
鳥
。
×
四
）
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
信
仰
者
の
人
間
と
し
て
の
終
末
論
的
な
目
標
で
あ
り
、
究
極
的
な
完
成

態
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
（
5
）
も
同
様
で
あ
る
。
「
変
形
」
に
よ
る
同
一
化
の
思
想
は
、
二
項
関
係
の
三
項
関
係
へ
の
転
位
が
さ
ま
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

な
変
容
を
伴
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
史
的
に
も
興
味
深
い
。

　
新
約
に
お
い
て
は
、
二
項
関
係
が
キ
リ
ス
ト
論
的
な
三
項
関
係
へ
完
全
に
移
し
変
え
ら
れ
て
い
る
。
三
項
関
係
の
中
心
は
、
御
子
に
し
て

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
彼
が
「
神
の
像
」
で
あ
る
。
二
項
関
係
は
三
項
関
係
と
並
列
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
後
者
の

前
提
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
も
は
や
前
面
に
出
る
こ
と
は
な
い
。

　
田
　
新
約
以
後
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
思
想

　
新
約
に
続
く
最
初
期
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
、
㎎
七
十
人
訳
』
と
そ
れ
を
基
本
的
テ
ク
ス
ト
と
す
る
新
約
諸
文
書
と
を
二
重
の
前
提
に
し
て

い
る
こ
と
は
、
思
想
史
的
に
も
意
義
深
い
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
最
初
期
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
二
重
の
前
提
を
旧
約
と
薪
約
と
か
ら
な
る

や
は
り
二
重
構
造
の
『
聖
書
撫
と
し
て
具
体
化
し
た
。
こ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
教
聖
書
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
）
と
異
な
る
キ
リ
ス
ト
教
聖
書
の
特
徴

で
あ
る
。
思
想
的
に
い
え
ば
、
主
と
し
て
二
項
関
係
か
ら
な
る
ユ
ダ
ヤ
教
思
想
と
、
二
項
関
係
を
前
提
と
し
て
含
む
三
項
関
係
か
ら
な
る
キ

リ
ス
ト
教
思
想
と
の
相
違
で
あ
る
。

　
新
約
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
睦
神
の
像
」
が
中
心
的
な
地
位
を
確
立
し
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
内
実
か
つ
規
範
そ
の
も
の
と
な
っ

た
た
め
に
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
「
神
の
像
」
解
釈
は
、
こ
の
限
定
の
範
囲
内
で
改
め
て
創
世
記
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ



と
に
主
な
努
力
を
注
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
事
実
上
三
つ
の
テ
ー
マ
が
含
ま
れ
る
。
一
つ
は
人
間
の
「
像
相
即
性
」
あ
る
い
は
「
神

の
像
の
像
」
と
し
て
の
人
間
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
創
世
記
の
三
一
神
論
的
・
キ
リ
ス
ト
論
的
解
釈
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
付
随
し
て
「
像
」
（
Φ
跨
α
口
）
と
「
似
姿
」
（
げ
。
ヨ
。
δ
ヨ
。
）
の
異
同
も
問
題
と
さ
れ
る
。
勿
論
、
二
、
三
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
の
内
外
に

は
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
思
想
な
ど
が
絶
え
ず
渦
巻
い
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
そ
れ
ら
の
影
響
を
免
れ
る

こ
と
は
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
「
人
間
ほ
神
の
像
」
を
直
接
主
張
す
る
か
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
許
す
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
、
「
キ
リ
ス
ト
縫
神
の
像
」
と
い
う
新
約
の
基
本
思
想
に
た
っ
て
こ
れ
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
業
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
際
キ
リ
ス
ト
を
い
か
に
解
す
る
か
が
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
。

　
二
世
紀
後
半
の
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
、
主
著
『
異
端
反
駁
論
』
（
出
帰
竃
お
器
ぎ
鳴
§
鳴
の
）
に
お
い
て
、
創
世
記
一
・
二
六
一
二
七
を
頻
繁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
引
用
し
つ
つ
「
神
の
像
」
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
は
多
く
失
わ
れ
た
が
、
全
五
巻
の
忠
実
な
ラ
テ
ン
語
訳
が
残
る
。

　
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
人
間
腫
神
の
像
」
説
を
採
ら
な
い
。
人
間
は
あ
く
ま
で
も
神
の
像
に
し
た
が
っ
て
造
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
　
五
・
六
・
一
「
と
い
う
の
は
御
父
の
手
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
御
子
と
御
霊
に
よ
っ
て
、
人
間
は
一
し
か
し
人
間
の
一
部
分

　
　
　
が
で
な
く
一
神
の
似
像
に
し
た
が
っ
て
造
ら
れ
た
。
」
℃
興
筥
9
謹
ω
Φ
乱
ヨ
℃
鋤
霞
β
一
型
Φ
ω
け
も
興
田
一
四
壁
卑
ω
嵐
「
一
巳
管
津
ゴ
。
ヨ
。

　
　
　
ω
8
¢
口
α
二
匿
臨
欝
臼
霊
畠
ぎ
Φ
ヨ
U
①
劫
ω
巴
コ
。
昌
賢
母
の
げ
o
B
ぎ
δ
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
ダ
ニ
エ
ル
ー
が
「
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
人
間
論
の
核
心
」
に
属
す
る
と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義

的
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
二
分
法
的
乃
至
三
分
法
的
な
人
間
論
に
た
い
し
て
、
「
魂
と
肉
と
が
混
和
し
た
人
間
」
（
げ
0
8
0
Φ
ω
け
8
ヨ
冨
旱

随
一
〇
餌
巴
玉
器
簿
。
震
旺
ω
。
蔭
・
勺
三
舞
轟
）
、
す
な
わ
ち
人
間
の
全
体
が
神
の
像
に
し
た
が
っ
て
創
造
さ
れ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
肉
体

（
o
鍵
。
）
重
視
が
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
人
愚
論
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
全
体
的
入
間
論

が
三
一
神
論
と
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
、
創
世
記
一
・
二
六
の
「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ

「
神
の
像
」
と
「
人
間
」

＝
二
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う
。
」
に
お
け
る
神
の
「
我
々
」
の
三
一
論
的
解
釈
と
と
も
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
一
神
と
人
間
と
が
そ
れ
ぞ
れ
全
体
と
し
て
向

き
合
う
と
い
う
出
来
事
と
し
て
「
神
の
像
」
を
把
握
し
た
こ
と
は
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
独
創
で
あ
り
、
彼
の
思
想
の
深
さ
と
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
さ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
私
は
、
「
神
の
像
」
思
想
史
に
お
け
る
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
意
義
を
こ
の
点
で
最
も
高
く
評
価
し
た
い
。

　
こ
の
基
礎
的
観
念
は
、
創
造
か
ら
終
末
に
い
た
る
救
済
史
全
体
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
（
2
）
「
…
…
彼
等
は
神
の
像
と
長
男
に
し

た
が
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
人
間
の
原
初
的
本
性
に
到
達
す
る
。
」
（
ぎ
實
幹
一
轟
ヨ
＜
Φ
急
§
け
〆
。
巨
三
ω
墨
ε
鑓
β
＄
∋
ρ
轟
Φ
ω
Φ
。
琶
－

含
ヨ
冒
四
ひ
身
営
Φ
3
①
け
ω
凶
ヨ
一
年
＝
α
ヨ
Φ
ヨ
欝
。
8
Φ
2
U
Φ
剛
．
G
・
」
O
旨
）
。
こ
こ
で
は
全
体
と
し
て
の
人
間
が
、
「
原
初
的
本
性
」
（
簿
一
ω
江
島
髭
ε
鑓
）

と
い
う
面
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
原
初
的
本
性
も
被
造
的
な
も
の
で
あ
り
、
神
と
の
差
異
性
を
も
つ
。
人
間
は
本
性
的
に
神
的
な
も
の
「
で

あ
る
」
の
で
は
な
い
。
二
項
関
係
に
お
い
て
「
神
一
人
間
」
の
関
係
が
根
本
的
に
「
創
造
一
三
造
」
の
範
購
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
堅
持
し
て
い
る
。
（
3
）
「
創
造
す
る
こ
と
は
神
の
恵
み
深
さ
に
固
有
の
こ
と
で
あ
り
、
創
造
さ
れ
る
こ
と

は
人
間
の
本
性
に
固
有
の
こ
と
で
あ
る
。
」
（
司
鋤
8
お
Φ
眩
ヨ
質
。
領
民
ヨ
①
ω
け
ぴ
2
凶
α
q
瓢
一
湧
け
凶
ω
σ
Φ
一
”
譜
ユ
帥
暮
Φ
露
只
。
肩
貯
ヨ
の
ω
け
び
。
慧
三
ω

コ
讐
計
器
．
蒔
．
ω
O
．
さ
。
）
。
創
造
は
救
済
の
完
成
と
し
て
の
終
末
に
対
応
す
る
。
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
、
ロ
ー
マ
書
一
一
章
の
野
生
の
オ
リ
ー
ブ

の
木
の
喩
え
を
用
い
、
信
仰
者
が
な
お
ざ
り
の
た
め
に
以
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
努
力
し
て
神
の
言
葉
を
接
木
と
し
て
受
け

入
れ
る
な
ら
ば
、
最
初
の
原
産
的
本
性
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。
し
か
し
こ
れ
は
信
仰
に
よ
る
進
歩
の
終
末
的
目
標
で
あ
っ
て
、
単

な
る
原
初
状
態
へ
の
復
帰
で
は
な
い
。

　
キ
リ
ス
ト
は
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
「
神
の
像
」
論
に
お
い
て
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
　
（
4
）
　
五
・
一
六
・
二
「
神
の
御
言
葉
が
人
間
に
な
っ
た
そ
の
と
き
、
こ
の
御
言
葉
は
御
自
身
を
人
間
に
、
そ
し
て
人
間
を
御
自
身
に

　
　
　
似
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
が
御
子
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
そ
の
似
同
性
に
よ
っ
て
、
御
父
に

　
　
　
値
あ
る
も
の
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
」
↓
琶
。
鋤
暮
Φ
B
げ
o
o
＜
鶏
σ
ニ
ヨ
。
ω
8
鋒
ω
二
筥
①
ω
戸
聲
鋤
雛
α
o
び
。
ヨ
。
＜
①
旨
環
ヨ
U
鉱
貯
。
ε
ヨ
Φ
ω
r

　
　
　
ω
Φ
ヨ
Φ
け
帯
葭
葺
ご
。
ヨ
切
口
Φ
け
げ
。
営
陣
昌
①
日
誌
台
目
簿
号
銑
器
臨
軽
四
鋤
湯
”
暮
℃
韓
＄
ヨ
容
器
Φ
段
鋤
伽
勾
慈
瓢
ヨ
餓
雲
霧
言
伽
ぎ
①
塁



　
　
　
鷺
Φ
鐵
。
霊
ω
げ
。
筥
。
甑
9
Ω
件
℃
鋤
茸
い

　
神
の
御
言
撫
す
な
わ
ち
御
子
キ
リ
ス
ト
の
人
間
に
対
す
る
二
重
の
似
同
化
の
働
き
が
、
人
間
の
神
に
対
す
る
本
来
的
関
係
を
回
復
す
る

（
い
わ
ゆ
る
「
総
括
」
磐
異
①
9
巴
巴
α
ω
寅
『
Φ
8
℃
犀
蕊
餌
鳥
。
）
。
人
間
と
な
っ
た
御
言
葉
は
、
「
似
同
化
す
る
キ
リ
ス
ト
」
（
O
腎
凶
前
口
ω
鋤
ω
・

ω
冨
一
一
雪
ω
）
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
似
同
性
」
（
ω
ぎ
難
け
＆
o
）
は
な
に
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
へ
の
似
同
性
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
似
同
性
は
御
子
へ
の
似
同
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
見
え
る
御
言
葉
」
（
＜
一
ω
凶
σ
＝
Φ
＜
①
「
げ
自
諺
）
で
あ
る
御
子
は
、
「
人
間
を
見
え
ざ
る

御
父
に
と
も
に
汁
注
的
な
も
の
に
す
る
。
」
（
O
O
口
ω
一
ヨ
一
一
①
B
h
鋤
O
圃
Φ
コ
ω
げ
O
ヨ
剛
昌
Φ
ヨ
　
一
P
＜
一
ω
興
り
凶
＝
　
勺
p
◎
酢
H
一
）
。
こ
の
o
o
器
冨
葭
ω
は
、
「
御
言
葉
自

身
が
御
父
に
対
し
て
曳
舟
的
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
御
子
と
と
も
に
吾
々
的
な
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
は
御
父
に
対
し
て

ω一

ｷ
髪
ω
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
。
・
一
巨
一
δ
た
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
御
自
分
と
と
も
に
人
間
を
御
父
に
対
し
て
ω
一
白
旨
ω
た
ら
し

め
る
。
そ
れ
が
0
8
ω
一
筥
ま
ω
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
で
あ
る
」
（
⑦
ω
ω
Φ
）
こ
と
は
、
「
あ
ら
し
め
る
」
（
Φ
ω
ω
①
賦
。
臼
Φ
）
で
あ
る

と
い
う
、
古
く
か
ら
の
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
的
思
考
法
が
現
れ
て
い
る
。
「
似
同
性
」
（
ω
首
葭
鐙
α
o
）
は
、
キ
リ
ス
ト
の
「
似
同
化
す
る
」
（
鋤
ω
－

ω
冒
壁
話
）
働
き
に
よ
っ
て
初
め
て
真
に
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
基
本
的
観
念
に
比
べ
れ
ば
、
ぎ
鋤
σ
q
O
と
ω
冨
一
一
評
乱
。
と
の
異
同
は
、
二
次
的
な
意
義
し
か
持
た
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
エ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

レ
ナ
イ
オ
ス
の
説
明
は
、
場
合
場
合
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
お
り
、
統
一
的
な
見
解
は
求
む
べ
く
も
な
い
。

　
初
期
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
「
神
の
像
」
思
想
の
一
つ
の
帰
結
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
「
神
の
像
」
を
「
像
相
即
性
」
、
あ
る
い
は

「
神
の
像
の
像
」
と
し
て
理
解
し
、
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
特
に
『
七
十
人
訳
』
と
新
約
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の

伝
統
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
を
「
神
の
像
」
と
す
る
以
上
、
人
間
を
直
接
に
「
神
の
像
」
と
す
る
道
は
排
除
さ
れ
る
。
「
キ
リ
ス

ト
の
像
の
像
」
と
す
る
か
、
神
の
像
そ
の
も
の
で
な
く
、
「
像
に
し
た
が
っ
た
在
り
方
」
、
「
像
相
即
性
」
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
か
ら
オ
リ
ゲ
ネ
ス
を
経
て
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
に
到
る
初
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
が
辿
っ
た
の
は
、
こ
の
道
で
あ
る
。

　
「
像
の
像
」
（
Φ
＝
ハ
α
コ
Φ
躍
（
O
旨
O
ω
）
と
い
う
表
現
自
体
は
、
す
で
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
フ
ィ
ロ
ン
に
見
え
る
（
b
僑
§
慧
ら
号
§
§
ミ

「
神
の
像
」
と
「
人
問
」

～
五



哲
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五
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一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

留
）
。
人
間
は
「
神
の
像
に
し
た
が
っ
て
形
作
ら
れ
」
、
「
像
の
像
」
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
も
「
人
間
精
神
」

（
既
望
ぼ
9
ぎ
。
ω
8
⊆
ω
）
を
「
像
の
像
」
と
規
定
す
る
（
⑦
ミ
ミ
・
＜
り
♪
α
）
。
す
で
に
フ
ィ
ロ
ン
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
概

念
は
ギ
リ
シ
ア
的
、
と
く
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
ミ
；
メ
ー
シ
ス
論
の
影
響
を
強
く
蒙
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
劇
世
記
の
表
現
を
そ
の
ま

ま
概
念
と
し
て
用
い
る
試
み
が
ク
レ
メ
ン
ス
か
ら
始
ま
っ
た
。
惹
鴨
Φ
涛
。
墨
の
句
を
定
冠
詞
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
名
詞
化
し
た
8
．
夢
霧
、

①
涛
。
謝
辞
、
．
（
「
〈
像
に
し
た
が
っ
て
〉
と
い
う
こ
と
」
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
に
到
っ
て
完
全
に
概
念
化
さ
れ
た
。
「
像
相
即
性
」

（
ド
イ
ツ
語
で
は
じ
ご
一
寛
α
q
①
営
幾
げ
簿
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神
の
像
の
存
在
で
な
く
、
神
の
像
と
の
関
係
で
人
間
が
規
定
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
で
あ
る
（
詳
細
は
別
の
拙
稿
に
譲
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
惜
し
む
べ
き
こ
と
に
こ
の
す
ぐ
れ
て
ギ
リ
シ
ア
語
的
な
表
現
と
概
念
は
、
一

般
化
し
な
か
っ
た
。
人
間
を
神
の
像
で
あ
る
と
す
る
、
古
く
か
ら
の
オ
リ
エ
ン
ト
や
ギ
リ
シ
ア
の
観
念
の
影
響
が
、
教
父
に
も
徐
々
に
浸
透

し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
古
代
キ
リ
ス
ト
教
で
は
け
っ
し
て
主
流
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

む
　
す
　
び

　
「
入
間
陛
神
の
像
」
（
げ
。
ヨ
。
巨
餌
α
q
o
U
①
凶
）
と
い
う
今
で
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
や
思
想
家
に
お
い
て
常
識
化
し
て
い
る
観
念
は
、
お
よ

そ
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
。
聖
書
の
鴬
語
世
界
と
そ
の
思
想
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
阻
む
方
向
で
展
開
し
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心

的
教
説
で
あ
る
三
一
神
論
と
キ
リ
ス
ト
論
と
は
、
明
ら
か
に
そ
の
観
念
を
退
け
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
え
ば
、
本
来
的
人
間
は
正
確

に
は
「
像
相
即
性
」
を
も
つ
、
あ
る
い
は
「
像
の
像
」
で
あ
る
、
と
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
前
者
が
よ
り
適
切
な
表
現
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
何
故
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
人
間
涯
神
の
像
」
が
キ
リ
ス
ト
教
の
入
間
論
と
み
な
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
現
象
と
し

て
は
、
三
項
関
係
の
二
項
関
係
へ
の
逆
戻
り
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
根
本
で
は
、
三
項
関
係
の
思
想
と
し
て
の
成
立
に
か
か
わ
る
困
難

さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
化
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
全
体
の

問
題
で
あ
る
。
有
賀
は
こ
れ
を
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
解
こ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
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（
1
）
　
ρ
芝
Φ
ω
冨
『
琶
国
昌
P
O
§
跨
ジ
一
．
↓
Φ
魏
げ
。
コ
ρ
（
b
u
間
げ
賦
。
り
。
げ
2
囚
。
ヨ
ヨ
Φ
曇
9
。
『
…
》
写
①
ω
8
①
ω
畠
日
①
昌
叶
）
”
Z
窪
臨
『
o
『
o
昌
1
＜
貯
く
昌
H
㊤
Q
。
ω
。
。
M
b
。
一
念
．

（
2
）
　
最
近
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
辞
典
で
は
、
「
存
在
の
仕
方
」
（
ω
①
ぎ
ω
≦
Φ
δ
①
V
、
「
現
れ
の
か
た
ち
」
（
国
誘
。
財
Φ
冒
ロ
ロ
σ
q
甑
。
円
明
）
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
O
h
芝
．
O
Φ
ω
Φ
a
蝶
ρ
ミ
魅
ミ
冴
暮
鳴
的
袋
§
駄
毎
ミ
§
ミ
8
曹
。
・
建
蕊
§
q
蕊
鳴
鳩
ミ
ミ
惑
伽
ミ
翁
毎
、
鷺
穿
ミ
§
§
さ
H
o
。
’
》
無
γ
一
¢
o
。
メ
ω
．
〈
●
ぴ
①
1
1
歴
。
。
．
巳
．

　
こ
の
場
合
に
は
、
「
…
…
と
し
て
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
本
辞
典
は
、
創
世
記
｝
・
二
六
を
こ
の
意
味
に
は
解
し
て
い
な
い
。
「
基
準
に
即

　
し
て
」
（
山
興
Z
O
H
横
挿
Φ
ヨ
競
ゆ
V
、
「
…
…
に
し
た
が
っ
て
」
（
づ
飴
O
げ
）
な
ど
の
意
味
だ
と
す
る
。
論
理
的
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
じ
d
●
肖
●
芝
巴
鱒
①
き
匹
ζ
●

○
、
O
o
目
。
び
匹
譜
富
牒
さ
§
ミ
§
ミ
b
ロ
ミ
勘
ミ
恕
ぴ
蕊
ミ
砂
ミ
§
”
芝
ぎ
。
ロ
乏
い
欝
ρ
ぎ
島
防
護
お
Φ
ρ
卜
。
O
ω
参
照
。

（
3
）
　
と
く
に
《
ぴ
q
①
ω
o
げ
m
睦
Φ
鐸
黛
甜
養
§
切
鵠
匹
○
○
洋
①
ω
》
（
「
神
の
像
に
向
く
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
」
）
と
い
う
訳
は
注
囲
さ
れ
る
。
O
h
旨
｝
⑦
『
く
①
誤

　
》
拝
U
σ
＝
匹
O
o
偉
Φ
ω
押
§
鳴
ミ
鵡
鮎
逡
ぎ
陶
恥
ミ
§
鯉
ミ
息
ミ
黄
く
押
畠
b
。
．
こ
れ
は
、
臨
島
ヨ
騨
α
呂
に
対
す
る
ω
団
ヨ
強
弓
。
プ
⊆
ω
訳
、
げ
0
1
ω
①
昌
げ
。
ヨ
。
δ
ω
鉱

　
び
α
日
α
溢
に
似
て
い
る
。

（
4
）
　
い
芝
’
芝
Φ
＜
霞
ρ
さ
醇
O
§
ミ
馬
O
鳶
鳴
冷
罫
篤
ミ
O
§
恥
鴇
勲
》
け
鑓
暮
O
H
O
㊤
Q
Q
－
ぱ
に
よ
る
。

（
5
）
　
ア
ダ
ム
の
像
の
場
合
に
は
扇
ゆ
こ
窪
誠
9
露
〇
二
　
描
コ
①
節
。
舞
効
旨
〇
二
の
よ
う
に
定
冠
詞
を
用
い
、
神
の
像
に
は
定
冠
詞
な
し
で
訳
し
て
い
る
こ
と

　
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
か
は
、
明
確
に
は
答
え
ら
れ
な
い
が
、
定
冠
詞
が
つ
け
ば
具
体
的
限
定
が
強
く
か
か
る
と
、
一
般
的
に
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
定
冠
詞
の
つ
か
な
い
「
神
の
像
」
は
よ
り
普
遍
的
原
理
的
な
意
味
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
七
十
人
訳
』
の
思
想
に

　
か
か
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
検
討
を
要
す
る
問
題
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

（
6
）
　
O
h
芝
Φ
＜
Φ
誘
闇
愚
．
鼠
蝋
4
麟
”
昌
■
恥
。
。
■

（
7
）
　
『
七
十
人
訳
臨
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
閃
．
ω
2
ヨ
ヨ
Φ
び
ミ
ミ
§
ミ
薦
§
ミ
恥
常
員
§
詩
ら
書
b
瞬
き
鼻
℃
鋤
創
Φ
吾
。
ヨ
お
b
。
。
。
讐
り
O
山
眠
参
照
。

（
8
）
　
国
●
国
q
葺
臼
－
O
・
ω
け
①
ぴ
q
ヨ
雪
P
卜
墓
潜
ミ
審
Q
O
ミ
§
§
ミ
隷
儀
ミ
ミ
ミ
ミ
の
簿
§
憩
ミ
q
冷
魯
自
＼
押
U
β
。
吋
ヨ
ω
B
黛
H
㊤
刈
①
切
”
O
H
。
。
．
な
お
、
ヘ
ブ
ラ
イ

語
の
び
。
に
も
、
運
動
を
表
す
動
詞
を
伴
っ
て
目
標
を
示
す
と
と
も
に
、
運
動
の
通
過
領
域
を
も
示
す
用
法
が
あ
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
よ
い
。
Ω
．

　
薯
p
。
三
お
p
。
昌
島
○
．
O
o
昌
昌
。
び
愚
噸
鼠
野
お
①
◆

（
9
）
　
確
か
に
研
究
の
進
歩
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
旧
約
学
の
専
門
家
で
な
い
も
の
が
依
拠
し
う
る
標
準
的
見
解
と
い
っ
た
も
の
は
確
立
し
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
か
え
っ
て
、
一
八
八
二
年
か
ら
一
九
八
二
年
ま
で
の
…
○
○
年
間
の
研
究
史
を
検
討
し
た
ま
諺
ω
8
は
、
コ
導
山
α
q
o
U
Φ
一
研
究
史
に
学
問
外

　
の
諸
要
因
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
Ω
仁
づ
づ
冨
＝
ひ
q
弩
》
・
ま
p
ω
ω
o
鵠
噌
§
恥
ミ
ミ
ミ
O
o
駄
、
O
§
芸
当
N
、
い
窃
i
題

「
神
の
像
」
と
「
人
間
」

一
七



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
号

　
八

　
ミ
騎
G
§
ミ
這
9
0
ミ
§
。
・
ミ
ミ
§
牒
笥
絶
筆
§
鳶
ぴ
⊆
巳
お
。
。
。
。
”
b
。
お
）
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典
の
研
究
は
も
と
よ
り
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
文
献

　
学
的
あ
る
い
は
聖
書
神
学
的
研
究
に
は
な
り
え
て
も
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
的
・
思
想
史
的
研
究
に
は
な
り
え
な
い
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
ヘ

　
プ
ラ
イ
語
テ
ク
ス
ト
の
諸
訳
を
ベ
ー
ス
に
し
て
展
開
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
シ
ュ
ラ
ッ
タ
！
に
よ
れ
ば
、
ヤ
コ
ブ
は
ア
ダ
ム
の
堕
罪
に
よ
っ
て
「
神
と
の
類
似
性
」
（
げ
。
日
。
δ
ω
同
ω
匪
①
o
⊆
）
が
失
わ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　
し
か
し
「
神
の
像
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
パ
ウ
ロ
の
よ
う
に
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
だ
と
し
た
可
能
性
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
。

　
》
ω
o
巴
簿
9
き
b
ミ
切
篭
禽
§
恥
誉
ぎ
魯
§
－
ω
ひ
9
茜
鍵
瞥
お
○
。
α
ω
”
卜
。
b
。
o
。
．

（
1
1
）
　
こ
の
個
所
の
釈
義
的
問
題
点
は
多
い
。
0
い
旨
b
σ
’
り
蒔
耳
8
0
酔
讐
縛
§
妹
ミ
ミ
．
砺
§
血
書
貯
牒
書
9
～
8
鴇
§
恥
§
職
な
ミ
ミ
偽
ミ
§
”
い
。
ヨ
。
コ
＼

　
Z
①
≦
＜
o
『
搾
一
〇
。
ゆ
O
。
－
卜
Q
お
h

（
1
2
）
　
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
る
新
約
と
そ
の
周
辺
の
初
期
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
「
神
一
人
間
」
関
係
の
意
味
論
的
な
場
に
即
し
た
見
事
な
整
理
を
こ
こ
で
指
示
し

　
て
お
き
た
い
。
区
．
b
ご
興
ひ
q
①
び
二
会
馬
連
的
〉
§
へ
§
録
ミ
§
§
β
躍
④
達
鉱
び
興
α
q
＼
姦
凶
Φ
ω
σ
餌
鳥
Φ
鵠
お
逡
ω
弘
誤
．

（
1
3
）
　
q
■
ω
o
冨
①
＝
ρ
、
．
Z
Φ
暮
①
ω
＄
ヨ
魯
稟
賦
。
冨
〉
簿
耳
8
2
0
ぴ
q
す
曽
鵠
男
。
冨
0
9
凝
ω
9
蹴
。
簿
．
、
”
郎
ミ
響
竃
屋
§
織
〉
§
譜
餐
躇
§
鳩
ミ
§
§
瀞
§
壽
鳶

　
H
H
』
①
．
ω
”
b
d
①
『
＝
昌
お
り
9
邸
①
α
。
。
山
謡
戯
に
も
ま
っ
た
く
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い
な
い
。

（
1
4
）
　
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
①
欝
9
の
前
に
定
冠
詞
が
な
い
こ
と
か
ら
創
世
記
一
・
二
六
一
二
七
と
の
関
係
（
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
が
新
し
く
さ
れ
た
人
類

　
の
代
表
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
）
を
否
定
す
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
隅
七
十
人
訳
幅
は
冠
詞
を
つ
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
（
ア
ダ
ム
の
場
合
と
異

　
な
り
）
神
の
像
が
神
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
に
移
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ

　
と
が
可
能
で
あ
る
。
O
h
ρ
芝
。
蕉
－
b
ミ
N
ミ
馬
券
鳴
戸
紋
§
切
尋
袋
、
器
§
蹴
紺
き
篭
ミ
、
ミ
き
（
↓
朗
Φ
o
｝
o
α
q
お
。
げ
霞
訳
。
讐
ヨ
①
昌
欝
村
N
蝶
ヨ
Z
2
㊦
コ

　
↓
Φ
ω
9
ヨ
①
馨
G
。
）
℃
切
q
凱
轟
お
○
。
り
”
。
。
9
p
一
〇
。
伊

（
1
5
）
　
｝
般
に
は
、
こ
の
場
合
の
ξ
℃
ロ
『
o
げ
Φ
貯
は
①
野
口
と
同
義
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
O
捗
≦
’
じ
σ
p
。
二
①
「
－
際
．
⊆
民
b
d
■
≧
p
。
コ
9
0
篭
象
ミ
恕
ヤ

　
§
～
轟
忠
題
護
ミ
恥
さ
§
壽
襲
織
Q
裁
導
壽
蕊
§
蹴
塁
≧
ミ
§
§
的
ミ
§
鳴
蕊
騎
～
§
織
§
、
詮
ミ
詠
蓼
ミ
ら
、
軸
§
ト
ミ
蓉
ミ
き
じ
d
興
凱
ミ
Z
①
≦
く
◎
爵
一
⑩
。
。
。
。
沖
ω
。

　
＜
’
ξ
O
胃
9
α
．
し
か
も
、
そ
れ
に
は
思
想
的
・
神
学
的
意
義
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
キ
ッ
テ
ル
の
咽
新
約
聖
書
神
学
辞
典
臨
は
こ
の
語
に
事

　
実
上
ま
っ
た
く
盤
口
及
し
な
い
。
し
か
し
、
我
々
の
よ
う
に
「
創
造
す
る
」
、
「
生
む
」
、
「
で
あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
構
造
の
根
本
的

切
出
と
し
て
重
要
視
す
る
立
場
（
す
な
わ
ち
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
全
体
の
連
関
か
ら
聖
書
の
思
想
を
摺
乱
し
よ
う
と
す
る
方
法
に
立
つ
）
か
ら
い
え

　
ば
、
両
者
の
意
味
の
異
同
は
無
視
し
え
な
い
問
題
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
同
一
性
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も



　
Φ
言
蝕
と
ξ
B
8
げ
皿
つ
と
で
は
意
味
の
差
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
ピ

　
リ
ピ
ニ
・
六
と
第
一
コ
リ
ン
ト
一
一
・
七
（
「
男
は
神
の
姿
と
栄
光
で
あ
る
」
雪
9
…
Φ
騨
α
昌
冨
凶
ロ
。
×
鋤
け
げ
Φ
o
ロ
人
気
霞
。
ま
ロ
）
に
つ
い
て
問
題
に
な

　
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
「
神
の
像
」
が
性
差
別
の
問
題
に
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
両
語
の
意
味
が
か
か
わ
っ
て

　
く
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
神
の
像
」
解
釈
に
重
要
な
次
の
論
文
集
を
あ
げ
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
丙
』
．
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冥
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Φ
雛
（
Φ
9
y
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鳴
§
ミ
ミ
O
o
匙
、
O
§
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鳩
ミ
q
譜
詠
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誉
§
鴨
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－
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醐
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無
爵
蕊
S
§
ミ
驚
。
鐸
竃
ぎ
欝
Φ
国
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9
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㊤
伊
な
か
で
も
『
閏
9
。
霊
ヨ
讐

　
．
．
目
B
四
ひ
q
①
o
h
O
o
α
四
a
O
ざ
蔓
。
鴎
竃
§
。
『
≦
o
ヨ
魯
ぎ
昏
Φ
勺
碧
鵠
昌
Φ
O
o
コ
ぴ
q
門
①
ひ
q
讐
δ
房
．
、
（
§
罫
㎝
O
点
。
。
ω
）
参
照
。

（
1
6
）
　
コ
ロ
サ
イ
書
と
ロ
ー
マ
書
と
の
思
想
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
内
．
b
σ
霞
α
q
o
き
　
§
8
N
薦
凡
轟
8
簿
焼
簿
鷺
駄
8
　
§
隷
薗
§
ミ
ミ
義
、
§
S
菖
鞘
鳴
§
の

　
≧
ミ
§
録
ミ
§
§
餅
↓
讐
冒
α
q
Φ
昌
＼
じ
ご
霧
Φ
＝
Φ
逡
－
島
㎝
－
お
。
。
参
照
。
な
お
本
書
で
ベ
ル
ガ
ー
が
用
い
て
い
る
、
新
約
諸
思
想
の
相
互
連
関
解
明
の
方
法
と

　
成
果
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
鋭
い
分
析
と
広
範
な
総
合
の
試
み
と
は
、
従
来
の
新
約
神
学
の
叙
述
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
、
に
わ
か
に
賛
成

　
し
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
い
え
、
本
論
で
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

（
1
7
）
　
ロ
ー
マ
一
二
・
二
（
心
の
更
新
に
よ
る
変
形
）
と
讐
0
6
げ
。
口
ω
夢
精
を
用
い
る
ガ
ラ
テ
や
四
・
一
九
（
キ
リ
ス
ト
の
形
が
で
き
る
）
を
参
照
。

（
1
8
）
　
二
項
関
係
と
三
項
関
係
と
の
関
係
は
、
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
ア
ダ
ム
・
キ
リ
ス
ト
論
と
い
う
形
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
る
こ

　
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
ロ
ー
マ
五
・
一
四
、
第
皿
コ
リ
ン
ト
一
五
・
二
二
、
四
五
参
照
）
。
な
お
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
「
変
形
」
の
宗
教

史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
宗
教
的
探
求
の
問
題
臨
、
創
文
社
、
一
九
八
四
年
参
照
。

（
1
9
）
　
こ
の
個
所
の
一
部
だ
け
を
引
用
し
て
い
る
場
合
を
含
め
る
と
、
五
〇
回
近
い
引
用
が
あ
る
。
彼
と
同
時
代
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
や

西
方
の
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
も
一
文
書
の
量
が
多
い
こ
と
も
あ
る
が
一
や
は
り
相
当
多
い
。
時
代
の
関
心
の
在
り
処
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
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き
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2
1
）
　
O
h
9
窯
．
P
丙
Φ
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ざ
建
さ
G
隷
篭
。
。
職
犠
蕊
b
o
ミ
薗
§
跨
”
い
。
質
α
o
ロ
H
⑩
O
Q
。
”
H
コ
●

（
2
2
）
　
平
石
善
司
『
フ
ィ
ロ
ン
研
究
』
、
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
2
3
）
　
「
初
期
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
に
お
け
る
く
想
像
V
」
、
『
途
上
匝
二
〇
（
一
九
九
｝
）
、
五
七
一
八
五
ペ
ー
ジ
。
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リ
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教
学
）

「
神
の
像
」
と
「
人
間
」
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　“lmage　of　God”　and　“Human　Being”

　　　　　　　　　　　Presuppositions　and　Conditions

　　　　　　in　the　Making　of　Early　Christian　Thought

　　Wataru　MIZUGAKI

　　　Professor　Emeritus

Graduate　School　of　Letters

　　　　Kyoto　University

　　In　studying　the　development　of　early　Christian　thought，　two　fundamental　facts

outweigh　any　other　consideration：　the　Bible　as　basic　material　and　presupposition　of

Christian　thinl〈ing，　and　the　Hebrew　way　of　thinking　which　Tetsutaro　Ariga　called

“Hayathology”　as　formative　and　normative　principle　of　Christian　thinking．

　　The　Christian　Bible　as　basic　material　of　early　Christian　thinking　develops　a　long

Biblical　tradition　of　texts：　the　Hebrew　text　of　the　Old　Testament．　and　its　transla一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

tions　in　Aramaic，　Syriac，　Greek　and　Latin；　and　the　Greek　text　of　the　New　Testa－

ment，　and　its　translations　in　Latin　and　Syriac．　These　texts　and　translations　belong

to　one　large　inner－Biblical　interpretative　process．

　　Within　this　process，　a　profound　structural　change　of　thinking　occurred，　i．e．，　the

change　from　the　binomial　relationship　of　〈God－human　being＞　to　the　trinomial

relationship　of　〈God－Christ－human　being＞．　These　relationships　correspond　roughly

with　the　Old　Testament　and　the　New　Testament．

　　These　basic　considerations　enable　us　to　get　some　important　insights　into　the

history　of　interpretation　of　imtago　dei　（Gen．　1：　26－27）　in　early　Christian　thought．

1　）　The　prepositions　play　important　roles　in　translating　and　interpreting　the　imago

1



　　　　dei　texts．　Hebrew　b　e　（be　tselem）　in　the　Hebrew　Old　Testament　expresses　its

　　　own　understanding　of　imago　dei，　and　Greek　kata　（kat’　eikona）　in　the　Sep－

　　　tuagint　and　Latin　ad　（ad　imaginem）　in　the　Vulgate　are　interpretations　of

　　　Hebrew　b“．　Both　hata　and　ad　mal〈e　the　direct　identification　of　imago　dei　with

　　　human　being　almost　impossible．　For　this　reason，　most　Greek　and　Latin　fathers

　　　who　follow　the　Septuagint　and　the　Vulgate　respectively　understand　human

　　　being　as　the　being　created　according　to　imago　dei，　but　not　as　imogo　dei　itself．

2　）　The　trinomial　structure　of　the　New　Testament　thinking　in　particular　makes

　　　such　identification　utterly　impossible，　at　least　in　theory．　Christ　as　the　Son　of

　　　God　is　the　i7uago　dei．　The　human　being　as　Christian　is　to　be　transformed

　　　eschatologically　into　this　Christ－image．

3　）　So　the　adequate　definition　of　human　being　in　term　of　imago　dei　can　be　either

　　　“the　according－to－in2ago　dei－ness”　（to　kat’　eifeona；Bildgemassheit）　or　the

　　　“image　of　image”　（eifeo”n　eifeonos）．

　　Why　the　identification　of　human　being　：i7nago　dei　could　occupy　an　important

position　in　Christian　anthropology　in　spite　of　the　above－mentioned　conditions，　can

be　explained　by　the　growing　influeRce　of　He｝lenistic　anthropologies　which　have　no

idea　of　creation．

Augustins　Cogito

　　Eiichi　KATAYANAGI

Professor　of　Christian　Studies

Graduate　School　of　Letters

　　　　　Kyoto　University

Worin　liegt　der　Unterschied　zwischen　dem　cartesianischen　Cogito　und　dem

augustinischen　Cogito？

　　Descartes　findet　gerade　im　alles　destruierenden　Zweifel　die　vom　allen　Zweifel

freie　GewiBheit．　Das　ist　das　cartesianische　Cogito．　So　sagt　er，　，，cogito　ergo　sum“．
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