
PDF issue: 2025-05-10

聖書解釈試論(1)ソシュール・丸山圭三郎に
学びつつ

TAKAO, Toshikazu / 高尾, 利数

(出版者 / Publisher)
法政大学社会学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
Society and labour / 社会労働研究

(巻 / Volume)
39

(号 / Number)
2・3

(開始ページ / Start Page)
120

(終了ページ / End Page)
150

(発行年 / Year)
1992-11
(URL)
https://doi.org/10.15002/00006505



「
創
世
記
」
｜
章
の
天
地
創
造
物
語
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
神
話
で
あ
る
。
し
か
も
明
ら
か
に
、
そ
れ
に
先
行
す
る
古
代
バ
ピ
ロ
ー
ー
ア

の
創
世
識
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
特
徴
的
な
思
惟
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
し
、
き
わ
め
て

興
味
深
い
洞
察
を
刺
激
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
聖
書
を
神
に
よ
っ
て

啓
示
さ
れ
た
「
神
の
言
葉
」
と
し
て
読
む
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
宗
教
的
経
典
と
し
て
読
む
つ
も
り
は
な
い
。
聖
書
も

人
間
が
善
か
れ
悪
し
か
れ
生
み
出
し
た
文
化
の
遺
産
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
そ
し
て
現
代
の
言
語
学
、
と
り
わ
け
ソ
シ
ュ

（
１
）
 

－
ル
の
一
一
一
一
口
語
学
の
諸
洞
察
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
出
し
う
る
刺
激
に
身
を
委
ね
つ
つ
、
現
在
こ
｝
」
で
生
き
て
い

る
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
自
由
な
動
き
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
初
め
に
、
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ
た
」
（
第
一
節
）
。

聖
書
解
釈
試
論
（
二

１
コ
ト
バ
の
禍
福

－
ソ
シ
ュ
ー
ル
・
丸
山
圭
三
郎
に
学
び
つ
つ
－

高
尾
利
数
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聖書解釈試論（－）

お
じ
て

「
地
は
混
沌
で
あ
っ
て
、
闇
が
深
淵
の
面
に
あ
ぃ
リ
、
神
の
霊
が
水
の
面
を
動
い
て
い
た
」
（
第
一
一
節
）
。

と
し
て
呼
び
起
こ
す
行
為
で
あ
る
。

第
一
節
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
主
題
を
述
ぺ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
差
し
当
た
り
、
「
定
義
し
難
い
何
か
の
力
が
起
こ

っ
て
、
何
も
無
い
と
こ
ろ
か
ら
天
地
と
い
う
分
離
・
分
節
の
出
来
事
が
起
こ
り
、
天
と
地
の
間
の
一
切
が
生
ま
れ
て
き
た
」
と
い
う
ほ
ど

の
こ
と
と
受
け
取
っ
て
お
こ
う
。

「
初
め
に
」
は
、
へ
プ
ラ
イ
語
で
は
「
ベ
レ
シ
ー
ト
」
で
あ
る
が
、
「
レ
シ
ー
ト
」
と
は
「
初
め
」
の
意
で
あ
り
、
「
べ
」
は
前
置
詞
で

英
語
の
旨
》
ご
》
萬
昌
に
あ
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
語
は
、
「
最
初
に
」
と
だ
け
で
は
な
く
、
「
初
め
に
際
し
て
」
、
「
初
め
と
共
に
」
と
も

（
２
）
 

訳
せ
る
。
そ
れ
に
「
初
め
」
は
、
時
間
的
な
始
源
だ
け
で
は
な
く
、
事
柄
の
根
源
に
お
い
て
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
は
、

宇
宙
創
造
の
時
間
的
初
め
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
事
物
の
成
立
の
根
源
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
ゆ
え
「
天
地
」
も
実
体
的
・
物
理
的
な
天
地
と
し
て
で
は
な
く
、
差
し
当
た
り
｜
切
の
「
事
物
」
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
お
こ

う
。
た
だ
「
天
地
」
は
、
す
で
に
「
分
離
・
分
節
」
を
含
み
込
ん
だ
表
現
で
あ
る
一
」
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

「
神
」
は
、
｜
切
の
分
節
化
が
成
起
す
る
以
前
の
生
の
根
源
的
活
力
と
し
て
、
「
創
造
」
と
い
う
行
為
を
生
み
出
す
躍
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
で
も
了
解
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
「
創
造
し
た
」
と
訳
さ
れ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
、
「
バ
ー
ラ
ー
」
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
伝
統
に
お

い
て
は
、
た
だ
「
神
」
に
よ
る
創
造
的
働
き
に
の
み
用
い
ら
れ
る
動
詞
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
創
造
し
た
」
は
、
「
無
」
か
ら
存
在
を
呼

び
出
す
と
い
う
特
殊
な
働
き
を
示
す
も
の
と
理
解
し
よ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
「
非
在
」
で
あ
っ
た
も
の
を
「
有
」
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わ
れ
わ
れ
は
こ
の
節
を
、
宇
宙
発
生
の
原
初
に
お
け
る
物
理
的
状
態
と
し
て
は
論
じ
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
の
言
語
活
動
の
根
源
相
に

つ
い
て
の
一
つ
の
直
観
的
な
、
し
か
し
神
話
的
な
表
出
と
読
み
た
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
用
語
に
よ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
〈
ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ
〉
の
活
動
の
一
表
出
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ガ
１
ジ
ュ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
生
得
的
で
あ
る
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
と
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
深
層
に
お
い
て
絶
え
ず
沸
き
立
っ
て
い
る
力
動
的
な
働
き
で
あ
り
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
創
造
は
こ
こ
に

発
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
働
き
の
な
か
か
ら
、
モ
ノ
を
分
節
す
る
動
き
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
シ
ニ
フ
ィ
ァ
ン
と
シ
ー
ー
フ
ィ
エ
が
同

時
発
生
的
に
成
起
し
、
絶
え
ず
斬
新
な
結
合
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
働
き
が
構
造
化
さ
れ
、
特
定
の

社
会
的
コ
ー
ド
を
形
成
し
た
も
の
が
、
ラ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
。
一
」
の
ラ
ン
グ
が
、
特
定
の
社
会
の
な
か
で
制
度
化
さ
れ
た
も
の
が
、
日
本

語
と
か
英
語
と
か
フ
ラ
ン
ス
語
と
か
と
い
う
個
別
言
語
体
系
で
あ
る
。

ラ
ン
ガ
１
ジ
ュ
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
了
解
も
、
言
語
発
生
の
起
源
の
問
題
と
し
て
系
統
発
生
的
な
事
柄
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
、
こ
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
働
き
が
時
間
的
過
去
の
事
柄
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で

は
な
く
、
こ
の
働
き
は
現
在
の
コ
ト
と
し
て
、
今
も
時
々
刻
々
と
成
起
し
つ
つ
あ
る
出
来
事
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
卓
抜
な
比
噛
を
用

（
３
）
 

い
る
な
ら
ば
、
》
」
の
働
き
は
、
水
と
空
の
間
で
絶
え
ず
動
き
つ
つ
あ
る
波
動
の
よ
う
な
動
き
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
働
き
の
一
つ
の
直
観
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
こ
の
節
を
読
む
と
、
わ
れ
わ
れ
は
き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ェ

さ
て
、
こ
の
節
の
表
出
に
お
い
て
は
、
地
と
深
淵
と
水
と
は
庫
然
と
し
て
一
体
を
成
し
て
お
り
、
ま
さ
に
波
動
状
に
動
い
て
い
る
。
し

ぼ
う
ぼ
う
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う

か
も
闇
が
そ
の
上
を
漂
っ
て
い
る
。
ヘ
ブ
ー
フ
イ
語
で
は
「
ト
ー
フ
ー
ヴ
ァ
ボ
ー
フ
１
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
花
々
調
々
た
る
力
動
的
な

動
き
で
、
い
わ
ゆ
る
カ
オ
ス
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
の
は
、
「
神
の
霊
が
…
…
動
い
て
い
た
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

か
つ
て
「
神
」
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
を
示
唆
す
る
逸
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
因
Ｃ
の
記
者
が
、
力

ル
な
興
奮
を
覚
え
る
。

さ
て
、
こ
の
節
２
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聖書解釈試論（－）
Ｉ
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
を
尋
ね
て
質
問
し
た
。
「
あ
な
た
は
神
の
存
在
を
信
じ
ま
す
か
」
と
。
す
る
と
ユ
ン
グ
は
、
「
私
は
神
を
信
じ

た
り
は
し
ま
せ
ん
。
私
は
〈
神
〉
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
科
学
者
と
し
て
。
ま
た
一
人
の
年
老
い
た
ス
イ
ス
人

と
し
て
」
と
答
え
た
そ
う
で
あ
る
。
記
者
が
そ
の
真
意
を
解
し
か
ね
て
質
問
を
続
け
る
と
、
ユ
ン
グ
は
、
現
在
で
も
残
っ
て
い
る
古
代
以

来
の
ゲ
ル
マ
ン
語
に
、
「
ゲ
ッ
ト
ゥ
ン
」
（
息
尾
口
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
「
生
み
出
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
述
べ
、

「
神
」
〈
○
・
斤
ご
と
は
、
「
生
み
出
す
者
」
の
意
で
あ
る
と
説
明
し
、
科
学
者
と
し
て
日
ご
と
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
新
た
に
生
み
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
信
じ
る
」
の
で
は
な
く
、
「
知
っ
て
い
る
」
の
だ
と
語
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
了
解
」
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
の
「
神
」
を
差
し
当
た
り
「
現
に
蹄
動
し
て
い
る
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
で

も
受
け
取
っ
て
お
こ
う
。
そ
の
具
体
的
形
態
と
し
て
は
、
「
人
間
」
の
身
心
の
表
層
・
深
層
の
意
識
す
べ
て
に
わ
た
る
働
き
と
了
解
し
て
お

い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

「
神
は
一
一
一
一
口
わ
れ
た
。
「
光
あ
れ
」
。
こ
う
し
て
、
光
が
あ
っ
た
」
（
第
三
節
）

「
霊
」
は
、
つ

も
の
と
い
え
よ
う
。

す
る
と
、
こ
の
第
二
節
は
、
未
だ
主
客
の
分
節
が
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
流
動
的
・
力
動
的
な
生
の
根
源
体
験
の
う
ね
り
の
よ
う

な
情
況
の
イ
メ
ー
ジ
と
了
解
さ
れ
う
る
。

こ
こ
で
は
、
以
前
に
は
存
征
し
て
い
な
か
っ
た
「
光
」
が
、
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。

へ
プ
ラ
イ
語
で
は
「
ル
ー
ア
△
で
あ
り
、
本
来
「
息
」
の
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
や
は
り
躍
動
す
る
生
命
力
を
表
現
す
る
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そ
の
際
、
コ
ト
バ
が
発
せ
ら
れ
る
以
前
に
実
体
と
し
て
の
「
光
」
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
確
認
が
重
要
で
あ
る
。
コ
ト

バ
と
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
分
節
化
の
力
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
非
疵
で
あ
っ
た
も
の
を
「
創
造
す
る
」
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
神
が
語
っ

た
」
と
訳
さ
れ
る
ヘ
プ
ラ
ィ
語
の
動
詞
は
「
ダ
ー
バ
ー
ル
」
で
、
「
神
」
が
語
る
と
き
に
の
み
用
い
ら
れ
る
動
詞
で
あ
る
。
言
語
学
的
に
は
、

（
４
）
 

コ
ト
バ
に
宿
る
「
存
在
喚
起
力
」
と
で
も
い
う
べ
き
独
特
な
機
能
を
示
唆
す
る
も
の
と
読
め
る
。
第
一
節
の
「
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ

た
」
の
場
合
に
も
、
そ
の
動
詞
「
バ
ー
ラ
ー
」
が
、
「
神
」
の
創
造
行
為
を
示
す
と
き
に
の
み
用
い
ら
れ
る
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
そ
の
場
合
で
も
、
コ
ト
バ
に
宿
る
こ
の
独
特
の
「
存
在
喚
起
力
」
の
表
象
と
し
て
読
め
ば
、
な
か
な
か
意
味
深
長
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
出
来
事
」
を
、
時
間
的
前
後
の
過
程
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ま
ず
最
初
に
あ
の
混
沌
（
カ
ォ
ろ
な
る
も
の
が
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
神
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
何

ら
か
の
実
体
的
存
在
が
語
り
か
け
、
そ
の
次
の
時
間
的
経
過
・
結
果
と
し
て
「
光
」
と
い
う
別
な
実
体
が
発
生
し
た
、
と
い
う
ふ
う
に
誤

解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
神
の
霊
」
、
つ
ま
り
、
な
ぜ
か
人
間
に
生
得
的
な
あ
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
い
う
シ
ン

ボ
ル
化
能
力
が
発
動
す
る
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
〈
無
〉
（
無
懲
識
）
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
あ
の
波
動
が
生
じ
、
そ
れ
に
応

じ
て
「
地
、
深
淵
、
水
」
な
る
カ
オ
ス
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
出
来
事
は
、
あ
の
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
が
作
動
す
る
か
ぎ
り
、
常

に
現
在
の
こ
と
と
し
て
成
起
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
能
力
が
具
体
的
に
分
節
化
の
働
き
と
し
て
成
起
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

新
約
聖
書
の
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
の
冒
頭
に
は
、
有
名
な
次
の
句
が
あ
る
。

こ
と
ば

「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
。
一
一
一
一
口
は
神
と
共
に
あ
っ
た
、
一
一
一
一
口
は
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
一
一
一
口
は
、
初
め
に
神
と
共
に
あ
っ
た
。
万
物
は
一
一
一
一
口
に
よ
っ

て
成
っ
た
。
成
っ
た
も
の
で
、
一
一
一
一
ｍ
に
よ
ら
ず
に
成
っ
た
も
の
は
何
一
つ
な
か
っ
た
。
言
の
内
に
命
が
あ
っ
た
。
命
は
人
間
を
照
ら
す
光
で
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聖書解釈試論（一）

こ
の
句
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
照
ら
し
て
読
め
ば
、
な
か
な
か
意
味
深
長
で
あ
る
。
人
間
の
事
柄
の
根
源
に
は
、
コ
ト
バ

の
働
き
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
コ
ト
バ
は
、
｜
切
の
事
物
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
「
神
」
と
共
に
あ
る
の
で
あ
り
、
い
や
端

的
に
「
神
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
万
物
は
、
コ
ト
バ
の
存
在
喚
起
力
に
よ
っ
て
成
起
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
コ
ト
バ
は
、

躍
動
す
る
生
命
を
内
に
術
す
も
の
で
あ
り
、
生
命
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。

だ
が
コ
ト
バ
は
、
何
か
物
哲
的
な
実
体
で
は
な
い
。
そ
れ
は
分
節
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
非
在
で
あ
っ
た
境
界
を
設
け
、
差

異
を
生
じ
さ
せ
る
働
き
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
事
物
の
顕
現
を
促
す
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
コ
ト
バ
の
働
き
は
、
関

こ
と
ば

係
の
誕
生
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
冒
頭
の
数
節
の
な
か
の
「
一
一
一
［
」
を
「
関

係
」
と
呼
び
替
え
、
「
初
め
に
関
係
が
あ
っ
た
。
関
係
は
万
物
を
生
み
出
す
力
で
あ
り
、
関
係
に
よ
っ
て
万
物
は
創
造
さ
れ
た
」
と
読
ん
で

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

あ
っ
た
。
光
は
暗
闇
の
中
で
輝
い
て
い
る
。
暗
闇
は
光
を
理
解
し
な
か
っ
た
」
（
百
一
－
五
）
。

永
遠
の
昔
、
わ
た
し
は
祝
叩

太
初
、
大
地
に
先
立
っ
て
。

主
は
、
そ
の
道
の
初
め
に
私
を
造
ら
れ
た
。

み
わ
ぐ
『

い
に
し
え
の
御
業
に
な
お
、
先
立
っ
て
。

し
わ
く
ぺ
つ

永
遠
の
蛙
口
、
わ
た
し
は
祝
別
さ
れ
て
い
た
。

「
瀧
一
一
一
一
ｍ
」
八
ｍ
二
一
一
一
～
三
一
に
は
、
「
知
恵
」
が
ｎ
ら
の
起
源
と
働
き
を
述
べ
る
く
だ
り
が
あ
る
。
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み
な
し
と

深
淵
も
水
の
み
な
ぎ
る
源
も
、
ま
だ
存
在
し
な
い
と
き
。

ｆ
】
と
い

山
々
の
基
も
据
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
丘
も
な
か
っ
た
が

わ
た
し
は
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。

大
地
も
野
も
、
地
上
の
峨
初
の
志

ま
だ
造
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

わ
た
し
は
生
み
出
さ
れ
て
い
た

主
が
天
を
そ
の
位
悩
に
倣
え

〃
し
て

深
淵
の
耐
に
輪
を
描
い
て
境
界
と
さ
れ
た
と
き

こ
の
原
始
の
海
に
境
界
を
定
め

水
が
岸
を
越
え
な
い
よ
う
に
し

大
地
の
基
を
定
め
ら
れ
た
と
き
。

深
淵
の
源
に
勢
い
を
与
え
ら
れ
た
と
き

主
が
上
か
ら
雲
に
力
を
も
た
せ

わ
た
し
は
そ
こ
に
い
た

御
も
と
に
あ
っ
て
、
私
は
巧
み
な
者
と
な
り

日
々
、
主
を
楽
し
ま
せ
る
者
と
な
っ
て

日
々
、
主
を
楽
し
ま
せ
る
者
と

絶
え
ず
主
の
御
前
で
楽
を
奏
し

主
の
造
ら
れ
た
こ
の
地
上
の
人
々
と
共
に
楽
を
奏
し

地
上
の
峨
初
の
塵
も
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「
創
世
記
」
の
言
葉
は
続
く
。

「
神
は
光
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ

一
の
日
で
あ
る
」
（
第
四
、
五
節

へ
プ
ラ
イ
語
で
は
「
知
恵
」
は
「
ホ
ク
マ
ー
」
と
い
う
が
、
女
性
名
詞
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ソ
フ
ィ
ア
」
（
や
は
り
女
性
名
詞
）

た
く
み

に
呼
応
す
る
。
一
一
一
○
節
の
「
巧
み
な
者
」
は
、
端
的
に
「
匠
」
と
も
解
さ
れ
る
。
｝
」
の
語
は
か
つ
て
は
「
名
匠
」
と
も
訳
さ
れ
て
い
た
。

万
物
は
、
こ
の
「
知
恵
」
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
冒
頭
の
あ
の
「
□
・
コ
ス
」
に
呼

応
す
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
興
味
深
い
こ
と
に
、
最
後
の
一
節
で
、
ホ
ク
マ
ー
が
「
日
々
、
主
を
楽
し
ま
せ
る
者
」
と
な
り
、
「
音
楽
を
奏

し
」
「
楽
し
む
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
「
創
世
記
』
の
「
神
は
こ
れ
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
」
に
呼
応
す
る
も
の
と
読
め
よ
う
。
こ
こ
に
は

悦
楽
の
契
機
が
あ
る
。
あ
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
働
き
は
、
絶
え
ず
新
し
い
創
造
の
業
と
し
て
、
端
的
に
喜
び
を
伴
う
業
な
の
で
あ
る
。
し

か
も
こ
こ
で
は
、
そ
の
業
が
「
楽
を
奏
し
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
コ
ト
バ
の
業
は
、
い
わ
ゆ
る
言
語
活
動
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
音
楽
も
ま
た
コ
ト
バ
の
業
な
の
で
あ
る
。
音
楽
も
、
分
節
し
、
結
合
さ
せ
、
和
音
を
創
造
し
、
多
重
の
旋
律
を
重
ね
合
わ

せ
る
行
為
と
し
て
、
ま
さ
に
コ
ト
バ
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
業
で
あ
る
。
あ
の
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
の
野
生
児
や
、
狼
に
育
て
ら
れ
た
女
の
子
た

（
５
）
 

ち
が
、
一
一
一
一
口
語
を
習
得
で
き
な
い
の
と
同
時
に
、
音
楽
に
反
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
創
造
の
業
と
し
て
の
本

来
の
コ
ト
バ
の
行
為
は
、
悦
楽
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

人
の
子
ら
と
楽
し
む
。

良
し
と
さ
れ
た
。

五
節
）
。

神
は
光
と
闇
を
分
け
、
光
を
昼
と
呼
び
、
闇
を
夜
と
呼
ば
れ
た
。
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
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こ
の
「
良
し
と
さ
れ
た
」
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
、
善
悪
の
判
断
と
か
、
評
価
と
し
て
の
価
値
判
断
で
は
な
く
、
事
が
成
功
し
た
こ
と

へ
の
満
足
を
表
現
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
端
的
に
、
「
や
っ
た
ぁ
！
良
か
っ
た
ぁ
！
」
と
い
う
喜
び
の
叫
び
な
の
で
あ
る
。

甦
ど
ぱ
し

そ
れ
は
、
送
り
出
た
新
し
い
息
吹
、
分
節
に
よ
っ
て
ヘ
マ
立
ち
現
わ
れ
た
瑞
々
し
い
輝
き
を
体
験
し
て
、
思
わ
ず
溢
れ
出
た
歓
喜
の
叫
び
な

こ
の
岐
初
の
光
は
、
太
陽
の
光
で
も
月
の
光
で
も
な
い
。
太
陽
や
月
は
、
第
四
Ⅱ
目
に
な
っ
て
初
め
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
よ
れ
ば
、
こ
の
最
初
の
光
は
、
ま
っ
た
く
独
特
の
光
で
あ
り
、
エ
デ
ン
の
園
に
お
い
て
、
人
類
の
始
祖
で
あ

る
ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
罪
を
犯
し
、
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
後
に
は
、
も
は
や
消
え
て
し
ま
っ
た
光
だ
と
い
う
。
へ
プ
ラ
イ
語
に
は
、
月
蝕
、

Ⅱ
蝕
と
並
ん
で
、
「
光
蝕
」
（
オ
ー
ル
・
ハ
ガ
ヌ
１
ズ
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
も
、
こ
う
い
う
理
解
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
光
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
良
し
と
さ
れ
た
」
光
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
光
は
萎
む
こ
と
の
な
い
喜
び
、
枯

渇
す
る
こ
と
の
な
い
感
動
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
な
光
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
出
来
事
と
な
っ
た

喜
び
、
命
に
溢
れ
る
輝
き
、
単
な
る
モ
ノ
の
世
界
に
は
け
っ
し
て
見
出
だ
さ
れ
な
い
過
剰
な
る
も
の
の
充
満
の
徴
表
と
も
い
え
よ
う
。
わ

れ
わ
れ
が
、
奇
し
く
も
生
得
的
で
あ
る
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
（
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
）
の
躍
動
す
る
働
き
の
な
か
で
、
絶
え
ず
新
し
い
分
節
へ
と

促
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
働
き
を
固
定
化
・
実
体
化
せ
ず
、
う
ね
り
続
け
る
波
動
の
な
か
か
ら
、
さ
ら
に
新
し
い
分
節
を
生
み
出
し
続
け
る

な
ら
ば
、
こ
の
働
き
は
尽
き
ぬ
驚
き
と
感
動
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
未
だ
分
節
化
が
固
定
さ
れ
ず
、
日
ご
と
に
新
し
い

生
の
促
し
の
な
か
で
、
コ
ト
バ
と
の
出
会
い
を
繰
り
返
す
幼
子
の
体
験
に
比
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ド
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
実
体
化
さ

れ
て
し
ま
っ
た
単
な
る
伝
達
の
手
段
と
し
て
の
「
死
せ
る
コ
ト
バ
」
の
体
系
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
「
大
人
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、

幼
子
が
巧
ま
ず
し
て
享
受
し
て
い
る
こ
の
根
源
的
・
原
初
的
歓
喜
を
す
で
に
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
失
わ
れ
た
光
」
は
、
こ
う
し
た

「
喪
失
」
の
徴
表
と
し
て
読
ま
れ
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
で
あ
る
。
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さ
て
次
に
、
「
神
は
光
と
闇
を
分
け
る
」
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
と
、
第
二
節
と
の
表
現
を
比
較
し
て
み
る
と
、
｜
つ
の
論
理
的
矛
盾

が
あ
る
の
に
気
付
く
。
第
一
一
節
で
は
、
も
う
す
で
に
天
に
対
す
る
「
地
」
が
、
光
に
対
す
る
「
闇
」
が
、
そ
し
て
「
神
の
霊
」
の
下
に
動

く
「
水
」
が
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
「
混
沌
」
が
太
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

太
初
に
お
い
て
す
で
に
「
分
節
」
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
コ
ト
バ
を
も
っ
て
語
る
こ
と
に
宿
る
〈
限

界
〉
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
語
る
」
こ
と
は
不
可
避
的
に
分
節
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
節
は
、
本
来

「
分
節
さ
れ
る
以
前
の
状
態
」
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
本
来
不
可
能
な
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
諮
れ
ば
、
そ
れ
は
「
嘘
」
に
な
る
。
古
来
日
本
語
で
は
、
「
カ
タ
と
は
、
「
語
る
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
鴎
る
」
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
驚
く
ぺ
き
洞
察
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
創
世
記
」
の
「
語
り
」
も
す
べ
て
「
大
い
な
る
編
０
」
で
あ
り
う

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
コ
ト
バ
を
実
体
化
・
絶
対
化
す
る
こ
と
は
、
そ
の
「
煽
り
」
の
面
だ
け
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

最
も
無
意
味
な
、
そ
し
て
禍
い
多
い
｝
」
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
や
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
実
体
化

が
ど
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
「
神
に
よ
る
天
地
創
造
説
」
が
正
し
い
か
、
そ
れ
と
も
「
進
化
論
」
が
正
し
い

か
、
な
ど
と
い
う
不
毛
な
議
論
や
争
い
が
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
○
世
紀
も
半
ば
過
ぎ
に
な
っ
て
も
、
例
え
ば
テ
ネ
シ
ー

州
で
、
こ
の
問
題
が
「
裁
判
沙
汰
」
に
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ル
裁
判
」
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
滑
稽
に
し
て
悲
し
い
一

例
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
進
化
論
」
を
支
持
す
る
側
に
お
い
て
も
、
「
自
然
科
学
」
を
絶
対
化
す
る
と
い
う
逆
の
倒
錯
に
落
ち
込
ん
で
い

な
い
か
が
、
絶
え
ず
鋭
く
問
い
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
最
近
で
は
、
進
化
論
と
い
う
「
科
学
」
に
対
し
て
、
創
造
論

と
い
う
「
科
学
」
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
「
科
学
」
（
ｍ
Ｑ
ｇ
８
）
が
、
本
来
の
ラ
テ
ン
語

⑪
Ｑ
の
ロ
日
に
即
し
て
「
知
る
こ
と
」
と
認
識
さ
れ
、
「
知
り
方
」
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
厳
密
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
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言
葉
が
実
体
化
さ
れ
る
と
い
う
人
間
文
化
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
不
可
避
と
も
思
わ
れ
る
傾
き
の
一
つ
の
典
型
は
、
あ
の
原
初
の
ロ
ゴ
ス

を
語
っ
た
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
冒
頭
の
一
節
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
と
ば

ひ
と

「
一
一
一
一
口
は
肉
と
な
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
栄
光
を
見
た
。
そ
れ
は
父
の
独
り
子
と
し
て
の
栄
光
で
あ
っ

て
、
恵
み
と
真
理
に
満
ち
て
い
た
。
…
…
律
法
は
モ
ー
セ
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
が
、
恵
み
と
真
理
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
現

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
だ
か
っ
て
、
神
を
見
た
者
は
い
な
い
。
父
の
ふ
と
こ
ろ
に
い
る
独
り
子
で
あ
る
神
、
こ
の
方
が
神
を
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
」
（
一
二
四
、
一
七
、
一
八
）
。
す
で
に
引
用
し
た
「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
…
…
」
云
々
の
表
現
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に

深
い
洞
察
が
宿
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
言
の
受
肉
を
語
る
箇
所
に
な
る
と
、
今
か
ら
二
千
年
前
に
バ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
生
ま
れ
死
ん
で
い

っ
た
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
そ
れ
も
大
工
の
息
子
イ
エ
ス
な
る
男
を
、
超
越
的
な
神
の
子
、
い
や
さ
ら
に
神
の
一
位
格
と
し
て
実
体
化
・
絶

対
化
す
る
と
い
う
倒
錯
が
「
真
理
」
そ
の
も
の
と
し
て
宣
伝
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
す
で
に
、
実
体
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教

の
三
位
一
体
の
教
理
の
萌
芽
形
態
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
福
音
譜
に
お
い
て
も
、
そ
の
岐
後
の
段
階
で
は
す
で
に
、
「
復
活
し
た
主
」
に
出
会

っ
た
ト
マ
ス
は
、
イ
エ
ス
の
こ
と
を
「
わ
た
し
の
主
、
わ
た
し
の
神
よ
」
（
二
○
ｍ
二
八
）
と
「
告
白
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体

化
・
絶
対
化
の
禍
い
が
ど
れ
ほ
ど
長
く
し
げ
く
、
そ
し
て
激
し
く
独
断
と
差
別
の
悲
惨
を
生
み
出
し
て
き
た
か
は
、
歴
史
が
証
言
す
る
通

が
必
須
で
あ
る
が
。

（
６
）
 

Ⅲ
リ
で
あ
る
。

光
と
闇
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
「
光
」
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
「
闇
」
が
そ
れ
自
体
と
し
て
孤
立
し
た
実
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な

え
仁
＆
し
よ
ろ

い
。
「
光
」
と
「
闇
」
と
は
、
相
互
依
存
的
・
相
互
関
係
的
で
あ
る
。
ま
さ
に
依
他
起
性
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
面
白
い
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
小
学
生
が
、
宿
題
と
し
て
「
闇
」
の
絵
を
描
い
て
く
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
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聖謝解釈試論（一）
子
供
は
、
ず
い
ぶ
ん
悩
ん
だ
揚
げ
句
に
、
画
用
紙
を
取
り
出
し
て
そ
の
全
面
に
墨
を
塗
り
た
く
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
父
親
が
帰
っ
て
来

て
、
そ
れ
を
見
て
、
子
供
に
何
を
描
い
て
い
る
の
か
尋
ね
た
。
子
供
は
、
「
〈
闇
〉
を
描
い
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
答
え
た
が
、
父
親
は
、
「
そ

れ
で
は
た
だ
の
〈
真
っ
黒
〉
だ
」
と
言
っ
た
。
子
供
は
当
惑
し
て
「
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？
」
と
尋
ね
た
。
し
ば
ら
く
考
え
て
い
た
父
親

は
、
「
こ
う
し
て
ご
ら
ん
」
と
言
っ
て
、
画
用
紙
の
〈
真
っ
黒
〉
の
真
ん
中
に
、
白
い
絵
の
具
で
小
さ
な
円
を
描
い
て
、
そ
の
中
央
に
一
本

の
燃
え
て
い
る
ロ
ウ
ソ
ク
を
拙
い
て
み
せ
た
。
子
供
の
顔
は
た
ち
ま
ち
に
輝
い
て
、
「
あ
！
闇
だ
！
」
と
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
闇
」
は
、

「
光
」
と
無
関
係
に
、
そ
れ
だ
け
で
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
光
の
誕
生
と
共
に
初
め
て
立
ち
現
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
関
係
存
在
で
あ
る
の
だ
。

さ
て
次
に
神
は
「
光
を
偶
と
呼
び
、
闇
を
夜
と
呼
ば
れ
た
」
。
こ
こ
に
は
コ
ト
バ
の
も
う
一
つ
別
の
機
能
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
く
名
付

け
〉
の
機
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
す
で
に
光
と
闇
の
存
征
が
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
後
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
与
え
ら
れ
る

と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
叙
述
の
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
〈
名
付
け
〉
が
な
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
と

し
て
、
す
ぐ
前
で
す
で
に
光
と
闇
と
が
分
け
ら
れ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
叙
述
は
む
し
ろ
逆
に
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
〈
名
付
け
〉
が
先
に
な
さ
れ
、
〈
分
離
〉
が
そ
れ
に
続
く
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
結

局
同
じ
問
題
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
語
れ
ば
、
必
ず
時
間
的
前
後
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
あ
の
〈
存
在
喚
起
〉
と
〈
分
離
〉
と
〈
名
付
け
〉
は
、
本
来
ま
っ
た
く
同
時
的
に
成
起
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
〈
壮
大

な
る
同
時
性
〉
と
で
も
い
う
べ
き
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
的
前
後
が
生
じ
て
く
る
の
だ
。
だ
か
ら
次

に
、
「
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
一
日
で
あ
る
」
と
い
う
叙
述
が
続
く
の
で
あ
ろ
う
。
実
に
時
間
の
誕
生
は
、
コ
ト
バ
の
誕
生
と
同

に
、
「
夕
べ
が
あ
り
、

時
的
な
の
で
あ
る
。

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
が
、
「
水
」
と
い
う
コ
ト
バ
を
認
識
し
た
と
き
に
は
、
他
の
一
切
と
切
り
離
さ
れ
た
「
水
」
と
い
う
実
体
を
孤
立
的
に
、
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附
し
の

「
主
な
る
神
は
、
野
の
あ
ら
ゆ
る
獣
、
空
の
あ
ら
ゆ
る
鳥
を
士
で
形
づ
く
り
、
人
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
来
て
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
う
呼
ぶ

か
見
て
お
ら
れ
た
。
人
が
呼
ぶ
と
、
そ
れ
は
す
べ
て
、
生
き
物
の
名
と
な
っ
た
。
人
は
あ
ら
ゆ
る
家
畜
、
空
の
烏
、
野
の
あ
ら
ゆ
る
獣
に

名
を
付
け
た
」
二
九
、
二
○
節
）
。

一
」
一
一
で
は
、
名
付
け
が
行
な
わ
れ
る
以
前
に
す
で
に
獣
や
鳥
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
て
、
あ
の
コ
ト
バ
の
存
在
喚
起
力
と
は
違
う
機
能

が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
働
き
が
ま
さ
に
そ
の
分
節
化
能
力
に
よ
っ
て
諸
存
在
を
呼
び
出
し
、

そ
し
て
そ
の
結
果
が
固
定
化
さ
れ
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
、
個
別
的
言
語
（
ラ
ン
グ
）
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
後
で
、
そ
の
体
系
の
な
か
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
実
体
的
に
分
離
さ
れ
た
諸
事
物
が
す
で
に
先
在
し
て
い
て
、
事
後
的
に
そ
れ
ぞ
れ
に
「
相
応
し
い
」
名
前
が
付
け
ら
れ
る
か
の

他
の
一
切
と
無
関
係
に
認
識
し
た
と
い
う
｝
」
と
で
は
な
く
、
「
水
」
と
い
う
分
節
が
、
他
の
一
切
の
分
節
と
同
時
的
に
認
識
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
前
述
し
た
「
闇
の
絵
」
の
比
嶮
に
戻
る
な
ら
ば
、
あ
の
一
点
の
光
の
存
在
喚
起
は
、
あ
の
〈
真
っ
黒
〉
が
全
面
的
・
同
時
的
．
瞬

時
的
に
〈
闇
〉
へ
と
転
換
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
分
節
」
の
認
識
は
、
そ
の
よ
う
に
全
面
的
・
同
時
的
．
瞬
時
的
で
あ
っ
た
の

だ
。
「
水
」
と
い
う
〈
名
付
け
〉
に
続
い
て
、
す
で
に
認
識
さ
れ
た
分
節
の
必
然
性
に
即
し
て
、
以
後
無
限
の
〈
名
付
け
〉
が
後
続
的
に
学

習
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
〈
分
節
化
〉
そ
の
も
の
の
認
識
は
、
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
全
面
的
・
一
挙
的
・
瞬
時
的
な

の
で
あ
る
。
一
一
の
こ
と
が
ま
さ
に
感
動
的
な
の
で
あ
る
。

さ
て
名
付
け
と
い
う
機
能
に
つ
い
て
は
、
「
創
世
記
」
「
“
四
以
下
の
別
の
創
造
物
語
の
な
か
で
、
今
度
は
人
間
（
ア
ダ
ム
）
の
業
と
し

｛
『
０
｝

て
描
か
れ
て
い
る
。
一
」
の
部
分
で
は
、
人
間
が
万
物
に
先
駆
け
て
創
造
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
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聖書解釈試論（一）

「
神
は
言
わ
れ
た
。
「
水
の
中
に
大
空
あ
れ
。
水
と
水
を
分
け
よ
」
。
神
は
大
空
を
造
り
、
大
空
の
下
と
大
空
の
上
に
水
を
分
け
さ
せ
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
大
空
を
天
と
呼
ば
れ
た
。
タ
ベ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
二
の
日
で
あ
る
。
神
は
言
わ
れ
た
。
「
天
の
ト
の

水
は
一
つ
所
に
集
ま
れ
。
乾
い
た
所
が
現
わ
れ
よ
』
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
乾
い
た
所
を
地
と
呼
び
、
水
の
集
ま
っ
た
所
を
海
と
呼

ば
れ
た
。
神
は
こ
れ
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
」
（
第
六
～
一
○
節
）
。

へ
プ
ラ
イ
語
で
は
「
天
」
は
「
シ
ャ
マ
イ
ム
」
と
い
う
が
、
「
シ
ャ
ム
」
は
「
彼
方
」
の
意
で
あ
り
、
「
マ
イ
ム
」
と
は
「
水
」
の
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
天
」
と
は
、
「
彼
方
の
水
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ブ
ラ
ィ
語
が
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
神
話
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
へ
プ
ラ
イ
語
で
は
「
淵
」
の
一
」
と
を
「
テ
ホ
ー
ム
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
神

話
の
「
テ
ィ
ア
マ
ッ
ト
」
に
由
来
す
る
。
テ
ィ
ア
マ
ッ
ト
と
は
、
大
地
の
下
の
水
の
世
界
を
支
配
し
て
い
た
女
神
の
名
前
で
あ
っ
た
。
こ

の
女
神
が
し
ば
し
ば
荒
れ
て
洪
水
を
起
こ
し
た
の
で
、
英
雄
マ
ル
ド
ゥ
ー
ク
が
彼
女
を
殺
し
、
そ
の
体
を
真
っ
二
つ
に
裂
い
て
し
ま
っ
た
。

彼
女
の
体
の
半
分
が
天
に
あ
り
、
そ
れ
が
天
卜
の
水
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
の
下
半
身
の
水
は
、
地
下
に
あ
っ
て
時

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
現
象
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

意
識
の
な
か
で
は
、
言
葉
は
デ
ィ
ジ
タ
ル
な
記
号
に
吃
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
名
付
け
の
業
が
、
「
神
」
の
業
で
は
な
く
、
今
や

「
人
」
の
業
で
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
、
そ
の
こ
と
が
無
意
識
な
が
ら
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、

言
語
は
ま
さ
に
目
録
的
な
も
の
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
箇
所
で
は
、
「
神
」

は
、
「
人
が
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
う
呼
ぶ
か
見
て
お
ら
れ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
「
人
」
の
名
付
け
行
為
が
、
「
神
」
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
成
立
す
る
二
次
的
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
響
く
。
そ
の
こ
と
は
、
な
お
危
う
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
名
付
け
と

い
う
言
語
行
為
は
本
来
あ
の
コ
ト
バ
の
存
在
喚
起
力
と
同
時
的
・
同
義
的
で
あ
る
こ
と
へ
の
深
層
意
識
的
呼
応
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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天
地
創
造
の
物
語
は
、
こ
の
よ
う
に
読
む
と
き
、
人
間
の
潜
在
的
コ
ト
バ
能
力
の
ゆ
え
に
、
モ
ノ
の
世
界
が
コ
ト
へ
と
分
節
さ
れ
、
非

在
で
あ
っ
た
一
切
の
事
物
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
人
間
に
固
有
の
働
き
を
象
徴
的
に
語
る
も
の
と
映
る
。
か
く
て
「
無
か
ら
の
創
造
」
は
、

人
間
の
コ
ト
バ
能
力
の
比
類
な
き
働
き
と
し
て
了
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
コ
ト
バ
の
持
つ
「
存
在
喚
起
力
」
の
ゆ
え
に
、
他
の
一

切
の
働
き
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
だ
か
ら
「
バ
ー
ラ
ー
」
と
い
う
特
殊
な
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
天
と
地
、
光

と
闇
、
上
の
水
と
下
の
水
、
乾
い
た
地
と
海
等
々
の
分
節
が
起
こ
り
、
時
間
の
意
識
、
空
間
の
意
識
が
成
起
し
、
そ
こ
か
ら
無
限
の
差
異

化
が
生
じ
、
ま
さ
に
森
羅
万
象
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

コ
ト
バ
に
よ
る
分
節
、
差
異
化
こ
そ
が
、
人
間
を
他
の
す
べ
て
の
動
物
か
ら
区
別
す
る
根
拠
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
分

節
化
、
差
異
化
が
成
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
創
世
記
』
一
章
に
お
い
て
は
、
こ

の
よ
う
な
分
節
化
、
差
異
化
の
後
に
の
み
、
人
間
が
創
造
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我

々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
」
（
一
一
六
節
）
、
「
神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
」
（
二
七
節
）
と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
神
の

似
像
」
（
目
呂
。
□
四
）
の
出
典
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
「
読
み
」
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
人
間
が
「
語
る
哺
乳
類
動

物
」
（
ホ
モ
・
ロ
ク
エ
ン
ス
）
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
「
神
」
に
似
て
い
る
こ
と
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
コ
ト
バ

の
能
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
、
ま
さ
に
「
神
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
す
べ
て
の
モ
ノ
を
コ
ト
化
し
て
、
そ
れ
ま
で
非
在

で
あ
っ
た
一
切
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
人
間
の
コ
ト
バ
能
力
は
、
生
得
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
所
与
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
こ
こ
に
い
る
も
の

ｅ
、
印
の
ご
）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
潜
在
能
力
を
持
っ
た
者
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
相
に
あ
る
存
在
（
の
。
晩
の
ご
）
と
し
て
在
る
こ
と
は
、

と
し
て
噴
き
出
す
と
い
う
ふ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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聖書解釈試論（－．）

人
間
の
コ
ト
バ
能
力
は
、
両
刃
の
剣
的
作
用
を
持
つ
。
そ
れ
は
祝
福
に
も
な
り
う
る
し
、
呪
い
に
も
な
り
う
る
・
そ
れ
は
人
間
を
ま
さ

に
禍
福
両
面
に
導
き
う
る
。
コ
ト
バ
の
能
力
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
、
芸
術
、
エ
ロ
ス
な
ど
感
動
や
喜
び
を
も
た
ら
す
文
化
と
い
う
過
剰

を
可
能
に
さ
せ
る
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
固
定
化
、
実
体
化
、
絶
対
化
、
ド
グ
マ
化
は
、
他
の
動
物
に
は
見
ら
れ
な
い
悲
惨
や
殺
戦
、
抑

圧
や
絶
望
を
も
も
た
ら
し
う
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代
の
人
類
が
直
面
し
て
い
る
危
機
の
深
刻
さ
を
考
え
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ

れ
は
今
や
、
ど
の
時
代
に
も
増
し
て
、
協
調
・
協
同
を
軸
に
溢
れ
る
ば
か
り
の
豊
か
な
歓
喜
の
杯
を
共
に
す
る
道
を
選
ぶ
か
、
そ
れ
と
も

対
立
・
抗
争
を
繰
り
返
し
つ
つ
血
潮
滴
る
剣
の
下
で
相
亙
殺
戦
の
う
ち
に
絶
滅
す
る
か
、
と
い
う
あ
れ
か
こ
れ
か
を
問
わ
れ
て
い
る
と
い

（
８
）
 

え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
〈
可
こ
そ
、
本
当
に
「
新
し
い
心
」
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
間
に
と
っ
て
は
不
可
逆
的
な
所
与
で
あ
る
。
他
の
す
べ
て
の
動
物
と
は
本
質
的
に
違
う
こ
の
相
は
、
稀
有
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
あ
る

こ
と
が
不
可
思
議
・
不
可
説
な
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
「
有
り
難
い
」
相
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
実
相
は
、
絶
え
ざ
る

驚
き
と
畏
敬
の
念
な
し
に
は
、
た
ち
ま
ち
固
定
化
さ
れ
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
微
妙
な
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
働
き
が
、

制
度
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
ラ
ン
グ
ヘ
と
実
体
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
人
を
常
に
新
し
い
命
や
感
動
や
喜
び
に
導
く
作
用
で
は

な
く
な
り
、
逆
に
人
を
束
縛
し
抑
圧
す
る
榛
械
に
転
化
し
て
し
ま
う
。
宗
教
的
ド
グ
マ
な
ど
、
そ
の
股
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

「
文
字
」
は
、
ま
さ
に
「
人
を
殺
す
」
も
の
へ
と
変
質
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
原
初
的
な
発
動
の
根
源

的
場
に
絶
え
ず
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
の
原
初
の
「
霊
」
の
活
動
に
身
を
投
じ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
「
文
字
は
人
を
殺
し
、
霊
は
人
を
生
か
す
」
（
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
、
一
」
（
一
一
一
ｍ
六
）
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
ダ
ピ
デ
は
、
大
き
な
罪
を
犯
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
深
く
悔
い
た
。
彼
は
そ
の
心
情
を
深
く
歌
っ
た
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促
す
姿
勢
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

「
清
い
心
を
創
造
し
」
の
箇
所
に
は
、
あ
の
「
神
」
の
業
に
の
み
用
い
ら
れ
る
動
詞
「
バ
ー
ラ
ー
」
が
見
ら
れ
る
。
「
創
世
記
」
司
一
以

外
の
と
こ
ろ
で
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
唯
一
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
「
新
し
い
心
」
の
創
造
が
、
い
か
に
難
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
唆
す
る

も
の
と
読
も
う
。
わ
れ
わ
れ
の
生
の
原
初
・
根
抵
の
体
験
に
立
ち
返
り
続
け
、
蹄
動
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
豊
か
に
汲
み
上
げ
、
自
由
な
新

し
い
霊
の
働
き
を
甦
ら
せ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
人
類
に
希
望
は
な
い
の
だ
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
や
は
り
「
祈
る
心
」
の
復
活
を
願
う
ほ

か
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
も
は
や
、
わ
れ
わ
れ
の
外
部
に
実
体
的
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
た
「
神
」
へ
の
祈
り
で
は
あ
り
え
な
い

ア
ー
メ
ン

一
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
、
へ
プ
ラ
イ
語
で
は
「
祈
り
」
と
は
本
来
、
自
己
吟
味
の
意
で
あ
る
と
聞
く
。
誠
実
な
謙
虚
さ
を

が
、
そ
の
切
な
る
叫
び
が
「
詩
編
」
五
一
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詩
の
な
か
で
彼
は
訴
え
て
い
る
。

「
神
よ
、
わ
た
し
の
内
に
清
い
心
を
創
造
し

新
し
く
確
か
な
霊
を
授
け
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
聖
な
る
霊
を
取
り
上
げ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

み

御
救
い
の
喜
び
を
再
び
わ
た
し
に
味
わ
わ
せ

自
由
の
霊
に
よ
っ
て
交
え
て
く
だ
さ
い
」
（
一
三
～
一
四
節
）

鈴
止
え

し
叩
ぞ

御
前
か
税
っ
わ
た
し
を
退
け
ず
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聖:爵解釈試論（一）

地
の
獣
、
地
を
這
う
も
２

世
記
」
一
恥
二
六
～
二
七
）

岐
初
の
テ
ク
ス
ト
は
「
Ｐ
典
」
（
祭
司
法
典
）
で
あ
り
、
次
の
テ
ク
ス
ト
は
「
Ｊ
典
」
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
隆
典
）
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
脈
が
違
う
が
、
ど
ち
ら
も
人
間
の
創
造
を
語
る
古
い
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
に
読
み
直
す
と
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
－
ご
→
六
～
二
七
か
ら
始
め
よ
う
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
「
コ
ト
バ
の
禍
福
」
の
な
か
で
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
（
九
頁
）
。
コ
ト
バ
に
よ
る
分
節
化
・
差
異
化

こ
し
）

（
丸
山
圭
一
｜
一
郎
の
い
う
「
〈
一
一
一
一
口
〉
分
け
構
造
」
）
こ
そ
が
、
人
間
を
他
の
す
べ
て
の
動
物
か
ら
区
別
す
る
根
拠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う

な
分
節
化
・
差
異
化
が
成
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
固
有
な
意
味
に
お
け
る
人
間
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
「
創
世
記
」
一
章
に
お
い

て
、
人
間
の
「
創
造
」
が
諮
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ト
バ
に
よ
る
分
節
化
・
差
異
化
が
成
起
し
、
光
と
闇
、
「
上
の
水
」
（
コ
ス
モ

テ
ク
ス
ト
①
神
は
言
わ
れ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
に
か
た
ど
り
、
わ
れ
わ
れ
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、

地
の
獣
、
地
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
支
配
さ
せ
よ
う
。
」
神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
男
と
女
に
創
造
さ
れ
た
。
（
「
剣

テ
ク
ス
ト
②
主
な
る
神
は
、
ｔ
（
ア
ダ
マ
）
の
塵
で
人
（
ア
ダ
ム
）
を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻
に
命
の
息
を
吹
き
入
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ

う
し
て
生
き
る
者
と
な
っ
た
。
（
「
創
世
記
」
一
一
ｍ
七
）

２
人
間
の
誕
生
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し
か
し
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
・
丸
山
的
読
み
に
依
拠
し
て
読
み
直
し
て
み
る
と
、
別
様
に
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う

表
現
は
他
者
を
前
提
に
す
る
。
そ
れ
は
人
間
が
す
で
に
コ
ト
バ
を
介
し
て
自
我
意
識
を
形
成
し
、
そ
れ
ゆ
え
他
者
と
の
区
別
・
応
答
・
交

流
を
知
っ
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
ま
さ
に
「
コ
ト
バ
性
」
の
徴
表
で
あ
る
と
読
め
よ
う
。
私
は

以
前
の
「
神
の
か
た
ち
」
と
題
す
る
論
考
に
お
い
て
は
、
「
神
の
か
た
ら
」
を
結
局
「
人
間
の
関
係
性
」
と
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
「
関
係
性
」
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
「
コ
ト
バ
性
」
に
行
き
着
く
。
以
前
の
論
考
に
お
い
て
も
、
「
創
世
記
」
二
二
九
以
下
の
ア
ダ
ム

に
よ
る
「
名
付
け
」
の
行
為
を
、
人
間
独
特
の
「
言
語
能
力
」
と
把
握
は
し
て
い
た
。
だ
が
今
に
し
て
思
え
ば
、
そ
の
把
握
は
十
分
な
も

か
た
ら

さ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
似
像
」
（
盲
〕
四
四
○
Ｃ
の
一
）
の
出
典
で
あ
る
。
こ
こ
で
神
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
表
現
で

（
１
）
 

自
己
一
一
一
一
肺
及
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
「
神
の
似
像
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
他
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
一
」
と
が
あ
る
が
、
こ
の
複
数

形
に
よ
る
神
の
自
己
言
及
の
問
題
は
、
歴
史
的
に
い
え
ば
、
「
創
世
記
」
よ
り
も
古
い
占
代
バ
ピ
ロ
ー
ー
ア
の
天
地
創
造
露
の
な
か
に
出
て
く

る
複
数
の
神
々
を
継
承
し
た
際
の
「
名
残
」
で
あ
ろ
う
。
神
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
複
数
形
で
現
わ
れ
る
の
は
旧
約
聖
書
に
お
い
て
は

一
一
一
カ
所
（
「
創
世
記
』
三
”
一
．
一
．
、
二
坤
七
、
「
イ
ザ
ャ
灘
』
六
四
八
）
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
重
要
な
決
定
に
際
し
、
天
の
法
廷

に
お
い
て
神
々
の
会
議
が
な
さ
れ
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
「
詩
編
」
八
一
一
二
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
「
神
は
神
聖
な

会
議
の
中
に
立
ち
、
神
々
の
間
で
裁
き
を
行
な
わ
れ
る
」
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
一
」
の
複
数
形
は
、
い
わ
ゆ
る
「
尊
厳
の
複
数
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
一
一
七
節
で
は
、
動
詞
バ
ー
ラ
ー
は
、
単
数
形
を
三
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
か
ら
、
複
数
形
の
神
々
と
い

う
非
へ
プ
ラ
イ
的
表
象
に
対
し
て
、
へ
プ
ラ
イ
的
唯
一
神
諭
の
主
張
を
織
り
込
ん
だ
も
の
と
も
読
め
よ
う
。
と
も
か
く
通
常
の
神
学
的
読

み
ば
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
読
め
よ
う
。

ス
）
と
「
下
の
水
」
（
カ
オ
ス
）
が
「
創
造
」
（
分
節
化
）
さ
れ
た
後
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
さ
に
こ
の
事
柄
に
呼
応
し
て
い
る
の
だ
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聖書解釈試論（一）
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
「
〈
名
前
を
つ
け
る
〉
と
い
う
行
為
は
、
人
間
に
固
有
の
能
力
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
事
物
を
自
己
と
区
別
し
て
対
象
化
し
、
そ
の
事
物
の
本
質
・
特
性
を
洞
察
・
総
括
し
、
そ
れ
を
言
語
的
に
表
現
す
る
と
い
う
高

度
に
知
的
な
観
念
能
力
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
人
間
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
特
質
が
あ
る
。
な
に
ゆ
え
人
間
だ
け
が
、

こ
の
言
語
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
、
本
質
的
な
神
秘
に
属
す
る
。
だ
が
、
こ
の
事
実
の
中
に
こ
そ
、
人
間
の
栄
光
の
、
そ
し
て
悲
惨

の
根
拠
が
あ
る
。
こ
の
言
語
能
力
つ
ま
り
観
念
能
力
、
あ
る
い
は
対
象
化
し
総
括
し
う
る
能
力
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
人
は
〈
神
の
か
た
ち
〉

□
ゴ
ス

ロ
ゴ
ス

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
一
」
の
能
力
ゆ
え
に
、
蛎
物
に
宿
る
〈
こ
と
わ
り
〉
を
洞
察
し
、
そ
の
事
理
に
従
う
｝
」
と
に
よ
っ
て
事

（
つ
】
）

物
を
統
御
す
る
｝
」
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
に
〈
万
物
の
統
治
〉
が
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
…
．
：
」
と
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
な
か
に
は
、
微
妙
な
危
険
性
が
宿
っ
て
い
る
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
「
事
物
に
宿
る
〈
こ
と
わ
り
〉
」

な
る
も
の
が
、
そ
れ
と
し
て
「
客
観
的
に
」
向
こ
う
側
に
存
在
し
て
い
て
、
人
間
の
「
観
念
能
力
」
な
る
も
の
が
、
そ
の
〈
事
理
〉
を

「
あ
る
が
ま
ま
に
」
認
識
で
き
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
け
る
「
名
付
け
」
と
い
う
行
為
は
、

人
間
の
コ
ト
バ
に
よ
る
認
識
作
用
に
先
立
っ
て
す
で
に
「
分
節
化
」
さ
れ
て
個
々
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
「
実
在
」

を
い
わ
ば
目
録
的
に
現
前
（
『
ｇ
『
の
⑪
の
ロ
ニ
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
古
来
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
て
い

る
重
大
な
〈
錯
視
〉
で
あ
ろ
う
。
獅
柄
の
順
序
は
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
事
物
」
の
な
か
に
本
源
的
な
真

の
意
味
と
か
根
源
的
「
鞭
実
」
と
か
い
う
も
の
が
現
存
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
前
提
が
宿
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
事
理
」
と
い
う
よ
う
な

表
現
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
先
立
つ
「
根
源
的
事
実
」
（
ご
『
｛
鳥
Ｅ
曰
）
と
い
う
よ
う
な
あ
る
種
の
「
実
体
」
な
い
し
「
実
態
」
が
ア

プ
リ
オ
リ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
「
観
念
論
」
の
母
体
で
あ
ろ
う
。
丸
山
士
三
郎
が
、
多
く
の

（
３
）
 

箇
所
で
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
西
欧
的
思
考
の
一
貫
し
た
問
題
性
の
士
（
ロ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
聖
書
的
思
考
」
に
そ
の
深
い

根
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
思
考
で
あ
り
、
同
時
に
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
る
ギ
リ
シ
ャ
の
思
考
に
も
、
そ
し
て
遂
に
は
口
然
科
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学
に
さ
え
通
底
す
る
深
い
〈
錯
視
〉
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
、
久
し
く
「
キ
リ
ス
ト
教
批
判
」
と
か
「
宗
教
批
判
」
を
、

特
に
「
近
・
現
代
へ
の
批
判
的
接
近
」
と
い
う
意
識
の
な
か
で
試
み
て
き
な
が
ら
、
こ
の
根
本
的
錯
視
に
十
分
自
覚
的
に
批
判
的
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
深
く
〈
自
己
批
判
〉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
発
動
の
現
場
で
は
、
シ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ァ
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
ェ
の
相
即
的
関
連
は
、
本
来
的
盗
意
性
を
ま

だ
保
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
結
び
付
き
の
不
可
分
離
性
は
い
わ
ば
幅
と
揺
れ
を
含
ん
で
い
る
と
で
も
い
え
よ
う
。
だ
が
、
現
実
に
一

定
の
時
代
の
一
定
の
文
化
・
社
会
空
間
に
生
を
受
け
た
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
す
で
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
個
別
・
具
体
的
な

い
わ
ゆ
る
諸
氏
族
語
・
諸
母
語
（
ラ
ン
グ
）
の
拘
束
を
受
け
ず
に
コ
ト
バ
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
具
体
的
・
個
別
的
ラ

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
「
神
の
似
像
」
と
は
、
ま
さ
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
意
味
に
お
け
る
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
読
め
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
は
、
人
間
の
生
得
的
な
コ
ト
バ
能
力
、
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
と
で
も
表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
聖
書
が
人
間
の
「
創
造
」
と
し
て
記
し
て
い
る
事
柄
は
、
こ
の
コ
ト
バ
能
力
を
介
し
て
の
ホ
モ
・
ロ
ク
エ
ン
ス
の

〈
誕
生
〉
と
読
ん
だ
ほ
う
が
意
味
深
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
創
造
」
を
〈
誕
生
〉
と
言
い
換
え
る
の
は
、
何
か
超
越
的
で
人
格
的
な

実
在
（
神
）
の
目
的
論
的
行
為
な
ど
を
実
体
的
に
措
定
し
た
く
な
い
し
、
措
定
で
き
な
い
し
、
措
定
す
べ
き
で
も
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま

た
ホ
モ
・
ロ
ク
エ
ン
ス
の
〈
誕
生
〉
が
口
成
的
な
く
出
来
事
〉
で
あ
る
こ
と
を
含
意
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
二
六
節
で
、
人
間
創
造
の
目
的
が
、
「
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
獣
、
地
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
支
配
さ
せ
よ
う
」
と

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
特
別
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
「
人
間
至
上
主
義
」
が
端
的
に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
神
の
似
像
」
を
上
述
し
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
読
む
場
合
に
は
、
一
」
の
「
創
造
」
の
目
的
は
ど
の
よ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
神
の
似

う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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ン
グ
の
規
制
・
拘
束
を
完
全
に
脱
し
た
く
原
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
〉
と
で
も
い
い
う
る
も
の
は
、
「
原
理
的
・
権
利
的
」
に
は
想
定
で
き
る
と
し

て
も
、
現
実
的
に
は
想
像
す
ら
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
コ
ト
バ
に
関
す
る
思
考
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
ラ
ン
グ
に
集
中
し
て
し
ま
う

の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
コ
ト
バ
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
ラ
ン
グ
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ソ
シ
ュ
ー
ル

的
意
味
に
お
け
る
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
い
う
概
念
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
い
う
天
才
の
出
現
に
よ
っ
て
初
め
て
目
党
化
さ
れ
た
の
も
、
あ
る
意

味
で
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
神
は
本
来
的
に
ヘ
ブ
ラ
ィ
語
で
語
っ
た
し
、

神
の
「
言
葉
」
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
主
張
し
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
も
っ
と
も
同
様
の
主
張
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で

の
み
語
る
ア
ッ
ラ
ー
の
場
合
に
も
な
さ
れ
る
し
、
多
く
の
他
の
神
々
の
場
合
に
も
そ
う
な
の
で
あ
る
が
）
。

自
ら
の
独
自
の
言
葉
に
よ
っ
て
天
地
を
創
造
し
維
持
し
管
理
し
支
配
す
る
と
い
う
聖
書
的
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
、
そ
の
似
像
に
お
い
て
人
間

を
創
造
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
本
質
は
、
そ
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
支
配
を
「
委
託
」
さ
れ
て
、
万
物
の
管
理
・
支
配
に
こ
そ
あ

る
と
い
う
発
想
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
首
尾
一
質
し
た
思
考
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
人
間
は
「
神
の
代
理
人
」
（
ぐ
一
日
『

□
四
）
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
こ
の
思
考
の
背
後
に
は
、
統
御
・
支
配
に
至
る
ラ
ン
グ
の
問
題
が
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ラ
ン
グ
と

し
て
の
コ
ト
バ
は
、
分
節
化
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
カ
タ
ロ
グ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
を
整
序
し
統
御
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
ぱ

そ
れ
は
必
然
的
に
「
掬
い
取
り
切
れ
な
い
」
多
一
く
の
も
の
を
「
落
ち
零
れ
」
さ
せ
、
そ
れ
ゆ
え
カ
オ
ス
を
生
み
出
す
ほ
か
な
い
。
そ
の
よ

う
に
し
て
生
み
出
し
続
け
ら
れ
る
カ
オ
ス
の
脅
威
の
ゆ
え
に
、
ラ
ン
グ
は
ま
す
ま
す
そ
の
拘
束
の
度
合
い
を
、
つ
ま
り
コ
ー
ド
化
の
度
合

い
を
強
め
る
ほ
か
な
い
。
一
」
の
一
一
六
節
は
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
の
無
自
覚
的
・
神
話
的
表
現
と
読
み
う
る
で
あ
ろ
う
。
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル

（
０
）
 

に
お
い
て
は
、
一
フ
ン
グ
は
遂
に
「
神
が
告
げ
た
」
ト
ー
ラ
ー
（
法
律
・
律
法
）
と
い
う
ノ
モ
ス
ヘ
と
転
化
す
る
。
そ
し
て
、
法
律
（
律

法
）
と
し
て
固
定
化
・
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
ラ
ン
グ
を
、
そ
の
ま
ま
「
神
の
言
葉
」
と
措
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
万
物

を
統
御
・
交
配
で
き
る
し
、
統
御
・
支
配
す
ぺ
き
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
神
へ
の
従
順
」
は
、
万
物
へ
の
支
配
・
統

1４１ 



御
の
姿
勢
と
な
り
、
「
人
間
至
上
主
義
」
、
「
人
間
は
万
物
の
霊
長
」
主
義
の
思
想
的
根
拠
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
が
ま
さ
に
西
欧
の
思

想
を
一
貫
し
て
支
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
、
二
八
節
で
さ
ら
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
神
は
創
造
さ
れ
た
ば
か
り
の
人
間
を
祝
福
し
て
言
っ
て
い
る
。
「
産
め

、
、
、
、
、
、
、

よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
ち
て
地
を
従
わ
せ
よ
。
海
の
働
く
、
空
の
烏
、
地
の
上
を
這
う
生
き
物
を
す
べ
て
支
配
せ
よ
」
と
。
そ
の
よ
う
な
支

配
の
構
造
は
今
や
神
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
る
。
「
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
御
覧
に
な
っ
た
。
見
よ
、
そ
れ
は
極
め
て
良
か

っ
た
」
（
三
一
節
）
と
。
こ
の
節
で
は
、
あ
の
「
ヤ
ッ
タ
ー
！
良
か
っ
た
ぁ
！
」
と
思
わ
ず
発
せ
ら
れ
る
「
子
供
の
よ
う
な
喜
び
」
（
二

五
節
）
と
は
巡
っ
て
、
こ
の
支
配
の
秩
序
・
柵
造
を
裁
可
す
る
（
の
：
§
○
コ
）
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
肢
初
人
間
や
「
す
べ
て
命
あ
る
も
の
」
の
食
物
と
し
て
「
種
を
持
つ
草
と
種
を
持
つ
実
」
が
与
え
ら

れ
て
い
た
の
に
（
二
九
、
三
○
節
）
、
万
物
に
対
す
る
人
間
の
支
配
が
さ
ら
に
威
嚇
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
き
に
、
こ
の
妓
初
の
「
菜
食
原

則
」
が
無
造
作
に
廃
棄
さ
れ
、
「
肉
食
主
義
」
が
裁
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
ラ
ン
グ
の
ノ
モ
ス
化
の
過
程
に
呼
応
す
る
と
い
え

よ
う
。
神
は
後
に
ノ
ア
と
彼
の
息
子
た
ち
を
祝
福
し
て
言
う
。
「
産
め
よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
ち
よ
。
地
の
す
べ
て
の
獣
と
空
の
鳥
は
、
地

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

を
這
う
す
べ
て
の
も
の
と
海
の
す
べ
て
の
魚
と
共
に
、
あ
な
た
た
ち
の
坐
川
に
恐
れ
お
の
の
き
、
あ
な
た
た
ち
の
平
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
動

い
て
い
る
命
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
あ
な
た
た
ち
の
食
糎
と
す
る
が
よ
い
。
わ
た
し
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
を
、
青
草
と
同
じ
よ
う
に

あ
な
た
た
ち
に
与
え
る
」
（
九
二
～
一
一
一
）
と
！
こ
れ
は
「
神
の
矛
盾
」
と
い
う
神
学
的
問
題
と
し
て
よ
り
は
、
支
配
・
統
御
に
至
る
ラ

し
た

ン
グ
ヘ
の
無
自
覚
的
儲
れ
か
か
り
の
論
理
必
然
的
帰
結
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
仏
教
の
「
不

殺
生
」
の
教
え
に
対
比
す
る
と
何
と
い
う
響
き
の
連
い
で
あ
ろ
う
か
！

、
、
、
、

さ
て
、
一
ｍ
一
一
七
に
も
ど
ろ
う
。
こ
の
節
は
、
古
い
ｎ
Ｈ
語
訳
で
は
「
神
は
自
分
の
か
た
ち
に
人
を
創
造
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
の
か
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た
ち
に
創
造
し
、
男
と
女
と
に
創
造
さ
れ
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
か
た
ら
」
は
「
像
」
で
あ
り
、
へ
プ
ラ
イ
語
で
は
「
ツ
ェ
レ

ム
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
な
観
念
で
、
彫
像
（
「
列
王
記
下
」
一
一
二
八
）
と
か
偶
像
（
「
ア
モ
ス
書
」
五
卯
一
一
六
）
を
意
味
す

る
。
一
一
六
節
の
「
我
々
に
似
せ
て
」
は
「
デ
ム
ー
ト
」
で
、
「
相
似
」
の
意
味
で
あ
る
。
一
一
七
節
で
は
、
そ
の
「
デ
ム
ー
ト
」
を
用
い
ず
に
、

「
ツ
ェ
レ
ム
」
を
用
い
た
の
は
、
「
具
体
性
」
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
「
具
体
性
」
を
強
調
す
る
と
い
う
の

は
、
ま
さ
に
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
考
の
特
徴
で
も
あ
る
。
そ
の
上
で
、
「
男
と
女
に
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
強
調
は
考
察
に
値
す
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
い
口
語
訳
に
あ
っ
た
「
す
な
わ
ち
」
も
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
「
神
の
像
」

と
は
す
な
わ
ち
具
体
的
な
「
男
と
女
」
だ
と
い
う
主
張
と
響
く
か
ら
で
あ
る
。

古
米
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ユ
ダ
ヤ
的
思
惟
に
お
い
て
は
、
神
は
つ
と
に
不
可
視
の
存
在
で
あ
り
、
偶
像
を
造
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き

、
、
、
、

た
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
」
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
神
の
像
は
、
具
体
的
な
男
女
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
と
思
え
る

事
柄
を
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
で
は
か
ね
て
か
ら
「
関
係
性
」
の
徴
表
と
理
解
し
て
き
た
。
ま
た
神
学
的
思
索
に
お
い
て
は
、
神
と
人
と
の
類
似

性
は
、
本
質
・
実
体
的
類
似
性
と
し
て
で
は
な
く
（
つ
ま
り
「
存
在
の
類
比
」
四
目
－
８
苗
①
ゴ
ロ
、
と
し
て
で
は
な
く
）
、
相
互
の
関
係
に
お

い
て
成
起
す
る
「
関
係
の
類
比
」
（
：
ロ
－
８
画
『
の
一
四
冒
昌
、
）
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
了
解
さ
れ
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
今
こ
こ
で
は
、
神
と
の
関
係
と
い
う
方
向
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
人
間
社
会
に
お
け
る
男
女
の
関
係
の
問
題
と

し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
男
と
女
と
い
う
の
は
、
単
な
る
雄
と
雌
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
男
で
あ
る
｝
）
と
」
や
「
女
で
あ
る
こ
と
」
は
、

口
然
的
に
規
定
さ
れ
た
生
理
的
基
礎
と
い
う
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
圧
倒
的
に
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
個

々
別
々
の
あ
れ
や
こ
れ
や
の
社
会
に
お
い
て
、
男
と
女
の
間
の
差
異
と
考
え
ら
れ
る
コ
ト
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
分
け
与

え
ら
れ
て
き
た
。
男
性
性
と
か
女
性
性
と
か
住
本
来
実
体
的
に
自
然
そ
の
も
の
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

人
間
の
「
〈
言
〉
分
け
構
造
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
男
女
の
役
割
も
男
性
性
・
女
性
性
の
把
握
の
仕
方
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も
、
個
々
別
々
の
文
化
に
よ
っ
て
実
に
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
神
の
似
像
」
た
る
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
能
力
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
、
そ
し
て

さ
ら
に
個
々
具
体
的
な
ラ
ン
グ
の
拘
束
の
な
か
で
観
念
さ
れ
て
い
く
事
柄
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
人
間
の
男
女
関
係
が
、
単
な
る
生
物

的
な
雄
と
雌
の
関
係
で
は
な
く
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
し
て
特
殊
に
発
現
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
の
根
抵
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

二
師
七
以
下
の
く
だ
り
で
再
度
触
れ
た
い
と
思
う
。

一
百
四
以
下
の
記
述
に
移
ろ
う
。
こ
れ
は
、
天
地
万
物
と
人
間
の
創
造
に
つ
い
て
の
別
の
資
料
（
Ｊ
典
）
に
属
す
る
古
い
物
語
で
あ
る
。

二
ｍ
七
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
主
な
る
神
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
）
は
、
士
（
ア
ダ
マ
）
の
塵
で
人
（
ア
ダ
ム
）
を
形
づ
く
り
、
そ

の
鼻
に
命
の
息
を
吹
き
入
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ
う
し
て
生
き
る
者
と
な
っ
た
」
と
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
は
ヘ
ブ
ラ
ィ
語
の
語
呂

合
わ
せ
が
あ
る
。
ま
た
、
す
ぐ
に
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
人
間
は
本
来
「
士
の
塵
」
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
己
理
解
が
宿
っ
て

い
る
。
「
士
の
塵
」
は
い
わ
ば
無
価
値
の
も
の
、
は
か
な
い
も
の
、
無
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
「
士
の
塵
」
に
神
が
「
命
の

息
」
を
吹
き
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
存
在
が
初
め
て
根
拠
を
与
え
ら
れ
許
さ
れ
る
、
と
い
う
思
想
が
宿
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「
被
進
物
」
と
い
う
神
学
的
自
己
理
解
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
底
に
は
常
に
「
神
の
恵
み
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
独
特

古
代
以
来
の
日
本
語
に
は
、
「
ヒ
ト
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
今
日
で
は
、
こ
の
表
現
は
主
と
し
て
生
物
学
的
種
と
し
て
の
人
間
を
表
現

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
古
い
語
源
に
従
え
ば
、
「
上
」
は
「
タ
マ
シ
ヒ
」
の
「
上
」
で
あ
り
、
精
神
・
魂
・
霊
な
ど
に
呼

応
す
る
し
、
「
ト
」
は
、
士
・
場
所
な
ど
の
意
で
、
物
質
的
肉
体
に
呼
応
す
る
概
念
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
に
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
で
の

、
、
、
、

人
間
は
、
「
上
」
と
「
卜
」
の
、
つ
ま
り
精
神
と
肉
体
、
霊
と
肉
の
不
可
分
・
不
可
同
な
結
合
態
で
あ
り
、
本
来
そ
の
よ
う
に
生
成
し
た
も

の
で
あ
る
。
古
来
の
日
本
的
思
惟
で
は
、
人
は
「
創
造
」
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
お
の
ず
か
ら
そ
う
「
成
っ
た
」
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
 

な
ヘ
ブ
ー
フ
イ
的
思
考
で
あ
る
。
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ま
た
中
国
語
で
は
古
来
、
「
人
間
」
は
ま
さ
し
く
「
人
の
間
」
に
生
き
る
関
係
存
在
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
し
た
考
え
が
、

人
間
の
本
質
概
念
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
人
間
は
、
｜
定
の
言
葉
で
自
己
を
了
解
す
る
仕
方
で
自
己
認
識
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
、
「
命
の
息
」
を
ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
了
解
し
た
い
。
そ
れ
が
単
に
「
生
命
力
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
す
べ
て
の
生
物
に
も
妥
当
す
る
事
柄
で
あ
る

か
ら
、
特
別
に
人
間
的
な
資
質
で
あ
る
と
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
を
ま
さ
に
他
の
す
べ
て
の
動
物
か
ら
区
別
さ
せ
る
も
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
叙
述
に
お
い
て
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
端
的
に
言
語
能
力
を
お
い
て
他
に
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
一
九
節
に
お
い
て
も
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
主
な
る
神
は
、
野
の
あ
ら
ゆ
る
獣
、
空
の
あ
ら
ゆ
る
烏
を
士
で
形
づ

く
り
、
人
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
来
て
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
呼
ぶ
か
見
て
お
ら
れ
た
。
人
が
呼
ぶ
と
、
そ
れ
は
す
べ
て
、
生
き
物
の
名
と

な
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
言
語
名
称
目
録
観
」
（
ｐ
Ｃ
ｇ
の
ロ
、
旨
目
『
の
）
の
古
典
的
典
拠
で
あ
る
。
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
言
語
理
解
に
は
、

言
語
の
機
能
に
関
す
る
古
米
の
典
型
的
な
錯
覚
が
宿
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
動
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
極
が
、
本
来
す
で
に
そ
の
よ
う
に
極

々
別
々
に
、
実
体
的
・
先
験
的
・
固
定
的
に
分
節
さ
れ
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
前
提
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
こ
そ
、
す
で
に
そ

（
６
）
 

れ
と
し
て
存
在
す
る
諸
物
を
代
表
さ
せ
現
前
さ
せ
る
（
『
の
｛
）
『
の
、
。
芹
）
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
「
現
前
の
言
語
学
」
の
典
型
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
は
一
つ
の
重
大
な
錯
視
で
あ
ろ
う
。
事
柄
は
逆
で
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
コ
ト
バ
能
力
の
発
動
に
際
し
て
、
シ
ニ
フ
ィ
ァ
ン
と

シ
ー
ー
フ
ィ
エ
の
不
可
分
の
結
合
に
お
い
て
、
一
切
の
モ
ノ
を
差
異
化
す
る
と
い
う
本
来
忽
意
的
な
作
用
に
よ
っ
て
、
多
種
多
様
な
シ
ー
ニ

ュ
が
成
起
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
「
主
な
る
神
」
を
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
了
解
し
て
き
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
こ
の
「
現

な
ぜ
か
両
足
で
立
ち
、
上
を
』

が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ギ
リ
シ
ア
語
で
は
、
人
間
は
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
上
を
向
い
て
歩
く
も
の
」
の
意
で
あ
る
と
い
う
。
人
間
は
、

ぜ
か
両
足
で
立
ち
、
上
を
仰
ぎ
、
地
上
か
ら
天
に
向
か
っ
て
精
神
に
お
い
て
高
く
飛
翔
す
る
存
庄
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
自
己
理
解
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前
の
言
語
学
」
的
錯
視
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

二
○
節
は
、
人
間
の
在
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
、
な
か
な
か
興
味
深
い
。
「
人
は
あ
ら
ゆ
る
家
畜
、
空
の
鳥
、
野
の
あ
ら
ゆ
る
獣
に

名
を
付
け
た
が
、
自
分
に
合
う
助
け
る
者
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
古
い
口
語
訳
で
は
、
こ
の
「
自
分
に
合
う
助

け
る
者
」
は
、
「
相
応
し
い
助
け
手
」
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
訳
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
。
「
新
共
同
訳
」
の
ほ
う
は
、
日
本
語
と

し
て
も
落
ち
着
か
な
い
訳
だ
と
思
う
。
こ
の
「
相
応
し
い
」
（
ケ
ネ
グ
ド
）
と
い
う
語
は
、
「
差
し
向
か
い
で
い
る
」
ほ
ど
の
意
だ
そ
う
で

あ
る
。
女
が
「
助
け
手
」
で
あ
る
と
い
う
思
考
は
、
す
で
に
男
性
支
配
に
基
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
社
会
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え

よ
）
燕
だ
が
、
「
差
し
向
か
い
で
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、
な
か
な
か
含
蓄
の
あ
る
表
現
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
言
葉
を
介
し
て
の

対
応
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
応
答
的
・
責
任
的
（
『
の
呂
目
の
旨
の
）
な
対
等
の
関
係
を
想
定
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
の
二
○
節
も
、
な
か
な
か
含
蓄
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

れ
た
。
→

言
っ
た
。

「
主
な
る
神
は
そ
こ
で
、
人
を
深
い
眠
り
に
落
と
さ
れ
た
。
人
が
眠
り
込
む
と
、
あ
ば
ら
骨
の
一
部
を
抜
き
取
り
、
そ
の
跡
を
肉
で
ふ
さ
が

れ
た
。
そ
し
て
、
人
か
ら
抜
き
取
っ
た
あ
ば
ら
骨
で
女
を
造
ら
れ
た
。
主
な
る
神
が
彼
女
を
人
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
来
ら
れ
る
と
、
人
は

つ
い
に
、
こ
れ
こ
づ

わ
た
し
の
骨
の
骨

わ
た
し
の
肉
の
肉
。

こ
れ
を
こ
そ
、
女

こ
れ
こ
そ

女
（
イ
シ
ャ
ー
）
と
呼
ぼ
う

１４６ 
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男
が
深
い
眠
り
に
落
と
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
男
性
に
と
っ
て
、
女
性
の
成
起
は
遂
に
理
解
不
可
能
な
コ
ト
、
処
理
不
可
能
な
事
柄
で

あ
る
と
い
う
徴
表
と
読
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
男
も
女
も
人
間
と
し
て
、
根
本
的
な
同
質
性
を
持
っ
て
は
い
る
。
だ
が
、
両
者
の
間
に
は
、

簡
単
に
理
解
し
合
え
な
い
「
深
い
深
淵
」
が
あ
る
こ
と
も
経
験
か
ら
し
て
確
か
な
コ
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
男
女
の
関
係
は
、

あ
ら
ゆ
る
関
係
性
の
原
形
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
）
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
両
者
が
完
全
に
異
質
で
あ
れ
ば
、
交
流
は
最
初
か
ら
断
念
す
る

ほ
か
な
い
。
男
女
が
「
同
じ
」
人
間
で
あ
る
一
」
と
は
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
了
解
で
き
て
い
る
。
ま
さ
に
男
に
と
っ
て
女
は
「
わ
た
し

の
骨
の
骨
、
肉
の
肉
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
何
と
も
深
い
「
断
絶
」
も
感
じ
ら
れ
る
。
女
は
あ
く
ま
で
も
「
イ
シ
ャ

ー
」
で
あ
っ
て
、
男
は
あ
く
ま
で
も
「
イ
シ
ュ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
が
他
者
と
の
交
流
（
コ
ミ
ュ
ー
ニ
オ
ン
）
を
求
め
る

場
合
、
安
易
な
「
一
致
」
や
「
理
解
」
や
「
同
一
化
」
は
あ
り
え
な
い
の
だ
、
と
い
う
洞
察
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
こ
に
は
「
分
か
り
切
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
。
こ
の
違
い
は
ま
さ
に
「
処
理
不
可
能
」
（
目
ぐ
の
『
【
ｇ
ｇ
Ｈ
〉
で
あ
り
続
け
る
。
同

一
で
あ
り
な
が
ら
違
い
、
違
い
な
が
ら
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
差
し
向
か
い
」
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
言
語
を
介
し
て
の
相

互
交
流
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
感
得
し
続
け
る
ほ
か
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
単
な
る
雄
と
雌
で
は
な
い
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
次
元
が
成
起

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
不
思
議
が
あ
り
、
驚
き
が
あ
り
、
喜
び
が
あ
り
、
予
期
で
き
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
総
括
し
切
れ
な
い
ミ
ュ
ス

テ
ー
リ
オ
ン
が
あ
る
の
で
あ
る
。
女
が
男
の
「
あ
ば
ら
骨
」
か
ら
造
ら
れ
た
と
い
う
表
象
も
興
味
深
い
。
「
あ
ば
ら
骨
」
は
、
人
間
の
心
臓

を
守
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
男
女
の
本
来
的
関
係
は
、
愛
と
誠
実
を
介
し
て
「
差
し
向
か
い
」
で
い
る
関
係
に
な
り
う
る
も
の
だ

と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ア
ラ
ビ
ア
の
青
年
た
ち
は
、
現
代
で
も
自
分
た
ち
の
恋
人
の
こ
と
を
「
お
お
、
わ
が
い
と
し
き
〈
あ
ば
ら
骨
〉

よ
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
あ
る
。
微
笑
ま
し
い
習
慣
で
あ
る
。
だ
が
、
〈
愛
〉
と
〈
誠
実
〉
を
介
し
て
の
「
差
し
向
か
い
で
い
る
」
美
し
い
望
ま

ま
さ
に
、
男
（
イ
シ
ニ
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
」
。
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‐
し
ぃ
関
係
は
、
安
直
に
実
現
で
き
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
は
絶
え
ず
危
う
い
関
係
で
も
あ
る
。

そ
れ
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
す
で
に
不
吉
な
面
が
予
兆
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
テ
ク

ス
ト
で
は
「
差
し
向
か
い
で
い
る
相
手
」
を
語
り
な
が
ら
、
一
一
一
一
回
葉
を
解
し
て
の
応
答
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
男
が

一
方
的
に
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
男
が
女
を
名
付
け
て
い
る
が
、
女
の
ほ
う
か
ら
の
応
答
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
あ
る

の
は
、
ア
ダ
ム
の
い
わ
ば
独
白
で
あ
る
。
一
一
一
一
一
節
を
見
て
も
、
ア
ダ
ム
は
本
当
に
は
相
手
に
語
り
か
け
て
い
な
い
の
だ
。
こ
こ
に
は
前
述

し
た
、
ユ
ダ
ヤ
社
会
の
男
性
支
配
原
理
の
反
映
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
深
刻
な
事
柄
を
も
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
一
一
一
、
葉
を
介
し
て
の
「
差
し
向
か
い
」
は
、
恐
ろ
し
い
危
険
を
も
含
み
込
み
う
る
。
言
葉
は
不
可
避
的
に
分
節
化
を

行
な
う
。
そ
の
「
〈
言
〉
分
け
」
の
行
為
は
、
ま
さ
に
「
分
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
掬
い
切
れ
な
い
も
の
を
落
ち
零
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
差

し
向
か
い
」
は
、
恐
ろ
し
い
無
理
解
・
誤
解
そ
し
て
遂
に
は
断
絶
を
も
胚
胎
し
て
い
る
。
女
の
沈
黙
は
、
男
性
的
ロ
ゴ
ス
の
抽
象
性
へ
の

不
信
と
も
暗
黙
の
批
判
と
も
解
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
当
に
男
女
は
一
体
に
な
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
淡
々
と
断
言
す
る
。
「
こ
う
い
う
わ
け
で
、
男
は
父
母
を
離
れ
て
女
と
結
ば
れ
、
一
『
人
は
一
体
と
な
る
」
（
毛
一
四
節
）

と
。
こ
れ
は
約
束
の
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
希
望
の
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
勧
め
の
一
一
一
一
ｍ
葉
で
あ
ろ
う
か
。
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
は
、
こ
れ

を
神
に
よ
る
「
恵
み
の
保
証
」
と
了
解
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
「
神
」
を
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
徴
表
と
介
す
る
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
は
、
そ

れ
は
、
あ
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
「
コ
ー
ド
な
き
差
異
化
」
の
活
動
が
継
続
さ
れ
る
本
源
的
生
命
力
の
発
動
の
現
場
へ
と
絶
え
ず
立
ち

返
る
こ
と
、
常
に
新
し
い
命
の
発
生
へ
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
る
。
そ
の
「
立
ち
返
り
」
の
現
場
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に

「
一
一
人
は
裸
で
あ
っ
た
が
、
恥
ず
か
し
が
り
は
し
な
か
っ
た
」
（
一
一
五
節
）
と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
裸
」
と
は
、
コ
ー

ド
化
さ
れ
、
栓
捨
と
化
し
た
よ
う
な
死
せ
る
ラ
ン
グ
を
脱
ぎ
捨
て
、
あ
の
原
初
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
ヘ
と
、
つ
ま
り
絶
え
ず
流
動
し
躍
動
す

る
根
源
的
生
命
力
へ
の
環
掃
と
し
て
の
「
立
ち
返
り
」
の
徴
表
と
読
み
た
い
の
で
あ
る
。
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聖書解釈試論（一）
か
く
て
人
間
の
誕
生
は
、
恐
ろ
し
い
危
険
を
孕
み
つ
つ
も
、
喜
ば
し
い
蹄
動
の
可
能
性
を
も
孕
む
不
可
思
議
な
生
命
の
発
動
の
証
し
で

も
あ
る
。
人
間
が
祝
福
に
向
か
う
か
、
呪
訓
に
陥
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が
か
の
根
源
的
な
生
命
の
躍
動
に
、
ど
れ
ほ
ど
身
と
心
と
を
開
き
、

聴
き
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

１
の
注

（
１
）
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
誰
よ
り
も
丸
山
全
三
郎
氏
の
諸
著
作
、
と
り
わ
け
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
」
（
岩
波
醤
店
）

と
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
読
む
」
（
岩
波
書
店
）
に
圧
倒
的
に
負
っ
て
い
る
。
以
下
論
述
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
本
質
的
な
誤
り
を
犯
し
て
い

（
２
）
「
創
世
記
」
の
ヘ
ブ
ラ
ィ
語
の
愈
味
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
手
島
祐
郎
「
創
世
記
」
上
（
ぎ
よ
う
せ
い
、
一
九
九
○
年
）
を
参
照
し
た
。

た
だ
し
テ
ク
ス
ト
全
休
の
意
味
に
関
し
て
は
、
氏
の
解
釈
に
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
３
）
こ
の
比
噛
の
川
典
と
意
味
に
つ
い
て
は
、
丸
川
士
三
郎
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
読
む
」
（
岩
波
書
店
）
四
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
４
）
丸
山
士
三
郎
「
一
一
、
蝿
と
無
意
識
』
（
講
談
社
）
》
、
○
頁
以
下
参
照
。

（
５
）
丸
山
士
三
郎
「
欲
動
」
（
弘
文
堂
）
、
一
九
血
頁
以
下
参
照
。

（
６
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
述
ぺ
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
拙
著
「
聖
書
を
読
み
直
す
Ⅱ
」
（
春
秋
社
）
の

「
第
二
章
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
逆
継
」
お
よ
び
「
第
三
章
体
制
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
「
創
世
記
」
一
ｍ
一
～
一
・
“
三
ま
で
は
、
Ｐ
典
（
祭
司
法
典
、
句
１
の
唾
昌
Ｄ
Ｃ
。
①
の
略
）
と
呼
ば
れ
る
資
料
か
ら
成
っ
て
い
て
、
全
体
と
し
て

堅
く
重
い
文
体
で
あ
る
。
成
立
の
年
代
は
、
一
般
に
紀
元
前
四
四
四
年
以
後
と
さ
れ
て
い
る
。
一
五
四
以
下
は
、
Ｊ
典
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ

れ
は
、
そ
の
部
分
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
神
」
の
名
が
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
（
］
呂
三
の
ご
で
あ
り
、
そ
の
股
初
の
文
字
を
Ⅲ
い
た
も
の
で
あ
る
。

成
立
の
年
代
は
、
一
般
に
紀
元
前
八
五
○
年
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
文
体
は
著
し
く
擬
人
的
で
あ
る
。

（
８
）
こ
う
し
た
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
み
う
る
か
に
つ
い
て
、
旧
約
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
を
媒
介
に
し
て
の
試
み
と
し
て
は
、
拙
箸
「
聖
醤
を

読
み
直
す
Ⅱ
」
（
春
秋
社
）
第
一
章
の
８
「
〈
信
仰
〉
と
〈
所
有
〉
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

と
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
読
む
」
（
鶚

な
い
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。
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（
８
）
拙
著
「
聖
書
を
読
み
直
す
Ｉ
」
の
第
一
一
章
の
７
「
男
と
女
」
の
項
、
お
よ
び
「
同
書
Ⅱ
」
の
第
三
章
の
３
「
エ
ロ
ス
と
性
」
の
項
を
参
照
。

（
７
）
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
男
性
支
配
の
現
実
に
つ
い
て
は
、
リ
ア
ン
・
ア
ィ
ス
ラ
１
「
聖
杯
と
剣
』
（
野
島
秀
勝
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
）
の
七

（
４
）
へ
プ
ラ
イ
語
の
「
ト
ー
ラ
ー
」
を
、
日
本
語
で
は
「
律
法
」
と
訳
す
が
、
そ
れ
は
宗
教
的
側
面
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
・
だ
が
、
本
来

「
法
律
」
と
も
同
じ
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
は
、
一
回
言
・
の
①
、
の
目
』
＆
な
ど
、
法
律
と
律
法
の
区
別
は
な
い
。

（
５
）
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
強
大
な
エ
ジ
プ
ト
帝
国
か
ら
「
奇
跡
的
」
に
脱
出
で
き
た

と
い
う
経
験
に
よ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
「
原
体
験
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
一
弱
小
民
族

で
し
か
な
か
っ
た
自
分
た
ち
に
、
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
一
方
的
で
無
償
な
「
恵
み
」
の
ゆ
え
で
あ
る

と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
聖
書
を
読
み
直
す
Ｉ
」
の
第
一
章
の
ｌ
「
人
生
の
根
本
実
相
」
を
参
照
・
キ
リ
ス

ト
教
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
考
え
を
継
承
し
て
い
る
。

（
６
）
「
現
前
の
記
号
学
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
丸
山
坐
三
郎
「
文
化
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
（
勁
草
書
房
）
の
第
三
章
「
〈
現
前
の
記
号

（
１
）
拙
著
「
聖
書
今

（
２
）
同
、
一
五
頁
。

（
３
）
例
え
ば
、
『
フ

卜
教
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
く

「
現
前
の
記
号
学
」
の
問
題
に

学
〉
の
解
体
」
の
項
を
参
照
。

～
九
章
を
参
照
。

２
の
注

拙
著
「
聖
書
を
読
み
直
す
Ｉ
」
（
春
秋
社
）
第
一
章
の
２
「
神
の
か
た
ら
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

下
を
参
照
。
ま
た
「
言
葉
の
エ

繰
り
返
し
警
告
を
発
し
て
い
る
。

『
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
快
楽
」
（
紀
伊
圏
屋
書
店
）
五
○
頁
以
下
、
「
カ
オ
ス
モ
ス
の
迎
動
」
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
、
一
二
六
頁
以

。
ま
た
「
言
葉
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
（
紀
伊
國
屋
書
店
）
で
は
、
九
四
頁
、
一
一
一
一
九
頁
、
二
五
一
頁
な
ど
で
こ
の
点
に
つ
い
て
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