
１

晩
年
の
西
脇
順
三
郎
が
も
っ
と
も
心
血
を
注
い
だ
作
業
が
、
ギ
リ
シ
ャ

語
と
漢
語
の
意
味
音
韻
を
め
ぐ
る
比
較
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
膨
大
な
作
業
が
、
彼
の
詩
作
や
言
語
観
、
と
ど

う
関
係
し
て
い
る
の
か
は
け
っ
し
て
充
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
し
、
近
代
日
本
の
み
な
ら
ず
西
欧
を
含
ん
だ
世
界
に
お
け
る
言
語
の

神
秘
哲
学
の
な
か
で
そ
れ
を
位
置
付
け
る
と
い
う
試
み
は
い
ま
だ
に
な
さ

れ
て
い
な
い
。
わ
た
し
が
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の

言
語
文
化
研
究
所
の
そ
も
そ
も
の
設
立
起
源
に
も
深
く
関
係
し
て
い
る
西

脇
の
こ
の
最
後
の
業
績
を
、
今
日
的
観
点
か
ら
捕
ら
え
直
し
、
翻
っ
て
彼

の
詩
作
品
と
の
関
係
を
理
解
し
、
詩
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
説
き
続
け
た

ポ
エ
ジ
ー
の
再
検
討
に
至
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
脇
順
三
郎
が
そ

の
長
い
生
涯
に
な
し
と
げ
た
文
学
的
営
為
は
あ
ま
り
に
巨
大
で
あ
っ
て
、

し
ば
し
ば
深
遠
な
古
代
の
森
の
よ
う
に
わ
た
し
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
蛇
を

恐
れ
な
い
盲
人
の
ご
と
く
に
そ
の
な
か
に
踏
み
入
り
、
枝
の
二
、
三
本
を

拾
い
集
め
て
き
た
者
の
報
告
と
し
て
、
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

西
脇
が
生
涯
の
最
後
の
情
熱
を
捧
げ
た
比
較
言
語
学
の
試
み
に
つ
い
て

は
、
そ
の
作
業
に
協
力
し
た
り
、
探
求
の
現
場
に
い
あ
わ
せ
た
英
文
学
者

の
何
人
か
が
、
興
味
深
い
証
言
を
行
な
っ
て
い
る
。「
言
語
文
化
」
第
一

号
（
一
九
八
三
）
に
寄
せ
ら
れ
た
、
西
脇
追
悼
の
文
章
か
ら
例
を
引
い
て

お
こ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
西
脇
先
生
に
悩
ま
さ
れ
た
最
大
の
問
題
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
例
の
ギ
リ
シ
ャ
語
と
漢
語
の
語
彙
の
比
較
で
あ
る
。
な
に
し
ろ

西
脇
順
三
郎
と
完
全
言
語
の
夢

四
方
田

犬

彦

88



あ
の
問
題
に
対
す
る
先
生
の
関
心
は
長
く
、
晩
年
に
な
っ
て
ま
す
ま
す

強
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
を
悩
ま
す
よ
う
に
な
っ

た
だ
け
で
も
二
十
年
以
上
に
及
ん
で
い
る
。
学
校
に
来
る
と
、
き
ま
っ

て
大
学
院
の
事
務
所
に
陣
取
っ
て
、
小
野
田
耕
三
郎
さ
ん
を
相
手
に
話

し
て
い
る
。
先
生
が
詩
編
に
ギ
リ
シ
ャ
語
や
漢
語
を
書
き
ち
ら
し
、
小

野
田
さ
ん
が
「
大
字
典
」
を
調
べ
る
。
運
悪
く
二
人
が
作
業
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
来
合
わ
せ
る
と
逃
げ
出
す
わ
け
に
も
い
か
ず
、
付
き
合
う
こ

と
に
な
る
。
わ
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
聞
い
て
い
る
が
、
さ
っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
い
し
、
面
白
く
も
な
い
。（
１
）

い
つ
だ
っ
た
か
神
田
の
ラ
ド
リ
オ
で
筑
摩
書
房
社
長
井
上
達
三
氏
を

相
手
に
、
西
脇
氏
の
ギ
リ
シ
ャ
語＝

漢
語
談
義
が
始
ま
っ
た
。
井
上
氏

は
京
大
で
言
語
学
を
専
攻
し
た
人
だ
が
、
西
脇
詩
人
の
休
み
な
い
速
射

砲
的
コ
ト
バ
に
初
め
は
耳
傾
け
て
い
た
の
だ
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
入
っ

た
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
ほ
ど
な
く
居
眠
り
を
始
め
た
の
だ
っ
た
。
し
か

し
詩
人
は
話
を
や
め
よ
う
と
せ
ず
、
い
か
に
音
韻
が
似
て
い
る
か
を
原

稿
紙
に
書
い
て
延
々
と
説
明
、
い
や
説
得
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

学
の
な
い
ぼ
く
な
ど
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
（
学
問
的
根
拠
、
論
理
展
開
、

手
続
き
、
実
証
）
と
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
（
詩
的
感
興
）
の
激
し
い
交
錯

に
目
を
白
黒
さ
せ
、
頭
を
東
西
南
北
に
ふ
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
や

が
て
ぼ
く
に
も
睡
魔
が
襲
っ
て
き
た
。
だ
が
井
上
氏
の
よ
う
に
眠
る
わ

け
に
も
い
か
ず
、
そ
れ
に
酒
の
飲
め
な
い
ぼ
く
は
個
々
の
実
例
の
論
点

よ
り
も
、
一
体
西
脇
順
三
郎
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
揚
さ
せ
る
。
コ
ウ

フ
ン
さ
せ
る
も
の
は
な
に
か
、
そ
の
い
ち
ば
ん
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る

実
体
は
な
ん
で
あ
る
の
か
に
実
は
興
味
が
あ
っ
た
。（
２
）

い
ず
れ
の
証
言
に
も
、
西
脇
の
比
較
研
究
を
め
ぐ
る
困
惑
が
率
直
に
語

ら
れ
て
い
る
。
一
度
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
候
補
に
さ
え
推
挙
さ
れ
た
こ

の
学
匠
詩
人
が
延
々
と
口
に
す
る
、
一
見
荒
唐
無
稽
な
新
説
を
前
に
、
そ

れ
を
ど
う
受
け
入
れ
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
戸
惑
い
と
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
彼
が
高
齢
に
も
め
げ
ず
こ
の
作
業
に
よ
せ
る
情
熱
へ
の
感
嘆
と
が
、
そ

こ
で
は
告
白
さ
れ
て
い
る
。
鍵
谷
の
韜
晦
め
い
た
語
り
口
は
、
彼
の
師
に

寄
せ
る
優
し
さ
の
表
現
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

西
脇
の
比
較
研
究
の
も
っ
と
も
よ
き
協
力
者
で
あ
っ
た
小
野
田
耕
三
郎

の
回
想
（
３
）

に
よ
れ
ば
、
西
脇
が
こ
の
際
限
の
な
い
研
究
を
開
始
し
た
の

は
、
一
九
六
三
年
に
『
詩
経
』
を
読
む
会
が
始
ま
っ
た
と
き
で
あ
る
と
い

う
。
ち
な
み
に
西
脇
は
そ
の
前
年
に
慶
応
義
塾
を
定
年
退
官
し
、
こ
の
年
、

明
治
学
院
大
学
に
専
任
の
教
授
と
し
て
着
任
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
小
野

田
は
中
国
文
学
の
研
究
者
で
、
か
つ
て
魯
迅
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
竹
内
好

と
論
争
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
が
、
当
時
は
大
学
院
事
務
室
に
い

た
。
読
書
会
に
参
加
し
た
の
は
先
に
名
を
掲
げ
た
三
神
や
、
新
倉
俊
一
と

い
っ
た
六
人
の
英
文
学
研
究
室
の
同
僚
と
、
開
設
さ
れ
て
間
も
な
い
仏
文

研
究
室
に
い
た
入
沢
康
夫
な
ど
、
七
、
八
人
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の

比
較
研
研
究
の
萌
芽
は
さ
ら
に
五
年
前
に
溯
り
、「『
詩
経
』
と
ゲ
ル
マ
ン

の
古
詩
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
は
「
古
代
詩
と
い
う
特
異
の
存
在
か
ら
」

両
者
の
比
較
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
発
言
が
見
出
さ
れ
る
。
小
野
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田
に
よ
れ
ば
、
西
脇
の
『
詩
経
』
の
読
み
方
は
独
特
で
、
そ
の
筋
の
権
威

で
あ
る
吉
川
幸
次
郎
に
よ
る
註
釈
や
読
み
下
し
の
一
切
を
排
し
、「
音
に

固
執
」
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
古
代
漢
語
の
音
体
系
へ

の
疑
問
が
生
じ
、
さ
ら
に
発
展
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
と
の
音
義
比
較
と
い
う

発
想
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
彼
は
推
測
し
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
集

『
じ
ゅ
ん
さ
い
と
す
ず
き
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
）
の
後
記
に
は
「
お

そ
ら
く
人
間
は
み
な
古
代
人
に
も
ど
ろ
う
と
す
る
」
と
い
う
興
味
深
い
一

行
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
古
代
へ
の
回
帰
が
想
像
的
次
元
に
お
い
て
、
ま

ず
言
語
の
再
現
と
い
う
形
を
と
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
や
す
く
推
測

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

比
較
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
最
初
は
上
田
萬
年
ら
に
よ
る
『
大
字
典
』

が
用
い
ら
れ
、
の
ち
に
三
省
堂
の
『
明
解
漢
和
辞
典
』
が
加
わ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
現
代
中
国
語
の
表
記
が
引
か
れ
た
。
他
に
も
い
く
つ
か
の
漢
和
辞

典
や
中
国
語
の
辞
書
が
使
用
さ
れ
た
よ
う
す
で
あ
る
（
推
測
す
る
に
、
略

字
を
徹
底
さ
せ
た
共
産
党
政
権
下
の
も
の
で
は
な
く
、
香
港
か
台
湾
で
刊

行
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
）。
ギ
リ
シ
ャ
語
に
つ
い
て
も
何
種
類
か
の
辞
書

が
用
い
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
協
力
者
の
小
野
田
は
そ
の
辞
書
を
引
く
間
も

な
く
、「
結
局
は
西
脇
順
三
郎
独
特
の
再
三
く
り
か
え
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ

語
の
発
音
と
滑
ら
か
に
走
る
ギ
リ
シ
ャ
文
字
を
追
っ
て
い
る
」
の
に
忙
し

く
、「
ギ
リ
シ
ャ
語
の
音
・
義
が
の
べ
ら
れ
る
と
、
即
座
に
『
大
字
典
』

が
開
か
れ
、
漢
語
の
音
・
義
が
さ
が
し
も
と
め
ら
れ
る
風
景
が
続
い
た
。

ギ
リ
シ
ャ
語
と
漢
語
と
の
音
・
義
、
そ
れ
が
単
語
と
成
語
に
わ
た
っ
て

次
々
に
合
わ
さ
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
は
ま
る
で
両
者
の
呼
吸
が
ぴ
っ
た
り

お
の
の

合
っ
た
よ
う
で
、
互
い
に
�
こ
の
世
の
秘
密
を
暴
い
て
い
る
よ
う
な
戦
き

を
感
じ
る
�
な
ど
と
言
い
合
い
な
が
ら
、
言
葉
は
酔
漢
の
よ
う
に
声
高
に

な
っ
た
。」

今
、
そ
の
莫
大
な
研
究
の
な
か
か
ら
、
試
み
に
「
悪
」
と
い
う
漢
語
を

取
り
出
し
て
み
よ
う
（
図
版
参
照
）。
西
脇
は
ま
ず
「
悪
」
の
音
読
み

「
ア
ク
」
と
現
代
中
国
語
の
読
み
﹇ê

﹈﹇o

﹈
を
記
し
た
後
で
、
ギ
リ
シ
ャ

語
で
そ
れ
に
関
係
す
る
と
思
し
き
単
語
を
羅
列
し
て
ゆ
く
。「
人
間
の
く

そ
」
は

で
あ
り
、

と
繰
り
返
す
と
き

と
な
る
と
し

て
、

の
後
半
部
分
の
発
音
が
﹇kjê

﹈
か
ら
﹇jê

﹈﹇ê

﹈
へ
と
変
化
し

て
ゆ
く
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に「
く
そ
を
す
る
」「
動
物
の
く
そ
」

「
あ
く
」「
み
に
く
し
」「
き
ず
」「
や
ま
ひ
」
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
、「
悪
」

に
関
連
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
を
、

、

、

、

、

、

と
列
挙
し
、
そ
れ
ら
の
一
部
分
が
音
韻
変
化
に
よ
っ
て

い
か
に
﹇ê

﹈
や

﹇o

﹈
に
接
近
し
て
ゆ
く
か
を
七
頁
に
わ
た
っ
て
例
証

し
て
ゆ
く
（
４
）
。
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
う
し
た
変
化
が
成
さ
れ
る
の

か
、
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
意
味
論
的
に
近
い
場
所
に
あ
る
単

語
の
間
の
音
声
の
類
似
性
、
近
接
性
が
、
何
百
頁
に
わ
た
っ
て
指
摘
さ
れ

展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
莫
大
な
研
究
資
料
集
の
頁
を
捲
っ
て
い
て
気
付
く
の
は
、
西
脇
は

漢
語
が
漢
字
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
い
さ
さ
か
も
関

心
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
音
声
で
あ
っ
て
、

い
か
に
長
い
単
語
も
そ
の
本
質
は
単
音
節
に
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い

う
、
強
固
な
確
信
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
小
野
田
は
こ
の
研
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究
を
通
し
て
「
漢
語
の
単
音
節
が
作
為
的
、
人
為
的
に
作
ら
れ
（
分
け
ら

れ
）
た
も
の
で
、
本
来
は
多
音
節
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
。
大
胆
な
仮

説
」
へ
と
誘
惑
さ
れ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

研
究
は
具
体
的
に
は
一
九
六
四
年
末
に
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
急
速
に
深

ま
っ
て
い
っ
た
。
一
九
六
八
年
に
は
早
く
も
言
語
文
化
研
究
所
か
ら
『
ギ

リ
シ
ャ
語
・
漢
語
比
較
研
究
│
│
材
料
集
１
』
が
、
七
八
一
頁
と
い
う
大

冊
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
頁
に
二
な
い
し
三
の
漢
語
と
、
そ
れ
に
対
応

し
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
語
が
並
べ
ら
れ
、
英
語
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
は
約
二
千
ほ
ど
の
語
彙
が
、
こ
こ
で
は
検
討
さ
れ
て
い
る
。

巻
頭
で
著
者
は
高
ら
か
に
宣
言
す
る
。「
漢
語
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

語
系
の
言
語
と
い
う
の
で
は
な
く
、
し
か
し
古
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る

中
国
語
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
系
の
言
語
が
そ
の
文
法
に
お
い
て
も
、

�

�

�

�

�

そ
の
語
彙
に
お
い
て
も
、
破
壊
さ
れ
た
（
強
調
は
引
用
者
）
歴
史
的
基
盤

の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
」（
５
）
。
そ
の
後
も
研
究
は
進
展

し
、
十
年
後
の
一
九
七
八
年
に
は
原
稿
用
紙
で
一
八
四
〇
枚
に
及
ぶ
完
全

清
書
原
稿
が
研
究
所
に
寄
贈
さ
れ
、
た
だ
ち
に
複
写
製
本
さ
れ
て
い
る
。

取
り
上
げ
ら
れ
た
語
彙
は
、
両
言
語
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
万
五
千
に
及

ん
だ
。
だ
が
、
探
求
は
そ
れ
で
も
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
一
九
八
二
年
、
西

脇
が
八
十
八
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
こ
と
を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
ギ

リ
シ
ャ
語
と
漢
語
の
比
較
研
究
ノ
ー
ト
』（
言
語
文
化
研
究
所
）
に
巻
末

に
三
神
勲
が
記
し
た
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
先
生
の
研
究
は
中
型
段

ボ
ー
ル
四
箱
に
大
学
ノ
ー
ト
百
二
十
四
冊
、
さ
ら
に
原
稿
用
紙
に
お
い
て

七
千
四
百
枚
を
数
え
る
と
い
う
。
ま
さ
に
ラ
ブ
レ
ー
的
な
数
字
で
あ
る
。

幸
い
に
も
こ
れ
ら
は
西
脇
の
死
後
、
す
べ
て
が
完
全
な
形
で
言
語
文
化
研

究
所
に
保
管
さ
れ
、
後
世
の
研
究
者
に
よ
る
解
読
を
待
っ
て
い
る
。

２

こ
こ
で
ひ
と
た
び
西
脇
を
離
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
潮
の
な
か
で
諸
言

語
を
比
較
し
、
そ
の
背
後
に
原
初
に
し
て
完
全
な
る
言
語
と
い
う
観
念
を

想
定
す
る
と
い
う
試
み
が
ど
の
よ
う
に
醸
成
さ
れ
継
承
さ
れ
て
き
た
か
を
、

簡
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
（
６
）
。

世
界
と
人
間
の
始
ま
り
を
語
る
旧
約
聖
書
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
記
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
こ
そ
が
バ

ベ
ル
の
塔
の
崩
壊
以
前
に
存
在
し
て
い
た
完
全
に
し
て
原
初
の
言
語
で
あ

る
と
い
う
観
念
は
、
長
い
間
自
明
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
少

な
く
と
も
オ
リ
ゲ
ネ
ス
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ま
で
師
父
た
ち
は
、
そ

れ
に
あ
え
て
言
及
す
る
必
要
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
の
経
典
で
あ

る
カ
バ
ラ
が
知
識
人
の
注
目
を
浴
び
、
ま
た
一
方
で
聖
書
の
世
俗
語
へ
の

翻
訳
と
そ
れ
に
続
く
宗
教
改
革
が
生
じ
た
と
き
、
聖
書
の
原
典
が
ヘ
ブ
ラ

イ
語
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
じ
め
て
照
明
が
投
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、「
神
の
配
剤
」
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語

の
祖
語
性
に
つ
い
て
研
究
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教

的
カ
バ
ラ
主
義
者
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
こ
そ
が
人
類
最
初
の
普
遍
言
語
で
あ
っ

た
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
語
源
の
探
求
に
勤
し
む
に
い
た
っ
た
。
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
に
現
存
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
言
語
が
、
い
か
に
語
源
的
に
ヘ
ブ
ラ

イ
語
に
還
元
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
書
物
が
上
梓
さ

れ
た
。
一
例
を
揚
げ
る
な
ら
ば
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ギ
シ
ャ
ー
ル
は
『
諸
言

語
の
語
源
上
の
一
致
』
一
六
〇
六
に
お
い
て
、
語
根
の
倒
置
と
ア
ナ
グ
ラ

ム
、
置
換
と
い
っ
た
カ
バ
ラ
に
由
来
す
る
手
法
を
駆
使
し
な
が
ら
、
ラ
テ

ン
語
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
語
彙
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
導

き
だ
せ
る
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
集
大
成
し
た
と
こ
ろ
に
、
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
・
キ
ル

ヒ
ャ
ー
が
一
六
七
九
年
に
著
し
た

『
バ
ベ
ル
の
塔
』
が
出
現
す
る
。
こ

の
イ
エ
ズ
ス
会
神
父
は
、
ア
ダ
ム
が
エ
デ
ン
に
お
い
て
動
物
た
ち
を
命
名

す
る
さ
い
に
、
い
か
に
そ
れ
ら
の
特
性
を
音
声
に
よ
て
模
倣
し
た
か
を
説

明
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
が
誕
生
し
た
過
程
を
語
源

学
的
に
導
き
だ
そ
う
と
す
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
象
形
文
字
は
表
意
的
価
値

を
も
つ
と
見
な
し
、
丹
念
に
観
察
資
料
を
蒐
集
書
写
す
る
と
、
カ
バ
ラ
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ナ
の
表
意
文
字
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
と
文
字
が

古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
と
関
わ
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
十
七
世
紀
に
は
少

な
か
ら
ぬ
論
者
が
、
ノ
ア
の
大
洪
水
の
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
シ
ナ
の
言

語
こ
そ
が
原
初
の
無
垢
の
言
語
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
を
行
な
っ
た
。

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
宣
教
師
と
し
て
現
実
の
明
に
赴
き
、
漢
字
が
東
ア
ジ

ア
の
諸
国
で
い
か
に
広
範
囲
の
国
際
性
を
実
現
し
て
い
る
か
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
報
告
し
た
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
推
測
で
き

る
。
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
お
け
る
シ
ナ
語
へ
の
関
心
も
、
こ
の
知
的
権
域
の
内

側
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
う
の
昔
に
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
エ
ジ
プ
ト
文

明
と
は
異
な
り
、
シ
ナ
の
文
明
は
巨
大
に
し
て
同
時
代
的
に
栄
華
の
極
み

に
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
は
そ
こ
に
巨
大
な
他
者
を
発
見
し
て
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
夢
を
投
影
し
よ
う
と
し
た
。
キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
彼
の
地
に

あ
っ
て
、
ノ
ア
の
子
孫
で
あ
る
ハ
ム
が
伝
え
た
象
形
文
字
が
い
ま
だ
に
用

い
ら
れ
て
い
る
と
確
信
し
、
全
世
界
に
分
散
し
た
八
十
余
り
の
言
語
が
イ

エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
再
統
合
さ
れ
る
日
を
夢
想
し
た
。

キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
エ
ジ
プ
ト
学
の
父
と
見
な
さ
れ

て
き
た
が
、
そ
の
学
問
的
業
績
は
ロ
ゼ
ッ
タ
石
の
発
見
に
よ
っ
て
す
べ
て

灰
燼
に
帰
し
た
感
が
あ
る
。
だ
が
彼
の
推
論
の
誤
謬
は
別
と
し
て
も
、
そ

の
同
時
代
に
は
、
原
初
の
言
語
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
あ
る
と
い
う
長
年
の
神

話
的
信
仰
は
失
調
を
来
た
し
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
批
判
的
言
説
が
登
場
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
十
八
世
紀
に
は
人
類
の
祖
語
を
め
ぐ
っ
て
、
ケ

ル
ト
語
か
ら
チ
ュ
ー
ト
ン
語
、
ゲ
ル
マ
ン
語
、
は
て
は
オ
ラ
ン
ダ
語
ま
で

が
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
り
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
の
覇
権

争
い
に
乗
じ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
趨
勢
が
強
く
な
る
と
、
自
国
語
に
神

話
的
権
威
を
付
与
す
る
た
め
に
そ
の
原
初
性
を
強
調
す
る
と
い
う
作
業
が

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
傾
向
に
批
判
的
な
動
き

が
哲
学
者
の
間
か
ら
生
じ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン＝

バ
チ

ス
タ
・
ヴ
ィ
コ
は
『
新
し
い
学
問
』
一
七
四
四
に
お
い
て
言
語
の
起
源
を

め
ぐ
る
神
話
的
思
考
を
批
判
し
、
起
源
の
複
数
説
を
唱
え
た
し
、
ル
ソ
ー

も
ま
た
『
言
語
起
源
論
』
一
七
八
一
の
な
か
で
原
初
の
言
語
は
音
楽
で
は

な
か
っ
た
か
と
い
う
大
胆
な
仮
説
を
論
じ
て
い
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
か

ら
ヘ
ル
ダ
ー
ま
で
、
原
初
の
完
全
言
語
と
い
う
観
念
は
つ
ね
に
審
判
に
か

西脇順三郎と完全言語の夢
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け
ら
れ
て
き
た
。
近
代
が
進
行
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も

ま
た
言
語
観
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
。
十
九
世
紀
中
頃
、
フ
ン

ボ
ル
ト
の
時
代
と
も
な
る
と
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
言
語
は
民
族
に
固

ガ
イ
ス
ト

有
の
世
界
観
、「
精
神
」
を
形
成
し
体
現
し
て
い
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、

特
権
的
な
言
語
の
派
生
物
な
ど
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
ま
で
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
完
全
言
語
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
夢
想
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な

か
で
、
し
だ
い
に
知
的
領
域
の
中
心
か
ら
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ア
ナ

ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
十
八
世
紀
に
な
る
と
そ

れ
ぞ
れ
の
言
語
の
語
源
探
求
が
ま
す
ま
す
厳
密
と
な
り
、
そ
れ
は
や
が
て

比
較
言
語
学
と
い
う
新
し
い
学
問
の
分
野
を
準
備
す
る
。
原
初
の
言
語
と

い
う
神
話
は
威
光
を
喪
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
が
複
数
の
言
語
を
統
括
す
る
作

業
仮
説
と
し
て
痕
跡
を
留
め
る
よ
う
に
な
る
。
い
ま
や
必
要
と
さ
れ
る
の

は
、
言
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
系
統
を
め
ぐ
る
類
型
学
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

対
照
辞
典
の
編
集
か
ら
比
較
の
方
法
論
が
形
を
整
え
て
く
る
と
、
完
全
言

語
の
夢
は
は
る
か
に
遠
い
日
の
も
の
と
化
し
て
し
ま
う
。
一
八
一
八
年
に

ヤ
コ
ブ
・
グ
リ
ム
が
『
ド
イ
ツ
語
文
法
』
の
な
か
で
行
な
っ
た
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
、
ゴ
ー
ト
語
、
そ
し
て
ド
イ
ツ

語
に
及
ぶ
子
音
推
移
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
作
業
が
考
古
学
に
情
熱
を
燃

や
す
ア
マ
チ
ュ
ア
の
作
業
で
は
な
く
、
科
学
的
な
方
法
論
を
明
確
に
も
つ

学
者
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
十
九
世
紀

に
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
含
め
て
「
イ
ン
ド＝

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
」
と

い
う
巨
大
な
原
型
的
概
念
が
成
立
し
、
神
話
解
釈
を
含
め
て
圧
倒
的
な
知

的
権
能
を
誇
る
ま
で
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
ア
ー
リ

ア
語
族
の
祖
先
に
関
す
る
言
語
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
（
の
ち
に
不

幸
な
政
治
的
援
用
を
体
験
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
）、
そ
れ
を
全
人
類
に

お
い
て
普
遍
的
か
つ
原
初
の
言
語
の
探
求
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
時
代
に
も
、
神
秘
家
や
神
智
学
者
た
ち
が
原
初
の
神
聖
言

語
の
実
在
を
信
じ
、
著
作
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
知
の
周
縁
的
現
象
に
留
ま
り
、
時
代
の
エ
ピ
ス

テ
ー
メ
ー
に
お
け
る
原
理
的
選
択
か
ら
は
は
る
か
に
遠
い
と
こ
ろ
に
追
放

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

ち
な
み
に
話
を
近
世
近
代
の
日
本
に
移
す
と
、
や
は
り
こ
こ
で
も
原
初

の
言
語
を
探
求
し
そ
れ
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
日
本
型
オ
カ
ル
テ
ィ
ス
ム

が
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
幕
末
に
活
躍
し
た
国
学
者
の
平
田
篤
胤
は
、

漢
字
伝
来
以
前
に
日
本
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
神
代
文
字
を
『
古
史

徴
開
題
記
』
一
八
一
九
に
お
い
て
披
露
し
、
日
本
が
神
国
で
あ
る
こ
と
の

根
拠
と
見
な
し
た
。『
古
事
記
神
話
の
新
研
究
』
一
九
二
一
に
お
い
て
ヤ

マ
ト
民
族
と
古
代
ヒ
ッ
タ
イ
ト
民
族
の
同
祖
性
を
説
き
、
古
代
ア
ッ
シ
リ

ア
語
か
ら
ベ
ル
ベ
ル
語
ま
で
に
言
及
し
な
が
ら
、
日
本
語
と
日
本
神
話
の

普
遍
性
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
無
政
府
主
義
者
の
石
川
三
四
郎
か
ら
、
大

著
『
天
孫
人
種
六
千
年
史
の
研
究
』
一
九
二
六
に
お
い
て
日
本
語
と
シ
ュ

メ
ー
ル
語
の
語
彙
の
類
似
を
熱
烈
に
主
張
し
、
急
進
的
国
粋
団
体
で
あ
る

ス
メ
ル
学
会
を
主
宰
し
た
三
島
敦
雄
ま
で
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
に
さ

ま
ざ
ま
な
奇
説
珍
説
を
説
く
論
者
が
存
在
し
て
い
る
（
７
）
。

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
は
こ
う
し
た
完
全
言
語
の
探
求
者
が
多
く
の
場

合
陥
っ
て
し
ま
う
罠
を
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
五
通
り
に
分
類
し
提
示
し
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て
い
る
（
８
）
。

ま
ず
彼
ら
の
大
部
分
は
完
全
言
語
と
普
遍
言
語
を
概
念
と
し
て
明
確
に

区
別
し
て
い
な
い
。
完
全
な
言
語
が
人
類
の
ご
く
少
数
に
よ
っ
て
担
わ
れ

て
い
た
場
合
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
不
完
全
で
は
あ
り
な
が
ら
普
遍

的
に
人
類
が
用
い
て
い
た
言
語
と
い
う
も
の
も
想
定
が
可
能
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
論
者
の
大
方
は
両
者
の
間
に
無
前
提
に
等
号
を
引
い
て
し

ま
っ
て
い
る
。
二
番
目
に
彼
ら
は
、
言
語
が
自
然
の
模
倣
と
し
て
生
じ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
共
同
体
の
規
約
と
し
て
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
、
プ
ラ

な
お
ざ

ト
ン
の
『
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
』
に
ま
で
溯
る
本
質
的
問
題
を
懈
り
に
し
た
ま

ま
言
語
の
起
源
を
論
じ
よ
う
と
し
、
語
源
学
に
よ
る
正
当
化
と
模
倣
説
に

よ
る
正
当
化
を
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
三
番
目
に
、
音
声
と
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
文
字
）
の
差
異
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
四
番
目
に
、
類

似
の
語
彙
の
探
求
に
集
中
す
る
あ
ま
り
に
、
言
語
を
構
成
し
て
い
る
他
の

重
大
な
要
素
で
あ
る
音
声
や
文
法
の
構
造
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

最
後
に
原
初
の
言
語
と
普
遍
文
法
と
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
言
語
間
の

共
通
の
文
法
的
規
則
を
探
求
す
る
と
し
て
も
、
な
に
も
原
初
の
言
語
を
想

定
し
な
く
と
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
エ
ー
コ
の
批
判
で
あ

る
。こ

う
し
た
文
脈
の
な
か
に
置
い
て
み
た
と
き
、
第
一
章
で
述
べ
た
西
脇

順
三
郎
に
よ
る
漢
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
の
比
較
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
壮
大
な
研
究
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
そ
れ
が
日
本
人
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
と
は
無
関
係
に
、
二
つ
の

外
国
語
の
間
の
照
合
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
日
本
語

と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
日
本
語
と
古
代
ア
ッ
シ
リ
ア
語
で

は
な
い
の
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
二
十
世
紀
を
通
し
て
こ
の
ふ
た
つ
の
言
語

は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
流
れ
を
組
む
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
機
会
あ
る

た
び
に
類
縁
性
を
「
指
摘
」
さ
れ
、「
日
本
人
│
│
ユ
ダ
ヤ
人
同
祖
論
」
を

証
明
す
る
神
話
的
素
材
と
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
西
脇
は
生
涯
に
わ

た
っ
て
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
る
も
の
に
積
極
的
関
心
を
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た

し
、
平
田
篤
胤
以
来
の
国
粋
主
義
的
情
熱
と
も
、
最
初
か
ら
完
全
に
袂
を

分
か
っ
て
い
た
。
日
本
人
の
優
秀
性
や
文
化
普
遍
性
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
顕
彰
す
る
言
説
か
ら
、
彼
は
つ
ね
に
一
定
の
距
離
を
取
っ
て

お
り
、
そ
の
態
度
に
は
戦
前
と
戦
後
を
通
し
て
い
さ
さ
か
も
変
わ
り
が
な

か
っ
た
。

と
は
い
う
も
の
の
、
中
国
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
と
い
う
組
合
わ
せ
は
い
さ

さ
か
も
言
語
学
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
言
語
が
選

択
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
西
脇
個
人
が
こ
の
二
言
語
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
古
典
文
学
作
品
に
深
く
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
強
烈
な

動
機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
東
洋
と
西
洋
を
代
表
す
る
、
理

想
化
さ
れ
た
古
代
文
明
の
照
合
と
い
う
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
一
九

世
紀
以
来
、
西
洋
の
比
較
言
語
学
に
あ
っ
て
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
存
在
し
て
き
た
「
イ
ン
ド＝

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
」
と
い
う
観
念
を
よ
り

拡
大
し
て
、
中
国
語
の
莫
大
な
広
が
り
を
そ
こ
に
統
合
的
に
参
加
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
人
類
の
諸
言
語
の
間
に
横
た
わ
る
普
遍
性
を
顕
彰
し
た
い

と
い
う
強
い
願
望
を
、
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
十
八
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世
紀
の
西
洋
で
唱
え
ら
れ
た
、
無
垢
の
言
語
と
し
て
の
シ
ナ
語
の
神
話
が

投
影
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
即
断
は
で
き
な
い
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
西
脇
の
博
学
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ

が
第
十
章
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
古
代
の
漢
詩
を
め
ぐ
る
圧
倒
的
な
敬
愛

と
情
熱
こ
そ
が
、
こ
の
比
較
研
究
の
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

西
脇
の
こ
の
作
業
は
、
方
法
論
的
に
は
十
九
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発

展
し
た
比
較
言
語
学
の
手
法
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
彼
は
け
っ
し

て
言
語
の
起
源
に
つ
い
て
、
神
秘
家
と
し
て
振
舞
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

人
類
の
歴
史
に
あ
っ
て
、
原
初
に
完
全
に
し
て
無
垢
な
る
普
遍
言
語
が
存

在
し
て
い
た
と
い
っ
た
口
吻
を
不
用
意
に
漏
ら
す
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、

ま
し
て
や
特
定
の
言
語
を
特
権
的
に
神
聖
視
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
た

だ
数
人
の
協
力
者
、
理
解
者
の
力
を
借
り
な
が
ら
黙
々
と
二
言
語
の
属
す

る
語
彙
の
照
合
を
続
け
、
み
ず
か
ら
の
確
信
を
情
熱
を
も
っ
て
語
り
続
け

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
方
法
に
は
、
エ
ー
コ
が
先
に
掲
げ
た
、
完
全

言
語
論
者
の
陥
り
が
ち
な
い
く
つ
か
の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
西
脇
は

古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
と
現
在
の
中
国
語
（
正
確
に
い
う
と
北
京
官
話
）
が
歴

史
的
に
ど
の
よ
う
な
推
移
に
よ
っ
て
、
彼
が
知
り
う
る
形
態
に
ま
で
変
化

到
達
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
い
っ
こ
う
に
関
心
を
払
わ
ず
、
た
だ
両
言

語
を
構
成
す
る
単
語
の
比
較
照
合
に
終
始
し
た
。
そ
の
中
間
形
態
、
移
行

形
態
に
あ
る
言
語
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
た
え
て
な
く
、
最
初
か
ら
あ
る

確
信
に
基
づ
い
て
演
繹
的
に
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
く
だ
け
だ
っ
た
。
ギ

リ
シ
ャ
語
が
ギ
リ
シ
ャ
文
字
に
よ
っ
て
、
シ
ナ
語
が
漢
字
に
よ
っ
て
書
か

れ
て
い
る
と
い
う
決
定
的
な
事
実
は
、
な
ぜ
か
無
視
さ
れ
て
し
ま
い
、

も
っ
ぱ
ら
言
語
の
音
声
的
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
音
声
の
問
題
が
構
造
論
的
に
分
析
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、

単
語
と
単
語
を
結
合
さ
せ
て
文
を
形
成
す
る
統
辞
法
へ
の
言
及
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
指
摘
は
、
西
脇
が
生
涯
の
後
半
に
す
べ
て
の
情
熱
を
注
い
で

悔
い
な
か
っ
た
大
作
業
が
、
今
日
の
言
語
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ズ
ム
に
し
か
映
ら
な
い
と
い
っ
た
印
象
を
あ
た
え
る
。
事
実
、
わ
た

し
は
中
国
語
学
者
か
ら
も
、
ギ
リ
シ
ャ
語
学
者
か
ら
も
、
ま
た
比
較
言
語

学
者
か
ら
も
、
こ
の
畢
生
の
試
み
に
対
す
る
正
面
切
っ
た
評
価
や
批
判
を

耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
二
十
数
年
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
た
こ
の
探
求

に
つ
い
て
は
、
直
接
に
そ
れ
に
関
わ
っ
た
弟
子
た
ち
の
、
い
さ
さ
か
当
惑

し
た
回
想
的
証
言
を
の
ぞ
け
ば
、
い
ま
だ
か
っ
て
言
及
す
ら
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。『A

m
barvalia

』
や
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』

の
美
し
さ
を
愛
す
る
読
者
の
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
が
、
こ
の
作
業
の
存
在

を
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
す
べ
て
は
言
語
文
化
研
究
所

の
奥
深
く
に
、
い
う
な
れ
ば
オ
カ
ル
ト
的
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

で
は
こ
の
「
最
後
の
仕
事
」
に
正
当
な
照
明
を
当
て
、
西
脇
の
意
図
と

情
熱
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
見
究
め
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
わ
た
し
が
作
業
仮
説
と
し
て
提
示
し

て
み
た
く
思
う
の
は
、
そ
れ
を
西
脇
が
日
本
語
で
執
筆
し
た
も
っ
と
も
初

期
の
作
品
で
あ
る
『A

m
barvalia

』
の
傍
ら
に
置
き
、
両
者
の
間
に
横
た

わ
っ
て
い
る
詩
的
直
感
を
掬
い
あ
げ
る
こ
と
で
、
詩
人
の
言
語
観
、
ひ
い
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て
は
ポ
エ
ジ
ー
を
め
ぐ
る
観
念
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
従

来
な
さ
れ
て
き
た
解
釈
と
註
釈
の
作
業
を
越
え
て
、
よ
り
創
造
的
で
思
弁

的
な
読
む
行
為
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
続
く
章
に
お
い
て
、
わ

た
し
は
西
脇
の
英
語
翻
訳
者
で
あ
る
ホ
セ
ア
・
ヒ
ラ
タ
か
ら
受
け
た
示
唆

を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

３

西
脇
順
三
郎
が
一
九
三
三
年
に
刊
行
し
た
詩
集
『A
m
barvalia

』
の
巻

頭
を
飾
る
「
天
気
」
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。

く
つ
が
へ

（

覆
さ
れ
た
宝
石
）
の
や
う
な
朝

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
ゝ
や
く

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
。

高
校
の
現
代
国
語
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
り
し
て
、
西
脇
の
あ
ま
た

の
作
品
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
詩
で
あ
る
。
こ

の
わ
ず
か
三
行
の
詩
に
つ
い
て
は
、
文
学
的
出
典
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か

く
つ
が
へ

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
（
９
）
。
第
一
行
目
の
「（

覆
さ
れ
た
宝
石
）」
と

い
う
表
現
は
、
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
の
『
エ
ン
デ
ィ
ミ
オ
ン
』
第
三
巻
七
七

七
行
に
あ
る
「like

an
upturn'd

gem

」
と
い
う
一
節
に
由
来
し
て
い
る
。

ま
た
第
二
、
三
行
に
描
か
れ
て
い
る
光
景
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
画
家

バ
ー
ン＝

ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
の
「
尼
寺
の
長
の

話
」
に
つ
け
た
挿
絵
に
、
作
者
が
想
を
得
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
聖

母
マ
リ
ア
の
話
を
信
じ
た
子
供
が
、
死
後
に
奇
蹟
を
も
っ
て
救
わ
れ
る
と

い
う
物
語
内
容
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
「
神
」
は
キ
リ
ス
ト
教

の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
作
品
を
は
じ
め
て
前
に
し
た
読
者
が
、
こ
う
し
た
作
者

の
側
の
事
情
を
か
な
ら
ず
し
も
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
冒
頭
の
一
行
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
夭
折

詩
人
が
執
筆
し
た
物
語
詩
を
た
だ
ち
に
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
読
者
が

い
る
と
は
、
い
く
ら
西
脇
で
も
期
待
は
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

バ
ー
ン＝

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
挿
絵
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
こ
ま
で
も
詩
人
に

霊
感
を
与
え
た
契
機
と
は
な
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
こ
の
三
行
の
詩
の
全

体
が
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。「
生
誕
」
す

る
神
が
幼
子
の
イ
エ
ス
を
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新
約
聖
書
の
神

そ
の
も
の
を
文
字
通
り
に
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
神
学
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
ポ
エ
ジ
ー
の
領
野
を
著
し
く
狭
め
て
し
ま
う
ば
か
り
か
、

こ
こ
か
ら
喚
起
さ
れ
る
自
由
な
想
像
力
に
対
し
抑
圧
的
な
権
能
を
行
使
し

て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
読
者
は
よ
り
気
楽
に
、
手
ぶ
ら
に
こ
の
作
品
に

満
ち
て
い
る
朝
の
光
の
散
乱
す
る
映
像
と
、
密
や
か
に
し
て
新
鮮
な
期
待

の
感
覚
、
さ
ら
に
全
体
を
覆
っ
て
い
る
、
世
界
の
原
初
に
立
ち
会
う
よ
う

な
雰
囲
気
を
体
験
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
第
三
行
目
に
登

場
す
る
「
神
」
が
特
定
の
宗
教
を
越
え
て
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
超
越
的

存
在
を
意
味
し
て
い
る
と
見
な
し
た
と
し
て
も
、
い
っ
こ
う
に
不
都
合
が

生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
有
体
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
詩
に
語
ら
れ
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て
い
る
情
景
が
日
本
の
神
道
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
や
ア

メ
リ
カ
の
先
住
民
の
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
っ
こ
う
に
構
わ

な
い
。
そ
う
し
た
解
釈
の
多
元
的
拡
が
り
の
可
能
性
を
、
あ
ら
か
じ
め

「
天
気
」
と
い
う
こ
の
短
い
作
品
は
潜
在
的
に
含
み
も
っ
て
い
る
と
い
え

る
。そ

れ
で
は
こ
の
作
品
を
分
析
的
に
読
み
解
い
て
い
く
う
え
で
、
け
っ
し

な
い
が
し
ろ

て
蔑
如
に
し
て
は
な
ら
な
い
要
素
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
端
的
に
い
っ
て
そ

れ
は
、
冒
頭
の
一
行
に
括
弧
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

叙
述
が
詩
の
語
り
手
に
よ
っ
て
直
接
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ど

こ
か
外
側
か
ら
の
引
用
、
他
者
の
声
の
間
接
的
な
借
用
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
キ
ー
ツ
が
出
典
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
意
味
を
も
つ
よ
う
に

な
る
の
は
、
こ
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
。
詩
の
ま
さ
に
冒
頭
に
翻
訳
を

掲
げ
る
こ
と
。
こ
れ
は
規
模
こ
そ
違
え
、
一
九
一
七
年
に
発
表
が
開
始
さ

れ
た
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
の
『
カ
ン
ト
ー
ズ
』
に
似
た
実
験
で
あ
り
、
日

本
の
近
代
詩
に
お
い
て
前
例
の
な
い
実
験
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
二
十
一
世
紀
に
達
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
西
脇
の
同
時
代
人
と
し

て
ジ
ョ
イ
ス
や
ボ
ル
ヘ
ス
を
知
っ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
批
評
理
論
と
し
て

の
ア
ン
テ
ル
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
と
い
う
考
え
に
も
親
し
ん
で
き
て
い
る
。

「
天
気
」
の
冒
頭
で
生
じ
て
い
る
現
象
が
、
詩
人
の
語
る
主
体
こ
そ
が
作

品
を
統
括
す
る
唯
一
の
声
で
あ
る
と
い
っ
た
人
間
中
心
主
義
を
相
対
化
す

る
文
学
観
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
二
十
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩

の
な
か
に
す
で
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
要
素
が
内
蔵
さ
れ
て
い
た
と

い
っ
た
議
論
を
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

だ
が
「
天
気
」
の
冒
頭
が
英
詩
か
ら
の
引
用
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、

日
本
の
近
代
詩
の
成
立
の
状
況
を
考
え
て
み
た
と
き
、
独
自
に
歴
史
的
問

題
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
脇
は
一
九
三
三
年
、
四
十
歳

�
�
�
�
�
�
�

に
し
て
最
初
の
日
本
語
に
よ
る
詩
集
『A

m
barvalia

』
を
江
湖
に
問
う
以

前
に
、
二
十
歳
台
か
ら
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
っ
て
活
発
な
詩
作
を
続

け
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
に
あ
っ
て
は
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
と
発
表
誌
を
同

じ
く
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
彼
が
一
九
二
五
年
の
時
点
で
、
す
で
に
英

文
詩
集Spectrum

を
ロ
ン
ド
ン
で
上
梓
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
脇
に
と
っ
て
詩
を
書
く
と
い
う
行
為
が
、
ま
ず
外

国
語
で
書
く
こ
と
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
い
く
ら
強
調
し
て

も
足
り
る
こ
と
が
な
い
。
日
本
語
に
よ
る
詩
作
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た

の
は
、
そ
の
後
彼
が
帰
国
し
、
日
常
生
活
を
日
本
語
で
す
ご
す
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、『A

m
barvalia

』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の

な
か
に
は
、「
失
楽
園
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
外
国
語
で

執
筆
さ
れ
、
し
か
る
後
に
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

い
う
な
れ
ば
こ
の
詩
集
そ
の
も
の
が
あ
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
の
移
行

の
途
上
に
お
い
て
な
さ
れ
た
作
業
、
言
語
学
的
横
断
行
為
の
産
物
で
あ
っ

て
、
古
代
ロ
ー
マ
の
祝
祭
を
意
味
す
る
と
い
う
詩
集
の
題
名
が
ラ
テ
ン
語

で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
だ
と
い
え
る
。

「
天
気
」
の
冒
頭
が
翻
訳
か
ら
始
め
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
時
期
の

西
脇
の
詩
に
対
す
る
態
度
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
詩
を
執
筆
す
る
こ
と

と
、
複
数
の
言
語
の
間
で
翻
訳
と
い
う
作
業
に
身
を
委
ね
る
こ
と
と
は
、

98



三
十
歳
台
の
彼
の
内
面
に
お
い
て
等
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
複
数
の
、
互

い
に
他
者
で
あ
る
よ
う
な
言
語
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
背
後
に
認

識
し
た
う
え
で
ポ
エ
ジ
ー
に
立
ち
向
か
う
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
は
や
が
て
西

脇
が
、『A

m
barvalia

』
の
後
、
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
て
同

じ
姿
勢
を
取
り
続
け
た
こ
と
を
知
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
姿
勢
は
彼
を
日

本
語
へ
の
ナ
ル
シ
シ
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
同
一
化
へ
向
か
う
こ
と
を
妨
げ
、

戦
時
中
の
国
粋
主
義
的
美
学
か
ら
遠
ざ
け
た
ば
か
り
か
、
戦
後
社
会
に
お

い
て
も
言
語
攪
乱
者
と
し
て
の
詩
人
た
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

詩
を
書
く
こ
と
が
翻
訳
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
認
識
。
わ
れ
わ
れ
が
、

も
っ
と
も
新
し
い
西
脇
研
究
と
し
て
、
ホ
セ
ア
・
ヒ
ラ
タ
の
説
く
と
こ
ろ

に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

西
脇
の
英
訳
者
で
も
あ
る
ヒ
ラ
タ
は
、「
天
気
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ

て
、
従
来
の
受
動
的
な
解
釈
を
退
け
、
よ
り
創
造
的
で
積
極
的
な
解
釈
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
西
脇
の
作
品
を
起
点

と
し
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
不
断
の
運
動
と
再
生
産
で
あ
り
、
原

初
の
テ
ク
ス
ト
に
帰
着
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
独
自
の
読
み
の
運

動
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
説
く
。
ヒ
ラ
タ
が
出
発
す
る
の
は
、
こ

れ
ま
で
あ
ま
た
の
西
脇
解
釈
者
が
言
及
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
き
わ
め

て
微
妙
な
細
部
、
二
行
目
に
あ
る
「
戸
口
」
と
い
う
わ
ず
か
一
語
に
隠
さ

れ
た
含
意
で
あ
る
（
10
）
。

「
戸
口
」doorw

ay

は
文
明
の
東
西
を
問
わ
ず
、
事
物
の
始
ま
り
と
変

化
を
示
す
象
徴
と
さ
れ
て
き
た
。
古
代
ロ
ー
マ
で
万
物
の
変
化
を
司
る
神

ヤ
ヌ
ス
は
戸
口
の
守
護
神
で
あ
っ
た
し
、
新
約
の
ヨ
ハ
ネ
伝
十
章
九
に
も
、

イ
エ
ス
が
み
ず
か
ら
を
指
し
て
門
（
戸
口
）
で
あ
る
と
語
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
だ
が
ヒ
ラ
タ
が
説
く
の
は
そ
う
し
た
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
そ

れ
が
旧
約
の
創
世
記
第
十
一
章
に
記
さ
れ
て
い
る
バ
ベ
ル
の
塔
に
関
係
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヒ
ラ
タ
は
ま
ず
塔
の
崩
壊
の
後
に
は
混
乱
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た

「
バ
ベ
ル
」B

a≈bel

と
い
う
語
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
い
か
な
る
セ
ム

語
族
の
言
語
に
も
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞

典
』
の
記
述
を
引
用
す
る
。『
辞
典
』
は
続
け
て
、Sayce

教
授
の
説
と

し
て
、
ア
ッ
シ
リ
ア
語
で
は
か
つ
て
「
神
の
戸
口
」「
神
々
の
戸
口
」
が

b a≈b−ilu,b a≈b−ili

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
ヒ
ラ
タ
は
一
挙
に
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
抱
い
て
い
た
独

自
の
翻
訳
観
と
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
そ
の
解
釈
（
11
）

が
織
り
な
し
て
い
る
問
題
文
脈
の
な
か
に
、
西
脇
の
詩
を
導
き
い
れ
て
ゆ

く
。
西
脇
順
三
郎
の
詩
を
現
代
思
想
の
も
と
に
解
釈
す
る
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
現
代
思
想
を
西
脇
の
詩
を
通
し
て
捻
転
し
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
と
い

う
印
象
を
与
え
る
手
つ
き
は
、
ま
さ
に
ス
リ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
彼
み
ず
か

ら
が
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
のan

alternative
textual

practice

も
う
ひ
と

つ
の
テ
ク
ス
ト
的
実
践
を
み
ご
と
に
体
現
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
を
説
明

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
観
に
つ
い
て
復
習
を
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

西脇順三郎と完全言語の夢
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４

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
翻
訳
者
の
使
命
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
、
一
見
奇
矯

と
も
い
え
る
断
言
か
ら
開
始
し
て
い
る
。
芸
術
は
け
っ
し
て
観
客
や
読
者

と
い
っ
た
受
け
手
を
前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
学
の
本
質
は

伝
達
で
も
な
け
れ
ば
、
言
表
さ
れ
て
い
る
そ
の
内
容
で
も
な
い
。
こ
れ
は

翻
訳
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ

文
学
作
品
を
移
行
さ
せ
る
と
い
う
作
業
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、

読
者
の
側
に
意
味
が
効
率
よ
く
正
確
に
伝
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が

翻
訳
可
能
性
を
み
ず
か
ら
の
内
側
に
本
質
的
に
携
え
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

翻
訳
と
は
作
品
が
同
時
代
の
生
を
終
え
、
死
後
の
生
を
送
る
よ
う
に

な
っ
た
と
き
に
お
き
る
事
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
最
初
の
生
は
「
つ

ね
に
新
し
く
最
終
的
な
、
最
も
包
括
的
な
発
展
段
階
」（
12
）

に
到
達
す
る
こ

と
に
な
る
。
で
は
、
翻
訳
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
の
か
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
諸
言
語
が
互
い
に
補
完
し
あ
う
も
ろ
も
ろ

の
志
向（Intention

）の
総
体
」
で
あ
る
「
純
粋
言
語
」die

reine
Sprache

に

到
達
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
外
国
語
を
通
し
て
自
国
語
に
激
し
い
揺
さ

ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、「
異
質
な
言
語
の
内
部
に
呪
縛
さ
れ
て
い

る
あ
の
純
粋
言
語
を
み
ず
か
ら
の
言
語
の
な
か
で
救
済
す
る
こ
と
」（
13
）

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
起
源
の
作
品
よ
り
も
言
語
的
に
よ
り
高
次
な
と
こ
ろ

に
立
っ
て
い
る
翻
訳
と
い
う
作
業
の
な
か
に
は
、
そ
の
階
梯
の
到
達
点
に

あ
る
純
粋
言
語
を
志
向
す
る
と
い
う
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
翻
訳
者
の
使
命
と
は
、
原
文
の
意
味
を
忠
実
に
再
現
し
伝
達
す
る
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
純
粋
言
語
と
い
う
巨
大
な
観
念
を
前
に
し
て
、
原

作
と
翻
訳
と
が
「
ひ
と
つ
の
大
い
な
る
言
語
の
破
片
」（
14
）

で
あ
る
こ
と
を

読
む
者
に
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
う
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
観
が
、
本
稿
第
二
章
で
示
し
た
完
全
言

語
論
者
の
系
譜
の
う
え
に
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
説
明
を
要
し
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
事
実
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ゲ
ル
シ
ョ
ル
ト
・
シ
ョ
ー
レ
ム
を
通

し
て
ユ
ダ
ヤ
神
秘
思
想
で
あ
る
カ
バ
ラ
に
親
し
ん
で
い
た
。
彼
は
十
八
世

紀
の
言
語
探
求
者
の
よ
う
に
複
数
の
言
語
の
語
彙
を
比
較
対
象
す
る
こ
と

か
ら
で
は
な
く
、
翻
訳
と
い
う
実
践
的
行
為
の
延
長
上
に
、
永
遠
に
喪
失

さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
崩
壊
以
前
に
人
類
が
携
え
て
い
た

は
ず
の
言
語
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
夢
想
し
て
い
る
。

こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ー
ゼ
を
受
け
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た

と
こ
ろ
に
、
デ
リ
ダ
の
薄
気
味
の
悪
い
哲
学
的
思
考
が
あ
る
。
デ
リ
ダ
に

よ
れ
ば
、
神
が
バ
ベ
ル
の
塔
を
破
壊
し
た
直
後
か
ら
、
人
間
た
ち
は
互
い

に
異
な
っ
た
言
語
を
喋
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
ま
で
続
く
混
乱
が
引
き
起

こ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
物
語
は
、
二
重
の
矛
盾
を
神
と
人
間
の

双
方
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
神
聖
に
し
て
不
可
侵
で
あ
っ
た
神
の

固
有
名
す
ら
が
、
翻
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
を
も
た
ら

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
神
が
人
間
た
ち
に
天
上
か
ら
与
え
た
命
令
そ

の
も
の
が
、
バ
ベ
ル
と
い
う
言
葉
と
同
様
に
、
き
わ
め
て
混
乱
に
満
ち
た

も
の
だ
る
と
、
デ
リ
ダ
は
指
摘
す
る
。
一
方
で
神
は
翻
訳
を
せ
よ
と
命
じ
、

そ
の
片
方
で
自
分
の
た
だ
ひ
と
つ
の
名
、
父
親
と
し
て
の
唯
一
の
固
有
名
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詞
を
人
間
た
ち
に
押
し
つ
け
る
の
で
あ
る
。
翻
訳
を
課
す
る
と
同
時
に
そ

れ
を
禁
じ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
こ
そ
が
、
バ
ベ
ル
と
い
う
混

乱
の
本
質
で
あ
る
。
こ
う
し
た
前
提
に
基
づ
い
て
デ
リ
ダ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
独
自
に
読
み
解
い
て
ゆ
く
。
バ
ベ
ル
と
は
「
あ
な
た
方
に
極
限
を
示
す

�

�

�

�

と
同
時
に
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
方
に
翻
訳
を
命
じ
る
と
同
時
に

禁
じ
も
す
る
神
の
名
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
掟
」（
15
）

に
他
な
ら
な
い
。

ヒ
ラ
タ
は
こ
う
し
た
バ
ベ
ル
の
後
の
言
語
状
況
、
す
な
わ
ち
翻
訳
の
不

可
避
性
と
不
可
能
性
と
が
拮
抗
し
あ
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
状
況
の
な
か

に
、
西
脇
の
「
天
気
」
を
導
き
い
れ
る
。
彼
は
こ
の
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
哲

学
者
の
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
神
は
み
ず
か
ら
の
名
を
、
塔
を
翻
訳
し
、『
同
一
な
る
も
の
』
を
封
じ

て
こ
め
て
い
た
戸
口
を
開
く
。
意
味
と
は
つ
ね
に
こ
の
『
同
一
な
る
も

の
』
の
塔
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ア
ジ
ア
の
回
帰
で
あ
る
。
こ
う
し
て
神
が
意
図

し
た
意
味
の
喪
失
は
、『
同
一
な
る
も
の
』
の
秩
序
の
内
側
に
あ
る
み
ず

か
ら
の
名
と
自
己
現
前
を
め
ぐ
る
原
初
の
破
壊
行
為
と
し
て
立
ち
現
わ
れ

る
。」（
16
）

お
そ
ら
く
西
脇
の
詩
作
品
が
か
く
も
硬
質
の
哲
学
的
言
説
の
素
材
に
さ

れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
な
に
も
そ
こ
ま
で
作
者
は
考
え
て

い
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
当
惑
の
声
が
出
た
と
こ
ろ
で
、
不
思
議
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
批
評
の
地
平
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ス

ト
の
起
源
で
あ
る
作
者
の
意
図
を
越
え
て
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
言
語

の
網
状
組
織
の
な
か
で
展
開
し
て
ゆ
く
、
非
人
称
的
な
運
動
こ
そ
が
問
題

と
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
先
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

ヒ
ラ
タ
の
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
天
気
」
と

い
う
詩
そ
の
も
の
が
、
翻
訳
を
め
ぐ
る
探
求
行
為
で
あ
り
、
そ
の
探
求
の

結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。「
戸
口
に
て
」

「
さ
ゝ
や
く
」
者
た
ち
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
崩
壊
の
後
を
生
き
る
者
た
ち

で
あ
り
、
そ
の
言
葉
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
純
粋
状
態
か
ら
失
墜
し
て
混

乱
し
、
互
い
に
通
じ
あ
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
塔
の
破
壊
は
宝
石
を
覆
し

た
か
の
よ
う
な
で
き
ご
と
で
あ
る
。
だ
が
西
脇
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
逆

に
肯
定
的
に
読
み
替
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
神
の
生
誕
の
日
」
で
も
あ

る
の
だ
。
純
粋
言
語
が
解
体
し
、
人
々
は
互
い
に
翻
訳
を
通
し
て
意
思
疎

通
を
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
翻
訳
行
為
の
出
現
こ

そ
が
神
を
誕
生
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
先
に
述
べ
た
デ
リ

ダ
に
代
表
さ
れ
る
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
厳
粛
に
し
て
矛
盾
に
満
ち
た
、
怒
れ
る

老
人
の
神
か
ら
は
は
る
か
に
遠
い
、
晴
れ
や
か
に
し
て
初
々
し
い
神
の
表

象
が
あ
る
。
神
と
は
翻
訳
の
可
能
性
で
あ
り
、
翻
訳
を
通
し
て
ポ
エ
ジ
ー

が
一
瞬
ご
と
に
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
期
待
そ
の
も
の
で
あ
る
。
完

全
言
語
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
地
上
に
詩
が
実
現
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。「
天
気
」
と
い
う
詩
は
ま
さ
に
そ
の
事
実
の
宣
言
に

他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
が
『A

m
barvalia

』
の
巻
頭
に
置
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
脇
は
詩
の
根
底
に
は
見
え
な
い
形
で
翻
訳
行
為
が

横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
告
知
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
が
「
翻
訳
者
の
使
命
」
を
執
筆
し
た
一
九
二
三
年
か
ら
わ
ず
か
に
数
年

の
ち
の
出
来
ご
と
で
っ
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し
た
長
大
な
迂
回
を
経
た
の
ち
に
、
ふ
た
た
び
西
脇

の
晩
年
の
大
作
業
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
と
漢
語
の
比
較
研
究
に
立
ち
戻
っ

て
み
る
と
、
詩
人
が
生
涯
の
情
熱
を
捧
げ
た
対
象
が
完
全
言
語
へ
の
見
果

て
ぬ
夢
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
了
解
さ
れ
て
く
る
。

『A
m
barvalia

』の
冒
頭
で
暗
示
さ
れ
て
い
た
、
ポ
エ
ジ
ー
の
根
拠
と
し

て
の
バ
ベ
ル
以
後
の
言
語
状
況
を
、
西
脇
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
明
晰
な
自

覚
の
も
と
に
生
き
抜
い
た
。
彼
は
自
作
の
な
か
に
外
国
語
か
ら
の
変
形
さ

れ
た
翻
訳
を
、
い
か
に
も
軽
快
に
導
入
し
、
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ン
語
か

ら
漢
語
に
い
た
る
、
実
に
夥
し
い
外
国
語
の
語
彙
を
詩
業
の
な
か
に
散
り

ば
め
た
。
そ
の
最
後
の
到
達
点
が
、
七
千
四
百
枚
に
わ
た
る
語
彙
の
比
較

研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
も
と
に
一
蹴
す
る
こ
と
は

易
し
い
し
、
現
在
の
言
語
学
の
水
準
に
立
っ
て
方
法
論
的
不
備
を
指
摘
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
西
脇
に
と
っ
て
こ
の
際
限
の

な
い
作
業
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
自
己
完
結
し
た
ポ
エ
ジ
ー
の
実
践
で
あ

る
こ
と
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
彼
を
二
十
数
年
に
わ
た
っ
て
突

き
動
か
し
て
き
た
情
熱
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
膨
大
な
作

業
そ
の
も
の
が
、「
天
気
」の
わ
ず
か
三
行
に
み
ご
と
に
釣
り
あ
っ
て
い
る
。

ク
サ
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
で
あ
れ
ば
、こ
の
極
大
と
極
小
の
一
致
をcoinciden-

tia
oppositorum

と
呼
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
脇
に
と
っ
て
、
一
見
無
関

係
に
見
え
る
こ
う
し
た
営
為
の
す
べ
て
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
完
全
に
し

て
純
粋
な
言
語
、
永
遠
に
到
達
不
可
能
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
言
語
を
め
ぐ
る

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
夢
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
に
一
歩
で
も
接
近
し
よ
う
と

す
る
、
地
上
の
者
た
ち
の
「
イ
ロ
ニ
ー
」
に
満
ち
た
思
索
こ
そ
が
、
彼
が

ポ
エ
ジ
ー
と
呼
ん
だ
も
の
の
本
質
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
い
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
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