
「
ヨ
ブ
記
」

の
諸

問
題
H

植
　
　
田

重
　
　
雄

　
　
旧
約
聖
書
の
申
の
「
ヨ
ブ
記
」
は
た
ん
に
イ
ス
ラ
ェ
ル
智
慧
文
学
の
白
眉
で
あ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
世
界
の
宗
教
文
学
史
に
お
い
て
も

　
優
れ
た
作
品
の
一
っ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
こ
れ
を
生
ん
だ
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
無
名
の
作
考
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
宗
教
観

　
　
を
高
度
な
典
型
に
ま
で
高
め
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
古
典
の
あ
ら
ゆ
る
様
相
を
こ
こ
に
集
約
し
、
主
人
公
の
悲
劇
的
精
神
を
徹
底
的
に
描

　
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
民
族
的
地
盤
を
超
え
て
広
く
人
類
全
体
に
共
感
を
よ
ぶ
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
。

　
・
　
「
ヨ
ブ
記
」
は
旧
約
聖
書
の
正
典
が
編
纂
さ
れ
た
と
き
、
詩
篇
、
蟹
言
、
雅
歌
、
伝
道
の
書
、
エ
ス
テ
ル
書
な
ど
と
と
も
に
諸
書

　
　
（
穴
卑
事
ぎ
）
の
部
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
。
し
た
が
り
て
こ
れ
ら
の
諸
作
品
と
同
様
大
体
に
お
い
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
成
立
し
た
も

　
　
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
た
ん
に
公
的
な
聖
法
、
信
条
、
条
令
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
た
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
祈
濤
、
讃
歌
、
随
想
、

　
　
民
間
伝
説
の
物
語
な
ど
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
共
通
性
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
い
づ
れ
も
聖
法

　
　
や
、
宗
教
教
理
よ
り
も
人
々
に
身
近
な
作
晶
群
で
あ
っ
た
。
総
じ
て
宗
教
は
教
義
だ
げ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
ま
だ
真
に
生
活
に
根
を

　
　
下
し
た
と
い
え
な
い
。
文
学
の
血
肉
を
と
っ
て
は
じ
め
て
現
実
に
生
き
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
宗

　
　
教
観
を
政
治
的
公
的
規
範
か
ら
真
に
個
人
的
な
内
容
に
ま
で
高
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
と
く
に
ヨ
ブ
記
は
、
宗
教
精

　
　
神
を
見
事
に
凝
集
し
、
ヨ
ブ
記
に
至
る
ま
で
イ
ス
ラ
ェ
ル
宗
教
思
想
が
た
ど
っ
て
来
た
い
ろ
い
ろ
の
過
程
を
こ
の
申
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
笑
に
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
は
げ
し
い
宗
教
観
の
相
剋
の
形
で
現
わ
し
て
い
る
。

5ー
　
　
ヨ
ブ
記
は
、
そ
の
形
式
は
一
種
の
劇
詩
表
現
を
と
り
て
い
る
（
こ
の
形
態
に
あ
て
は
ま
る
適
当
塗
言
葉
が
な
い
の
で
、
一
応
こ
う
い
う
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風
に
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
勿
論
論
争
詩
－
詩
的
形
式
を
と
っ
て
論
争
を
行
う
－
と
呼
ん
で
も
差
支
え
な
い
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
こ
の
よ

う
に
い
う
の
で
あ
る
。
）

　
さ
て
・
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
冒
ブ
記
の
荒
筋
を
ま
づ
は
じ
め
に
績
べ
て
み
よ
う
。
そ
の
テ
ー
マ
は
「
神
と
罪
た
き
者
の
苦
難
」
で
あ
る
。

登
場
人
物
は
神
、
サ
タ
ン
、
ヨ
ブ
、
そ
の
友
エ
リ
バ
ズ
、
ピ
ル
ダ
デ
、
、
ソ
パ
ル
、
さ
ら
に
エ
リ
フ
で
あ
る
。
こ
の
劇
詩
の
構
成
の
概
略
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
ウ
ヅ
の
地
に
ヨ
ブ
と
い
う
人
が
い
た
。
彼
は
行
い
の
正
し
い
人
で
、
神
の
誠
を
全
う
し
、
神
を
畏
れ
る
人
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
。
ヨ

ブ
に
は
子
供
も
多
く
、
所
有
す
る
家
畜
も
沢
山
い
て
人
々
か
ら
尊
敬
も
さ
れ
、
幸
福
な
生
活
を
行
り
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
あ
る
目
、
主
た
る
神
の
前
に
神
の
子
た
ち
が
集
っ
た
と
き
、
サ
タ
ソ
も
一
し
よ
に
来
て
い
た
。
主
は
サ
タ
ソ
に
「
わ
が
し

も
ベ
ヨ
ブ
の
如
く
、
全
く
、
、
正
し
く
神
を
恐
れ
、
悪
に
遠
ざ
か
る
老
は
一
」
の
世
に
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
語
る
と
、
サ
タ
ソ
は
「
ヨ
ブ
が
神

を
畏
れ
敬
う
の
は
、
あ
な
た
が
彼
を
幸
い
に
し
、
多
く
の
所
有
物
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
あ
た
た
が
彼
の
所
有
物
を
奪
り

て
し
ま
う
な
ら
ぼ
、
今
は
敬
度
を
粧
っ
て
い
る
彼
も
か
た
ら
ず
や
あ
な
た
を
誼
う
で
あ
ろ
う
」
と
答
え
る
。
そ
こ
で
神
は
「
そ
れ
な
ら
ぱ
ヨ

ブ
の
所
有
物
を
お
ま
え
に
任
せ
る
。
た
だ
し
彼
の
生
命
を
損
う
こ
と
が
あ
ワ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
告
げ
る
。
サ
タ
ン
は
神
の
約
束
を
喜
び
、

ヨ
ブ
に
災
い
を
下
す
。
そ
の
結
果
ヨ
ブ
は
自
分
の
子
供
や
家
畜
が
盗
賊
や
天
災
の
た
め
に
殺
さ
れ
、
奪
わ
れ
る
。
こ
の
蒔
ヨ
ブ
は
立
ち
上

り
上
着
を
裂
き
、
頭
を
そ
り
、
地
に
伏
し
て
拝
し
、

　
わ
た
し
は
裸
で
母
の
胎
を
い
で
、

　
ま
た
裸
で
か
L
こ
に
帰
ら
ん
。

　
主
ば
与
え
、
主
は
取
り
給
う
、

　
主
の
み
名
は
ほ
む
べ
き
か
な
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と
神
を
讃
美
し
、
誼
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
隷
べ
て
い
る
。
再
び
天
上
の
場
に
も
ど
る
。
サ
タ
ン
に
神
は
「
お
ま
え
は
、
わ
た
し

を
す
す
め
て
、
理
由
な
く
彼
に
災
い
を
下
し
た
が
、
ヨ
ブ
は
神
を
畏
れ
、
か
た
く
神
の
誠
を
守
っ
て
己
を
全
う
し
た
で
は
な
い
か
」
と
云

う
・
サ
タ
ン
は
「
し
か
し
人
間
は
自
分
の
生
命
の
た
め
に
は
、
自
已
の
所
有
物
を
さ
さ
げ
て
で
も
守
る
も
の
で
、
今
度
は
彼
の
骨
と
肉
を

撃
っ
て
み
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
必
ず
や
あ
な
た
を
誼
う
で
し
よ
う
」
。
神
は
サ
タ
ン
に
「
ヨ
ブ
を
お
ま
え
に
ま
か
せ
る
、
試
み
る
が
よ
い
。

た
だ
し
彼
の
生
命
を
奪
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
。
　
サ
タ
ン
は
神
の
も
と
か
ら
去
っ
て
ヨ
ブ
に
更
に
災
い
を
下
し
た
。
ヨ
ブ
の
身
体
は
諸
々
の
皮

膚
病
が
生
じ
た
。
今
目
で
い
え
ば
癩
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
洞
に
お
ち
入
っ
た
と
き
、
ヨ
ブ
の
妻
は
「
こ

ん
な
状
況
に
な
っ
て
も
、
な
お
誠
め
を
守
り
、
全
う
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
む
し
ろ
神
を
の
ろ
ツ
て
死
ぬ
が
ま
し
で
は
な
い
か
」
と
嘆
い

た
が
、
彼
は
「
わ
れ
わ
れ
は
神
か
ら
幸
い
を
う
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
災
い
を
も
う
げ
る
ぺ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
り
て
自
已
の
言
葉
か

ら
罪
を
犯
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
さ
て
ヨ
ブ
の
不
幸
を
き
い
て
、
テ
マ
ン
の
エ
リ
パ
ズ
、
シ
ュ
ヒ
の
ビ
ル
ダ
デ
、
ナ
ア
マ
の
、
ソ
パ
ル
が
ヨ
ブ
を
慰
め
よ
う
と
し
て
や
り
て

き
た
。
し
か
し
彼
ら
は
ヨ
ブ
の
余
り
の
変
り
方
に
、
声
を
あ
げ
、
上
着
を
裂
き
、
塵
を
か
む
り
、
七
日
七
夜
地
に
坐
し
た
ま
茎
言
を
発
す

る
も
の
が
た
か
り
た
と
按
べ
て
い
る
。
以
上
が
ヨ
ブ
記
の
序
に
あ
た
る
部
分
で
、
こ
の
後
か
ら
ヨ
ブ
と
友
人
の
間
の
論
争
に
よ
る
長
い
対

話
が
つ
づ
く
。
こ
の
対
話
は
ヘ
ブ
ラ
イ
宗
教
思
想
に
お
け
る
教
理
と
苦
難
の
問
題
の
中
心
部
分
を
た
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
検
討
し
よ

う
と
す
る
重
要
な
部
分
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
神
が
登
場
し
、
ヨ
ブ
の
敬
産
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
彼
の
誤
っ
た
考
え
を
訂
正
し
、
彼
の
苦

難
と
災
い
を
取
除
き
、
以
前
に
ま
さ
る
幸
福
と
繁
栄
を
与
え
、
長
寿
を
完
う
し
て
世
を
去
っ
た
と
い
う
の
が
荒
筋
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
間
題
は
ま
づ
、

　
H
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
宗
教
の
伝
統
的
な
教
義
の
一
つ
、
人
問
の
罪
の
解
釈
、

　
⇔
、
こ
れ
に
対
立
す
る
ヨ
ブ
の
苦
難
の
体
験
と
宗
教
的
確
信

687
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と
い
う
こ
と
か
ら
は
い
り
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

　
こ
こ
で
H
の
教
義
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
従
来
と
ワ
て
来
た
ヨ
ブ
記
注
解
の
よ
う
に
、
順
を
追
り
て
説
明
す
る
方
法
を

さ
げ
、
ヨ
ブ
と
論
争
す
る
友
人
た
ち
の
意
見
を
一
拮
L
て
一
般
の
伝
統
的
解
釈
と
し
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
を
旧
約
聖
書

神
学
の
限
界
内
に
お
い
て
論
ず
る
前
に
、
さ
ら
に
視
野
を
拡
大
し
て
全
オ
リ
エ
γ
ト
、
近
東
、
申
東
文
化
圏
と
い
う
範
囲
か
ら
も
進
め
て

み
た
い
と
思
り
て
い
る
。
現
代
の
考
古
学
の
発
堀
隊
は
今
ま
で
砂
漠
に
埋
も
れ
て
い
た
古
代
文
化
の
存
在
を
次
々
と
に
報
せ
て
く
れ
た
た

め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
古
代
文
化
を
こ
の
考
古
学
上
の
成
果
か
ら
一
応
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
近
東
申
東
の
発
掘

に
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
の
発
掘
の
整
理
に
は
今
後
数
十
年
以
上
の
年
月
を
要
す
る
。
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
－
」
と
で

あ
る
が
、
　
「
ノ
ア
の
洪
水
伝
説
」
は
ヘ
ブ
ラ
イ
起
源
で
な
く
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
洪
水
伝
説
に
湖
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
バ
ビ
ロ
呈
ア
は
同
じ
メ

ソ
ポ
ク
ミ
ア
の
古
い
地
層
に
埋
ま
り
て
い
た
ス
メ
ー
ル
十
口
文
化
層
か
ら
発
掘
さ
れ
た
「
ジ
ュ
ウ
ス
ド
ラ
の
洪
水
伝
説
」
に
起
源
を
も
っ

て
い
る
。
大
体
中
近
東
文
化
圏
の
発
掘
の
成
果
は
、
た
ん
に
王
城
や
土
器
類
に
と
ど
ま
ら
ず
大
部
の
文
献
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
文
献
は
粘
土
板
に
ス
メ
ー
ル
文
字
で
書
か
れ
て
い
て
、
今
日
こ
れ
ら
の
文
献
に
よ
っ
て
そ
の
当
時
の
文
化
が
可
成
明
確
に
位
置
づ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
旧
約
聖
書
の
「
ヨ
ブ
記
」
と
類
似
乃
至
は
原
初
態
と
お
ぼ
L
き
文
献
は
旧
約
聖
書
内
で
は
さ
き
に
挙
げ
た
詩
篇
、
蔵
言
な
ど
に

推
定
さ
れ
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
他
方
エ
ジ
プ
ト
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ア
ッ
シ
リ
ア
の
諾
文
献
か
ら
は
参
考
と
な
し
得
る
も
の
は
若
干
あ
る
に

L
て
も
、
類
型
や
原
初
態
は
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
て
い
な
い
。
L
か
る
に
ス
メ
ー
ル
古
文
化
層
の
中
に
こ
の
ヨ
ブ
記
の
類
型
を
思
わ
せ
る

文
献
が
発
見
さ
れ
、
苦
心
の
末
に
解
読
さ
れ
た
。
こ
れ
を
解
読
に
成
功
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
サ
ム
エ
ル
・
ノ
了
ク
レ
ー
マ
ー
教
授
で
、

ペ
ン
シ
ル
ヴ
了
ニ
ア
大
学
の
ス
メ
ー
ル
学
、
考
古
学
文
学
の
権
威
で
あ
る
。
こ
れ
を
少
し
ば
か
り
こ
こ
に
引
用
し
て
み
る
と
、
「
人
問
の

苦
難
、
罪
」
の
問
題
が
い
か
に
遠
い
時
代
か
ら
、
し
か
も
広
い
地
域
に
お
い
て
思
索
さ
れ
て
い
た
か
が
分
る
。
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ス
メ
ー
ル
の
ヨ
ブ
記
に
相
当
す
る
作
品
の
名
は
「
人
間
と
彼
の
神
」
と
呼
ぽ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
学
の
発
掘
に

よ
る
も
の
で
、
ニ
ッ
ブ
ー
ル
の
遺
蹟
か
ら
今
か
ら
五
十
年
前
に
五
つ
の
粘
土
板
の
断
片
と
な
っ
て
発
掘
さ
れ
た
が
、
整
理
が
不
充
分
で
あ

っ
た
た
め
そ
の
全
貌
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
ク
レ
i
マ
i
教
授
の
努
力
に
よ
り
よ
う
や
く
そ
の
接
合
と
解
読
に
成
功

し
た
。
こ
の
文
献
は
諸
他
の
文
献
遺
物
か
ら
推
雇
し
て
紀
元
前
一
七
〇
〇
年
頃
に
エ
ド
ブ
バ
（
巴
亭
訂
）
に
お
い
て
筆
刻
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
人
問
の
受
け
る
苦
難
の
主
題
は
各
時
代
の
共
通
の
問
題
で
あ
り
た
よ
う
で
、
ス
メ
ー
ル
人
も
勿
論
例
外
で

は
な
い
。
ス
メ
ー
ル
の
宗
教
思
家
、
教
義
家
も
、
人
問
の
不
幸
は
人
問
の
犯
す
罪
と
過
誤
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ク
レ
ー
マ
ー
教
授
の

解
読
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

19

十九八七六五四三二一
人
間
は
た
え
ず
彼
の
神
の
高
き
を
の
べ
よ
。

人
は
彼
の
神
の
み
言
葉
を
素
直
に
讃
え
よ
、

率
直
な
国
の
住
民
を
嘆
か
せ
（
？
）
、

歌
の
家
に
て
彼
の
（
女
の
）
友
と
男
の
友
に
　
…
…
彼
を
説
か
せ
よ
、

〔
彼
の
（
？
）
彼
〕
は
な
だ
め
、

…
…
…
を
も
た
ら
し
、
…
…
…
を
の
べ
、

…
…
…
を
は
か
り
、

彼
の
嘆
き
に
よ
り
神
の
御
心
を
た
だ
め
よ
、

（
何
と
な
れ
ぼ
）
人
間
は
神
た
く
し
て
は
食
を
得
ぬ
が
ゆ
え
。

人
間
－
彼
－
は
偽
購
の
と
こ
ろ
に
あ
る
悪
に
た
い
し
て
彼
の
力
を
用
い
ず
、

689
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十十十十
四三二一

（
ま
だ
？
）
－
…
、
病
い
、
劇
し
い
苦
悩
－
…
…

…
…
…
運
命
、
…
…
、
…
…
を
彼
に
身
近
か
に
も
た
ら
し
、

は
げ
し
く
・
・
…
彼
の
…
…
を
お
お
っ
て
い
る
そ
れ
を
（
？
）
…
…
－

彼
の
上
に
あ
る
悪
の
手
を
除
き
、
彼
が
－
…
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。

690

二十十十十十
十九八七六五

…
…
…
彼
の
神
、

－
…
：
－
彼
の
申
の
…
…
…
、
彼
は
泣
き
（
？
）
、

…
…
：
・
彼
は
－
：
…
－
に
向
っ
た
、

〔
涙
た
が
ら
に
〕
彼
の
苦
難
を
神
に
語
る
、

…
…
…
彼
の
中
に
（
？
）
…
…
…
、
懲
罰
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

（
二
十
一
－
二
十
五
行
ま
で
は
五
行
破
損
）

二
十
六
、
　
「
わ
れ
は
一
人
の
人
間
、
わ
れ
を
敬
う
も
の
は
栄
え
ず
、

二
十
七
、
わ
が
正
し
き
言
葉
は
偽
り
と
変
れ
り
、

二
十
八
、
偽
購
を
な
す
人
は
わ
れ
を
南
風
で
お
お
え
り
、
わ
れ
は
彼
に
（
仕
え
ざ
る
を
得
ず
）
、

二
十
九
、
わ
れ
を
敬
わ
ざ
る
者
は
、
汝
の
前
に
お
い
て
わ
れ
に
恥
を
与
え
た
り
。

三
十
、
汝
は
わ
れ
に
た
え
ず
新
た
に
悩
み
を
加
え
、



三
十
一
、

三
十
二
、

三
十
三
、

三
十
四
、

三
十
五
、

三
十
六
、

三
十
七
、

三
十
八
、

三
十
九
、

四
　
十
、

四
十
一
、

わ
れ
家
に
か
え
り
て
、
心
重
し
。

わ
れ
人
問
な
れ
ぼ
、
街
に
出
で
ゆ
げ
ど
、
心
は
重
し
、

正
L
き
わ
れ
に
向
ひ
て
、
わ
が
忠
実
な
る
羊
飼
す
ら
、
怒
り
を
な
し
、
わ
れ
に
敵
意
を
も
ち
て
見
上
げ
た
り
。

わ
が
牧
人
は
、
わ
が
敵
た
ら
ざ
る
に
、
悪
し
き
力
を
さ
が
し
求
め
た
り
。

わ
が
友
は
わ
れ
に
真
実
の
言
葉
を
語
ら
ず
、

わ
が
友
は
わ
が
正
し
き
言
葉
を
偽
り
と
な
す
、

ぺ
て
ん
師
は
わ
れ
を
朴
さ
ん
と
た
く
ら
み
、

わ
が
神
汝
は
こ
れ
を
妨
げ
ん
と
は
せ
ず
、

汝
は
…
…
わ
が
…
…
を
も
た
ら
し
、

悪
し
き
者
は
わ
れ
を
朴
さ
ん
と
た
く
ら
み
、

汝
は
怒
り
、
荒
れ
狂
い
、
悪
を
は
か
り
給
え
り
。
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四
十
二
、

四
士
二
、

四
十
四
、

四
十
五
、

四
十
六
、

四
十
七
、

わ
れ
は
賢
老
、
な
に
ゆ
え
に
わ
れ
は
愚
か
な
る
若
考
に
た
ぐ
え
る
や
、

わ
れ
は
智
慧
あ
る
者
、
な
に
ゆ
え
に
愚
考
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
や
、

食
物
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
さ
れ
ど
わ
れ
は
飢
う
、

何
人
も
そ
の
目
の
分
げ
前
を
得
、
さ
れ
ど
わ
が
分
け
前
は
苦
し
み
た
り
。

兄
弟
（
？
）
は
…
…
を
争
い
、
　
〔
悪
を
〕
た
く
ら
み
、

〔
彼
は
…
〕
わ
が
・
…
…
…
…
…
・
、

196
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四
十
八
、
…
－
・
…
・
：
：
…
：
‘
－
－
…
…
…
－
：
1
…
、

四
十
九
、
…
：
：
：
を
起
ち
、

五
十
、
－
…
…
…
奪
い
去
り
、

五
十
一
、
…
…
…
粘
土
の
…
－
…
智
慧
を
…
書
き
、

五
十
二
、
旅
の
：
：
：
を
求
め
、
■

五
十
三
、
道
の
：
・
…
を
樹
木
の
ご
と
く
き
り
た
お
し
、

五
十
四
、
…
：
…
・
…
監
督
考
を
…
…
…
…
、

五
十
五
、
：
：
…
…
－
管
理
老
を
－
…
…
…
。

五
十
六
一

五
十
七
、

五
十
八
、

五
十
九
、

わ
が
神
よ
、
　
〔
わ
れ
汝
の
〕
前
に
立
た
ん
、

汝
に
語
り
、
…
：
・
…
…
、
わ
が
言
葉
は
う
め
き
、

わ
れ
は
こ
れ
を
汝
に
語
ら
ん
、
わ
中
か
道
の
厳
し
さ
を
訴
え
ん
、

・
－
…
－
の
苦
し
み
を
嘆
き
悲
し
ま
ん
。

六
十
、
わ
が
思
い
の
中
に
…
：
…
・
を
賢
な
ら
し
め
、
嘆
き
は
止
む
時
な
か
ら
ん
、

六
十
一
、
わ
れ
…
・
…
：
わ
が
友
に
－
…
…
・
：
、

六
十
二
、
わ
れ
…
…
…
わ
が
同
僚
に
・
…
…
…
：
。

六
十
三
、
お
お
、
わ
れ
を
生
み
し
わ
が
母
を
し
て
汝
の
前
に
わ
が
嘆
く
を
止
め
し
む
る
な
か
れ

692
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六
十
四
、
わ
が
妹
を
し
て
幸
福
の
歌
と
讃
美
を
歌
わ
せ
ず
、

六
十
五
、
彼
女
を
し
て
涙
な
が
ら
に
汝
の
前
に
わ
が
悲
運
を
告
げ
し
め
よ
、

六
十
六
、
わ
が
妻
を
し
て
わ
が
苦
難
に
う
め
き
の
声
を
あ
げ
し
め
よ
、

六
十
七
、
え
ら
ぱ
れ
た
る
歌
い
手
を
し
て
わ
が
は
げ
し
き
運
命
を
嘆
か
し
め
よ

六
十
八
、
わ
が
神
よ
、
日
の
光
は
全
地
に
輝
け
ど
、
わ
が
た
め
に
目
は
暗
し
、

六
十
九
、
輝
く
目
、
善
き
目
は
…
…
の
如
く
…
…
…
、

七
　
十
、
涙
、
嘆
き
、
苦
悩
、
迫
害
は
わ
れ
を
か
こ
め
り
、

七
十
一
　
苦
難
は
泣
く
よ
り
（
外
な
き
）
考
の
如
く
わ
れ
を
圧
倒
せ
り

七
十
二
、
運
命
の
魔
力
は
そ
の
手
に
わ
れ
を
…
…
し
、
わ
が
生
命
の
息
を
奪
い
去
り
ぬ
、

七
十
三
、
不
吉
な
病
い
の
悪
魔
は
わ
が
身
体
を
お
お
ひ
、

七
十
四
、
わ
が
道
の
劇
し
さ
、
わ
が
…
…
の
悪
、

七
十
五
、
…
・
…
…
：
や
さ
し
く
…
…
…
…
…
…
、

七
十
六
、
…
…
…
…
不
安
の
…
…
：
：
－
…
：
…
。

七
十
七
、
…
…
…
…
の
…
…
で
な
い
わ
れ
は
、

七
十
八
、
…
・
…
…
：
の
…
…
た
ら
ぬ
わ
れ
は
…
…
…
、

七
十
九
、
汝
の
ま
え
に
わ
れ
は
…
…
…
の
ご
と
く
…
…
…
、

八
十
、
1
九
十
四
、
　
（
大
部
破
損
）

九
十
五
、
…
：
…
…
…
・
わ
れ
嘆
か
ざ
る
や
（
？
）

ろ93
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九
十
六
、

九
十
七
、

丸
十
八
、

九
十
九
、

百
、

わ
が
神
よ
、
わ
れ
を
生
み
し
わ
が
父
な
る
汝
は
わ
が
顔
を
〔
あ
げ
給
う
や
？
〕
、

無
邪
気
な
る
牝
牛
の
ご
と
く
、
哀
れ
に
う
め
き
…
・
…
…
：
…
…
…
：
、

い
か
に
久
し
く
汝
は
わ
れ
を
す
て
給
ひ
し
や
、
わ
れ
を
守
り
給
は
ざ
る
や
、

牡
牛
の
ご
と
く
、
・
…
・
：
…
：
－
…
：
・
…
－
…
、

（
い
か
に
久
し
く
）
汝
は
わ
れ
を
導
き
給
は
ざ
り
し
や
。

694

百百百百百百百百百百
十九八七六五四三二一

彼
ら
ー
た
の
も
し
き
賢
者
は
－
正
し
き
と
真
実
を
い
う
、

「
罪
な
き
み
ど
り
児
は
そ
の
母
よ
り
生
れ
ず
、

…
…
罪
た
き
働
き
人
は
古
よ
り
あ
り
」
こ
と
な
し
」
と
。

わ
が
神
、
わ
が
汝
に
た
い
し
て
…
…
せ
し
破
壊
の
…
…
…
、

わ
が
汝
の
前
に
そ
な
え
し
…
…
の
…
…
－
、

そ
れ
ら
を
賢
き
人
に
…
…
せ
ず
、
（
わ
が
神
）
彼
の
上
に
恵
み
の
言
葉
を
発
し
、

（
目
が
輝
や
か
ざ
る
と
き
）
、
わ
が
…
…
の
中
、
わ
が
…
・
：
－
の
申
、
汝
の
前
に
わ
れ
を
歩
ま
せ
ん
、

わ
れ
の
汚
れ
と
衰
え
は
・
…
－
彼
ら
の
…
…
に
ふ
れ
、

汝
が
悲
し
み
の
日
を
・
…
－
せ
し
彼
の
上
に
恵
み
の
言
葉
を
た
れ
給
へ
、

汝
が
…
…
の
日
を
－
…
せ
し
老
に
、
喜
び
を
伝
え
給
え
、



百
十
一
、

百
十
二
、

百
十
三
、

百
十
四
、

百
十
五
、

百
十
六
、

わ
が
神
よ
、
今
や
汝
は
わ
が
罪
を
示
し
給
え
り
、
－
－
：
－
－
－
…
－
、

…
…
の
門
に
お
い
て
わ
れ
は
、
・
…
－
…
を
語
ら
ん
、

わ
れ
、
人
間
は
、
汝
の
前
に
わ
が
罪
を
告
白
せ
ん
。

汝
は
雲
の
よ
う
に
〔
神
の
集
い
〕
に
雨
を
降
ら
せ
給
い
、

汝
は
わ
が
母
が
う
め
き
を
汝
の
部
屋
に
：
…
－
…
…
…
：
し
給
い
、

わ
れ
に
雄
々
し
く
、
汝
が
智
慧
に
お
い
て
わ
が
う
め
き
を
…
…
－
…
し
給
は
ん
こ
と
を
。
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百
十
七
、
　
〔
そ
の
人
に
〕
…
…
神
は
こ
た
え
給
え
り
。

百
十
八
、
　
〔
彼
の
祈
り
と
寛
恕
を
〕
神
は
き
き
い
れ
給
い
ぬ
。

百
十
九
、
こ
の
人
を
満
せ
る
神
は
は
げ
し
い
涙
と
す
す
り
泣
き
、
こ
の
者
の
悲
嘆
は
神
の
心
を
な
だ
め
た
ま
え
り
。

百
二
十
、
そ
の
正
し
き
言
葉
、
そ
の
汚
れ
な
き
言
葉
を
、
神
は
嘉
し
給
え
り
。

百
二
十
一
、
こ
の
人
の
祈
り
の
申
に
て
告
白
せ
る
言
葉
は
、

百
二
十
二
、
悦
ぱ
せ
り
（
？
・
）
神
の
御
躰
、
…
…
…
…
そ
し
て
神
は
誼
い
の
言
葉
よ
り
手
を
取
っ
て
引
き
出
し
給
え
り
。

百
二
十
三
、
…
…
心
を
苦
し
め
た
る
も
の
…
－
・
、
神
は
か
き
抱
き
、

百
二
十
四
、
そ
の
翼
を
ひ
ろ
げ
と
り
つ
き
い
し
悪
魔
を
神
払
い
に
払
い
の
け
、

百
二
十
五
、
…
－
の
ご
と
く
彼
を
打
ち
の
め
し
し
く
災
い
V
を
神
は
取
り
挫
ぎ
、

百
二
十
六
、
彼
に
定
め
ら
れ
た
る
悪
運
を
追
い
放
ち
、

695
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百
二
十
七
、
神
は
そ
の
人
の
苦
難
を
歓
喜
に
改
め
給
い
て
、

百
二
十
八
、
保
護
と
導
き
の
霊
を
侍
ら
せ
、

百
二
十
九
、
柔
和
な
顔
の
天
使
た
ち
を
－
…
・
彼
に
与
え
給
え
り
。

百
三
十
、
　
〔
そ
の
人
は
〕
た
え
ず
彼
の
神
の
高
き
を
云
い
あ
ら
わ
し
、

百
三
十
一
、
…
…
を
も
た
ら
し
、
…
…
を
知
ら
し
め
た
り
。

696

　
備
考
　
各
行
の
…
…
…
は
数
語
の
欠
損
に
よ
っ
て
不
明
の
個
所
を
示
し
、
　
〔
　
〕
の
部
分
は
欠
字
か
ら
推
定
し
て
、
当
然
そ
こ
に
あ
る

　
　
　
べ
き
語
句
と
し
て
補
揖
さ
れ
た
も
の
、
　
（
？
）
は
字
義
ま
だ
明
確
を
欠
く
個
所
で
あ
る
。

　
こ
の
ス
メ
ー
ル
の
随
想
詩
一
行
－
二
十
行
あ
た
り
ま
で
は
人
間
が
苦
難
に
出
あ
っ
た
な
ら
ぱ
、
ひ
た
す
ら
神
に
嘆
願
せ
よ
と
い
う
、

一
般
的
教
訓
を
示
し
て
い
る
序
に
あ
た
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
次
に
二
十
六
行
か
ら
百
十
六
行
ま
で
は
、
こ
の
苦
難
を
う
げ
た
人
物
が
神

（
こ
れ
は
個
人
的
な
伸
保
者
と
し
て
の
神
で
、
万
神
殿
の
主
神
た
ち
で
は
な
い
）
に
悲
嘆
を
発
し
、
ひ
た
す
ら
哀
願
を
さ
さ
げ
て
い
る
。

百
十
七
行
か
ら
亘
二
十
一
行
ま
で
は
神
が
受
難
の
苦
し
み
に
こ
た
え
、
彼
を
そ
れ
か
ら
救
い
出
す
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
こ
の
苦
難
を
う

げ
る
主
人
公
は
名
も
不
明
で
あ
る
。
ヨ
ブ
の
よ
う
に
は
じ
め
神
の
祝
福
を
う
げ
、
富
裕
で
、
賢
者
で
、
義
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
分

ら
な
い
。
た
だ
悲
嘆
の
内
容
か
ら
そ
う
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
旧
約
聖
書
の
詩
篇
に
見
ら
れ
る
苦
難
を
訴
え
る
作
品
、

神
の
恵
へ
の
感
謝
の
作
晶
な
ど
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
て
、
ヨ
ブ
記
の
よ
う
な
深
刻
な
劇
的
構
成
、
宗
教
穣
の
は
げ
し
い
論
争
対
立
は
な

く
、
高
度
に
高
め
ら
れ
た
宗
教
文
学
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
す
で
に
ス
メ
ー
ル
古
文
化
に
お
い
て
人
間
の
苦
難
が
思
惟
さ

れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
ス
メ
ー
ル
の
「
人
間
と
そ
の
神
」
と
い
う
作
品
は
相
当
破
損
の
個
所
が
多
く
、
確
実
な
解
読
の
不
可
能
な
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
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直
ち
に
あ
れ
こ
れ
と
早
急
に
批
判
を
加
え
た
り
、
比
較
研
究
の
資
料
と
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
旧
約
聖
書
の
「
ヨ
ブ

記
」
の
原
初
態
は
、
遠
く
オ
リ
エ
ン
ト
文
化
圏
の
視
野
の
申
で
発
酵
し
、
成
熟
し
、
こ
れ
を
す
ぐ
れ
た
宗
教
的
天
才
民
族
ヘ
ブ
ラ
イ
人

が
、
頂
点
に
ま
で
一
、
同
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
遇
程
を
知
れ
ぽ
充
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
・
」
の
原
初
態
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
ト
文
化

圏
の
視
野
と
は
、
基
礎
的
恩
想
と
し
て
、
前
記
百
二
、
百
三
行
目
H
の
「
罪
な
き
み
ど
り
児
は
そ
の
母
よ
り
生
れ
ず
、
・
…
－
罪
な
き
働
き
人

は
古
よ
り
あ
り
し
こ
と
な
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
基
本
信
条
は
ヨ
ブ
記
自
体
も
倦
ま
ず
繰
返
え
し
、
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
が
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
　
「
人
は
い
か
な
る

者
か
、
ど
う
し
て
こ
れ
は
清
く
あ
り
え
よ
う
。
女
か
ら
生
れ
た
者
は
、
ど
う
し
て
正
し
く
あ
り
え
よ
う
」
（
一
五
ノ
一
四
）
、
「
人
は
い
か
に

し
て
神
の
前
に
正
し
く
あ
り
え
よ
う
か
。
女
か
ら
生
れ
た
者
が
ど
う
」
て
清
く
あ
り
え
よ
う
L
（
二
五
ノ
四
）
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
点
か

ら
、
従
来
の
ヨ
ブ
記
の
研
究
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
の
偏
狭
な
教
義
に
た
い
す
る
ヨ
ブ
の
普
遍
性
の
主
張
と
い
っ
た
解
釈
に
若
干

の
修
正
を
加
え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
偏
狭
た
教
義
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
は
、
少
く
と
も
オ
リ
エ
ン
ト
文
化
圏
の
視
野

か
ら
み
る
と
、
普
遍
的
た
教
義
で
あ
り
、
ヨ
ブ
記
そ
の
も
の
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
ヨ
ブ
と
い
う
人
物
の
仮
設
に
よ
る
イ
ス

ラ
エ
ル
の
強
烈
な
宗
教
的
確
信
の
主
張
で
あ
る
こ
と
が
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。

　
さ
て
、
ヨ
ブ
記
に
お
い
て
人
間
の
罪
の
意
識
は
一
般
に
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
解
釈
の
が
あ

る
が
、
宗
教
感
情
の
側
面
か
ら
・
」
れ
を
見
る
と
、
ま
づ
人
間
が
神
の
前
に
立
つ
と
き
、
神
の
全
能
性
、
嵩
高
性
と
比
べ
て
全
く
弱
く
微
少

性
、
有
限
性
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
神
の
前
に
立
つ
有
限
性
と
徴
少
性
の
自
覚
は
旧
約
思
想
を
貫
く
く
罪
の

意
識
V
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
（
倫
理
的
な
面
か
ら
見
る
人
間
の
弱
さ
、
悪
へ
の
傾
向
性
は
こ
れ
に
と
も
た
っ
て
生
ず
る
。
ま
た
こ
れ
に

附
随
す
る
諸
問
題
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
に
立
ち
入
ら
な
い
）
。
　
こ
の
場
合
全
能
に
L
て
聖
な
る
神
の
前
に
立
つ
と
い
う
意
識

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
罪
の
意
識
が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
た
く
し
て
は
罪
は
あ
り
得
な
い
。
　
一
見
よ
、
彼
は
そ
の
し
も
べ
を
さ
え
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頼
み
と
せ
ず
、
そ
の
天
便
を
も
誤
れ
る
老
と
た
す
」
「
」
か
し
人
は
ど
う
し
て
神
の
前
に
正
し
く
あ
り
え
よ
う
か
。
よ
し
彼
と
争
お
う
と

し
て
も
、
千
に
一
つ
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
L
（
九
ノ
ニ
、
三
）
。

　
「
全
能
老
は
1
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
見
出
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
力
と
公
義
と
に
す
ぐ
れ
、
正
義
に
満
ち
て
、
こ
れ
を
曲

げ
る
こ
と
は
な
い
。
」
（
三
八
ノ
ニ
三
）
こ
う
し
た
神
と
人
問
の
緊
張
関
係
が
繰
返
え
し
ヨ
ブ
記
の
中
で
も
穀
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
人
問
の
徴
少
性
は
他
面
に
お
い
て
ヨ
プ
の
悲
嘆
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
た
と
い
わ
た
く
し
は
罪
が
在
く
て
も
彼
（
o
神
）

は
わ
た
し
を
曲
っ
た
者
と
す
る
。
…
－
『
彼
は
罪
の
な
い
者
と
、
悪
し
き
者
と
を
共
に
滅
ぼ
さ
れ
る
の
で
あ
る
』
と
」
　
（
九
■
二
一
－
二

二
）
、
ま
た
「
災
が
に
わ
か
に
人
を
殺
す
よ
う
な
事
が
あ
る
と
、
彼
は
罪
の
な
い
者
の
苦
難
を
あ
ざ
笑
わ
れ
る
。
世
は
悪
人
の
手
に
渡
さ
れ

て
あ
る
。
彼
は
そ
の
裁
判
人
の
顔
を
お
お
わ
れ
る
。
も
し
彼
で
た
げ
れ
ぱ
、
こ
れ
は
だ
れ
の
し
わ
ざ
か
」
。
（
九
ノ
ニ
三
－
二
四
）
、
こ
う
し

た
入
生
へ
の
悲
嘆
は
同
時
に
厭
世
主
義
的
な
色
ど
り
さ
え
そ
え
て
い
る
。
伝
道
の
書
で
も
「
知
者
が
愚
者
と
同
じ
よ
う
に
死
ぬ
の
は
、
ど

う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
生
き
る
こ
と
を
い
と
っ
た
。
目
の
下
に
行
わ
れ
る
わ
ざ
は
、
わ
た
し
に
悪
し
く
見
え
た
か

ら
で
あ
る
。
皆
空
で
あ
っ
て
、
風
を
捕
え
る
よ
う
で
あ
る
」
．
（
ニ
ノ
ニ
ハ
後
半
－
一
七
）
と
隷
べ
て
い
る
。

　
が
、
ヨ
ブ
は
「
神
が
わ
た
し
を
泥
の
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
わ
た
し
は
ち
り
灰
の
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
た
し
が
あ
な
た
に
む
か

っ
て
呼
ぱ
わ
っ
て
も
あ
な
た
は
答
え
ら
れ
な
い
。
わ
た
し
が
立
り
て
い
て
も
、
あ
な
た
は
顧
み
ら
れ
た
い
」
　
（
三
〇
ノ
一
九
－
二
〇
）
と

絶
望
の
あ
ま
り
叫
ん
で
い
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
ヨ
ブ
記
全
般
を
通
じ
て
こ
の
人
問
の
罪
の
問
題
に
つ
い
て
少
く
と
も
今
ま
で
あ
げ
た
事
以
外
に
、
幾
つ
か
の
態
度
が
考
え

ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
ま
づ
ヨ
ブ
の
苦
難
に
た
い
し
、
テ
マ
ン
び
と
エ
リ
パ
ズ
が
と
っ
て
い
る
態
度
で
あ
る
。
　
「
考
え
て
み
よ
、
だ
れ
が
罪
の
な
い
の

に
、
滅
ぼ
さ
れ
た
者
が
あ
る
か
。
ど
こ
に
正
し
い
者
で
、
断
ち
滅
ぽ
さ
れ
た
者
が
あ
る
か
。
わ
た
」
の
見
た
所
に
よ
れ
ば
、
不
義
を
耕
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し
、
害
悪
を
ま
く
者
は
、
そ
れ
を
刈
り
取
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
神
の
い
ぶ
き
に
よ
っ
て
滅
び
、
そ
の
怒
り
の
息
に
よ
り
て
消
え
う
せ
る
L

（
四
ノ
九
一
「
し
か
し
、
わ
た
し
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
神
に
求
め
、
神
に
、
わ
た
し
の
事
を
ま
か
せ
る
。
彼
は
大
い
な
る
こ
と
を
さ
れ
る
か
た

で
、
測
り
知
れ
な
い
。
そ
の
不
思
議
な
み
わ
ざ
は
数
え
が
た
い
－
…
－
見
よ
、
神
に
戒
め
ら
れ
る
人
は
さ
い
わ
い
だ
。
そ
れ
ゆ
え
全
能
考

の
懲
ら
し
め
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
傷
つ
げ
、
ま
た
包
み
、
撃
ち
、
ま
た
そ
の
手
を
を
も
っ
て
い
や
さ
れ
る
」
（
五
ノ
一
七
－

一
八
）
、
こ
の
エ
リ
パ
ズ
の
言
葉
は
、
神
は
正
し
い
考
に
か
な
ら
ず
報
い
、
邪
悪
な
老
に
か
な
ら
ず
懲
罰
を
下
す
と
い
う
伝
統
的
な
応
報

主
義
の
教
義
か
ら
ヨ
ブ
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
に
少
し
註
釈
を
加
え
て
お
か
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ヨ
ブ
の
う
げ
た

災
い
の
中
で
も
、
人
々
か
ら
忌
み
嬢
わ
れ
る
汚
れ
と
呼
ぼ
れ
る
皮
膚
病
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
レ
ビ
記
二
ニ
ノ
四
五
に
「
患
部
の
あ
る

ら
い
病
人
は
、
そ
の
衣
服
を
裂
き
、
そ
の
頭
を
現
し
、
そ
の
口
ひ
げ
を
お
お
う
て
『
汚
れ
た
者
、
汚
れ
た
者
』
と
呼
ぼ
わ
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら

な
い
。
そ
の
患
部
が
身
に
あ
る
日
の
間
は
汚
れ
た
者
と
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
人
は
汚
れ
た
老
で
あ
る
か
ら
、
離
れ
て
住
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
す
ま
い
は
宿
営
の
外
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ヨ
ブ
の
災
い
は
い
わ
ぱ
共
同
杜
会

か
ら
隔
離
あ
る
い
は
追
放
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
シ
ュ
ヒ
び
と
ビ
ル
ダ
テ
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
　
「
神
は
公
義
を
曲
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
全
能
者
は
正
義
を
曲
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
あ
た
た
の
子
た
ち
が
彼
に
罪
を
犯
し
た
の
で
、
彼
ら
を
そ
の
と
が
の
手
に
渡
さ
れ
た
の
だ
。
あ
な
た
が
も
し
神
に
求
め
、
全

能
老
に
祈
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
も
し
清
く
、
正
し
く
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
必
ず
あ
な
た
の
た
め
に
立
っ
て
、
あ
な
た
の
正
し
い
す
み
か

を
栄
え
さ
せ
ら
れ
る
」
。
　
こ
の
友
も
や
は
り
侵
し
た
見
え
ざ
る
罪
と
そ
の
悔
改
め
の
伝
統
的
な
教
説
を
説
く
。
こ
れ
は
す
べ
て
「
先
祖
」

か
ら
、
　
「
優
れ
た
知
考
か
ら
」
語
り
伝
え
ら
れ
た
教
義
の
立
場
か
ら
ヨ
ブ
を
説
得
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
ら
に
エ
リ
パ
ズ
は
ヨ
ブ
の
憤
り
に
た
い
し
て
彼
を
は
げ
L
く
の
の
し
り
、
ヨ
ブ
の
悪
と
罪
の
大
な
る
こ
と
を
数
え
上
げ
る
。
そ
し
て

自
己
の
正
L
さ
を
徒
ら
に
主
張
せ
ず
に
、
「
神
と
和
ら
い
で
、
平
安
を
得
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ぼ
幸
福
」
（
二
ニ
ノ
ニ
一
）
が
必
ず
到
来
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し
、
現
在
の
苦
悩
は
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
汝
（
o
神
）
は
高
ぶ
る
者
を
低
く
さ
れ
る
が
、
へ
り
く
だ
る
者
を
救
わ
れ
る
か

ら
だ
。
汝
は
罪
の
な
い
考
を
救
わ
れ
る
。
あ
な
た
は
そ
の
手
の
潔
い
こ
と
に
よ
。
て
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
　
（
二
ニ
ノ
ニ
九
－
三
〇
）
こ

の
友
は
ヨ
ブ
が
神
に
た
い
し
て
誠
を
破
り
、
罪
を
犯
し
た
事
実
が
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
神
に
自
已
の
罪
を
云
い
表
わ
し
、
ひ
た
す

ら
麟
悔
を
す
る
よ
う
に
す
す
め
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
ス
メ
ー
ル
の
さ
き
に
あ
げ
た
「
人
間
と
そ
の
神
」
の
冒
頭
と
比
較
し
て
み
る

と
興
味
深
い
。
人
間
は
神
に
た
い
し
一
被
造
物
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
。
て
み
れ
ぼ
、
事
の
善
悪
を
越
え
て
悔
い
改
め
、
ひ
た
す
ら
へ
り

く
だ
り
懇
願
し
、
嘆
願
す
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
で
は
な
い
か
と
叫
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
人
は
神
の
前
に
正
し
く
あ
り
得
ず
一
女
か
ら

生
れ
た
老
は
清
く
あ
り
得
な
い
」
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
も
、
罪
を
犯
さ
た
い
と
い
う
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
神
に
嘆
願

す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
こ
う
し
た
嘆
願
や
祈
り
は
旧
約
聖
書
の
申
に
無
数
見
ら
れ
る
。
と
く
に
詩
篇
は
そ
の
代
表
的
な
作
品
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
友
人
た
ち
の
勧
告
に
た
い
し
て
、
ヨ
ブ
は
自
已
に
課
せ
ら
れ
た
苦
難
の
余
り
に
大
き
い
こ
と
に
憤
る
と
と
も
に
あ
く
ま
で
自

己
の
潔
白
を
訴
え
て
や
ま
な
か
っ
た
。

　
「
ど
う
か
わ
た
し
の
慣
り
が
正
し
く
量
ら
れ
、
同
時
に
わ
た
」
の
災
も
、
は
か
り
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
L
（
六
ノ
ニ
）
、
「
ま
こ
と
に
一

わ
た
し
の
う
ち
に
助
け
は
な
く
、
救
わ
れ
る
望
み
は
、
わ
た
し
か
ら
追
い
や
ら
れ
た
」
（
同
二
二
）
、
そ
し
て
友
人
た
ち
に
次
の
よ
う
に
求

め
る
。
「
わ
た
し
に
教
え
よ
、
そ
う
す
れ
ぼ
わ
た
し
は
黙
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
の
誤
つ
て
い
る
所
を
わ
た
」
に
悟
ら
せ
よ
。
正
し
い
言
葉

は
い
か
に
力
の
あ
る
、
も
の
か
。
し
か
し
あ
な
た
が
た
の
戒
め
は
何
を
戒
め
る
の
か
。
あ
な
た
が
た
は
言
葉
を
戒
め
う
る
と
思
う
の
か
。
望

み
の
絶
え
た
考
の
語
る
こ
と
は
風
の
よ
う
な
も
の
だ
」
（
六
ノ
ニ
四
、
二
五
）
ヨ
ブ
は
神
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
に
訴
え
る
。
　
「
た
と
い
わ

た
」
は
正
し
く
て
も
、
わ
た
し
の
口
は
わ
た
し
を
罪
あ
る
老
と
す
る
。
た
と
い
わ
た
し
は
罪
が
な
く
て
も
汝
（
H
神
）
は
わ
た
し
を
曲
っ

た
も
の
と
す
る
。
L
（
九
ノ
ニ
O
）
、
「
わ
た
し
は
自
分
の
命
を
い
と
う
。
わ
た
し
は
自
分
の
嘆
き
を
包
ま
ず
云
い
あ
ら
わ
し
、
わ
が
魂
の
苦
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し
み
に
よ
ワ
て
語
ろ
う
」
（
一
σ
ノ
一
、
二
）
、
そ
し
て
。
ソ
バ
ル
の
言
葉
に
た
い
し
て
「
見
よ
、
わ
た
し
の
目
ぱ
、
こ
れ
を
こ
と
ご
と
く
見

た
。
わ
た
し
の
耳
は
こ
れ
を
聞
い
て
悟
っ
た
。
あ
た
た
が
た
の
知
っ
て
い
る
事
は
、
わ
た
し
も
知
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に

劣
ら
た
い
」
と
答
え
、
　
「
見
よ
、
汝
（
…
神
）
は
わ
た
し
を
殺
す
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
絶
望
だ
。
し
か
し
な
お
わ
た
」
は
わ
た
し
の
道

を
汝
の
前
に
守
り
抜
こ
う
。
こ
れ
こ
そ
わ
た
し
の
救
と
な
る
。
神
を
信
じ
た
い
者
は
、
神
の
前
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
」
。
（
一

三
ノ
一
五
－
一
七
）
「
地
よ
、
わ
た
し
の
血
を
お
お
り
て
く
れ
る
な
。
わ
た
し
の
叫
び
に
、
休
む
所
を
得
さ
せ
る
な
。
見
よ
、
今
で
も
わ
た

」
の
証
人
は
天
に
あ
る
。
わ
た
し
の
た
め
に
保
証
し
て
く
れ
る
老
は
高
い
所
に
あ
る
。
わ
た
し
の
友
は
わ
た
し
を
あ
ざ
け
る
、
し
か
し
わ

た
し
の
目
は
神
に
向
か
り
て
涙
を
注
ぐ
」
（
ニ
ハ
ノ
一
八
－
二
〇
）
、
「
ま
こ
と
に
あ
ざ
げ
る
考
ど
も
は
わ
た
し
の
ま
わ
り
に
あ
り
、
わ
が
目

は
常
に
汝
ら
の
侮
り
を
見
る
。
ど
う
か
、
あ
な
た
（
神
）
自
ら
保
証
人
と
な
ら
れ
る
よ
う
に
。
」
と
神
に
訴
え
る
。

　
ヨ
ブ
は
さ
ら
に
神
へ
の
窮
局
の
確
信
を
も
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
　
「
わ
た
し
は
知
る
。
わ
た
し
を
あ
が
た
う
老
は
生
き
て
お
ら
れ
る
。

後
の
目
に
汝
は
必
ず
地
の
上
に
立
た
れ
る
。
わ
た
し
の
皮
が
こ
の
よ
う
に
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
わ
た
し
は
肉
を
離
れ
て
神
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
わ
た
し
の
味
方
と
し
て
見
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
の
見
る
者
は
こ
れ
以
外
の
も
の
で
は
た
い
。
わ
た
し
の
心
は
こ
れ
を
望
ん
で
こ

が
れ
る
」
（
一
九
ノ
ニ
五
－
二
七
）
、
そ
し
て
ヨ
ブ
は
神
の
座
に
追
り
、
神
に
直
接
訴
え
た
い
と
の
べ
る
。

　
「
ど
う
か
、
汝
を
尋
ね
て
ど
こ
で
会
え
る
か
を
知
り
、
そ
の
み
座
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。
わ
た
」
は
汝
の
前
に
わ
た
し
の
訴

え
を
た
ら
べ
、
口
を
き
わ
め
て
論
議
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
汝
は
大
い
な
る
力
を
も
っ
て
、
わ
た
し
と
争
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
、

か
え
っ
て
わ
た
し
を
顧
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
し
こ
で
は
正
し
い
人
は
汝
と
云
い
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ぱ
、
わ
た
し
は
わ

た
し
を
さ
ぱ
く
者
か
ら
永
久
に
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
L
（
二
三
ノ
三
、
四
、
六
、
七
）
、
「
神
は
生
き
て
お
ら
れ
る
。
汝
は
わ
た
し
の
義
を
奪

い
去
ら
れ
た
。
全
能
考
は
わ
た
し
の
魂
を
悩
ま
さ
れ
た
。
わ
た
し
の
息
が
わ
た
し
の
う
ち
に
あ
り
、
神
の
息
が
わ
た
し
の
鼻
に
あ
る
間
、

わ
た
し
の
く
ち
び
る
は
不
義
を
云
わ
な
い
、
わ
た
し
の
舌
は
偽
り
を
語
ら
た
い
。
わ
た
し
は
断
じ
て
あ
た
た
が
た
を
正
し
い
と
は
認
め
な

■
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い
。
わ
た
し
は
死
ぬ
ま
で
、
潔
白
を
主
張
し
て
や
め
な
い
。
わ
た
し
は
堅
く
わ
が
義
を
保
っ
て
捨
て
な
い
わ
た
し
は
今
ま
で
一
日
も
心
に

責
め
ら
れ
た
事
が
な
い
」
（
二
七
ノ
ニ
ー
六
）
と
叫
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
ヨ
ブ
は
次
の
よ
う
な
悲
嘆
を
発
す
る
。
　
「
あ
あ
過
ぎ
た
年
月
の

よ
う
で
あ
っ
た
ら
よ
い
の
だ
が
、
神
が
わ
た
し
を
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
日
の
よ
う
で
あ
っ
た
ら
よ
い
の
だ
が
。
あ
の
時
に
は
、
汝
の
と
も

し
び
が
わ
た
し
の
頭
の
上
に
輝
き
、
汝
の
光
に
よ
っ
て
わ
た
し
は
暗
や
み
を
歩
ん
だ
」
（
二
九
ノ
ニ
、
三
）
「
神
が
わ
た
し
を
泥
の
中
に
投

げ
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
わ
た
し
は
ち
り
灰
の
よ
う
に
な
り
た
。
わ
た
し
が
あ
な
た
に
む
か
り
て
呼
ぽ
わ
り
て
も
、
あ
な
た
は
答
え
ら
れ
な

い
。
わ
た
し
が
立
っ
て
い
て
も
、
あ
な
た
は
顧
み
ら
れ
な
い
。
」
（
三
〇
ノ
一
九
、
二
〇
）

　
以
上
い
さ
さ
か
煩
雑
を
い
と
わ
ず
引
用
し
た
が
、
友
人
三
人
と
ヨ
ブ
は
そ
れ
ぞ
れ
は
っ
き
り
異
っ
た
態
度
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
も
両
考
は
相
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
張
と
し
て
対
立
し
て
い
る
。
ま
ず
、
友
人
た
ち
は
伝
統
的
た
教
義
を
ど
こ
ま
で
も
固
守

し
て
そ
の
観
点
か
ら
ヨ
ブ
の
苦
難
を
解
釈
し
、
そ
の
解
釈
を
も
っ
て
ヨ
ブ
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
は
じ
め
は
彼
ら
は
ヨ
プ
を
慰

め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
論
争
は
対
立
し
高
潮
し
て
、
ヨ
ブ
の
頑
な
態
度
に
非
難
さ
え
加
え
る
。
こ
の
友
人
た
ち
の
立
場
は
教
義
に

し
た
が
っ
た
言
説
で
あ
っ
て
、
た
と
え
そ
の
内
容
が
優
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
ヨ
ブ
の
よ
う
な
苦
難
の
体
験
を
し
て
い
な
い
。
ヨ
ブ
の
苦
し

み
は
当
事
老
な
ら
ぬ
友
人
た
ち
に
は
理
会
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ヨ
ブ
に
同
情
は
で
き
て
も
、
そ
う
し
た
苦
し
み
を
知
り
得
な
い
筈
の

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
た
ん
に
苦
難
を
蒙
っ
て
い
る
当
事
者
以
外
は
そ
の
体
験
を
知
り
得
た
い
と
い
う
問
題
だ
げ
に
留
る
も
の
で

は
た
い
。
体
験
の
認
識
の
有
無
だ
げ
で
は
た
い
。
ヨ
ブ
は
友
人
に
繰
返
え
し
「
あ
な
た
が
た
の
知
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
た
し
も
知
っ
て

い
る
」
（
二
ニ
ノ
ニ
）
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
友
人
た
ち
、
が
説
得
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
伝
統
的
な
教
義
や
教
説
は
ヨ
プ
は
友
人
た

ち
以
上
に
知
悉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
ヨ
ブ
に
と
っ
て
教
義
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
あ
ワ
た
。
む
L
ろ
ヨ
ブ
の

体
験
と
し
て
う
け
て
い
る
苦
難
の
実
存
の
ま
え
に
は
こ
れ
ら
の
言
説
、
教
義
は
無
に
等
し
い
と
も
い
え
よ
う
。
彼
は
自
已
自
身
の
体
験
か

ら
す
べ
て
を
出
発
さ
せ
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
宗
教
は
体
験
か
ら
始
ま
る
。
体
験
な
く
し
て
は
何
も
の
も
意
味
を
も
た
な
い
。
宗
教
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体
験
を
通
し
て
の
み
啓
示
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
体
験
だ
げ
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
個
人
の
体
験
を
通
し
て
、
広
く
一

般
に
宗
教
意
識
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
信
条
や
教
義
と
な
っ
て
生
き
た
教
団
や
杜
会
に
活
動
し
な
げ
れ
ぽ
た
ら
ぬ
。
も
し
個
人
の
宗
教

体
験
も
一
個
人
だ
げ
の
法
悦
に
留
ま
る
た
ら
ぼ
、
宗
教
価
値
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
。
宗
教
思
想
と
宗
教
体
験
は
一
般
に
こ
の
よ
う

な
関
係
を
も
つ
。
ヨ
ブ
の
直
面
し
て
い
る
間
題
は
正
し
い
道
を
歩
ん
だ
人
間
が
な
に
ゆ
え
に
不
当
な
苦
し
み
を
う
げ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い

か
と
い
う
主
体
的
た
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
神
の
誠
め
を
全
う
し
た
ヨ
ブ
と
い
う
人
物
は
劇
的
な
設
定
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
を
通
し
て
、
人
聞
が
そ
の
行
為
か
ら
予
期
さ
れ
た
い
思
慮
を
絶
し
た
苦
難
を
味
う
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
る
。
ヨ
ブ
は

身
に
ふ
り
か
か
っ
た
多
く
の
し
か
も
も
っ
と
も
耐
え
が
た
い
苦
し
み
を
体
験
す
る
。
ヨ
ブ
記
に
は
苦
難
と
い
う
総
括
概
念
の
も
と
に
絶

望
、
軽
褒
、
靭
笑
、
お
そ
。
れ
、
不
安
、
誤
り
、
災
い
、
病
苦
、
死
、
そ
の
他
無
数
の
人
間
存
在
に
起
り
得
る
苦
難
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
さ

に
生
老
病
死
の
煩
悶
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
感
ず
る
意
識
を
取
り
去
る
こ
と
で
苦
難
は
消
滅
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヨ
ブ
記
に
は
こ

の
こ
と
は
少
し
も
触
れ
て
い
た
い
。
ま
た
人
聞
存
在
H
苦
悩
と
い
う
よ
う
な
定
式
で
考
え
ら
れ
る
間
題
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
人
問

に
は
苦
難
と
同
様
に
幸
福
や
喜
び
も
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
拝
事
詩
を
読
ん
で
わ
れ
わ
れ
は
苦
難
に
眼
を
そ
ら
さ
ず
勇
敢
に
挑
ん
で
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
精
神
の
具
象
化
さ
れ
た
巨
人
と

し
て
ヨ
ブ
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
的
た
教
義
を
受
げ
い
れ
る
に
せ
よ
、
拒
否
す
る
に
せ
よ
、
い
づ
れ
に
し
て
も
ヨ
ブ
は
自
已

の
実
存
の
主
体
的
な
体
験
そ
の
も
の
の
実
感
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ブ
の
苦
難
の
問
題
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
間
論
の
新

し
い
展
開
を
予
告
し
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
論
を
一
貫
す
る
受
難
の
宗
教
態
度
に
結
び
つ
く
も
の
と
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
わ
れ

わ
れ
は
ま
だ
ヨ
ブ
記
の
ま
だ
ほ
ん
の
入
口
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
イ
ス
ラ
ェ
ル
宗
教
の
罪
の
観
念
、
普
遍
主
義
と
特
殊
主
義
、
苦
難

の
宗
教
的
把
握
の
間
題
な
ど
に
ふ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
数
の
制
隈
を
も
は
や
超
え
て
い
る
の
で
、
ま
た
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ

と
に
す
る
。
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