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（
2
）
人
類
の
家
出

『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
は
、「
人
間
の
現
状
」（
人
間
が
自
己
意
識
を

も
っ
て
い
る
こ
と
）
の
原
因
譚
と
し
て
、
人
間
が
距
離
を
も
た
な
く
て
は
不
安

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
自
己
意
識
を
も
つ
に
至
っ
た
経
緯
を
実
に
見

事
に
描
き
出
し
て
い
る
。

ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
神
の
命
令
に
背
い
て
「
禁
断
の
木
の
実
」
を
食
べ
て

し
ま
っ
た
。
彼
ら
は
知
恵
を
得
た
代
償
と
し
て
、
エ
デ
ン
の
園
を
追
わ
れ
る
。

知
恵
を
も
っ
て
い
る
と
は
、
巻
き
込
ま
れ
か
ら
抜
け
出
た
状
態
で
あ
る
。
つ
ま

り
自
己
の
居
場
所
を
確
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
回
り
の
も
の
を
自
己
化
し

て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。「
禁
断
の
木
の
実
」（
知
恵
の

実
）
を
食
べ
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
自
分
た
ち
が
裸
で
い
る
こ
と
が
恥
か
し

く
な
っ
た
。
自
己
の
居
場
所
の
確
定
と
は
、
自
己
意
識
を
も
つ
こ
と
と
同
義
で

あ
る
。
裸
で
い
る
こ
と
が
恥
か
し
く
な
る
と
は
、
裸
で
あ
る
自
分
を
意
識
し
て

恥
か
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
と
は
、
互
い
に
相
手
に

映
っ
た
自
分
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
存
在
を
確
認
す
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
死
に
至
る
病
』
の
冒
頭
で
、
自
己
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
語
る
。

「
人
間
と
は
精
神
で
あ
る
。
精
神
と
は
何
で
あ
る
か
？
　
精
神
と
は
自
己

で
あ
る
。
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
？
　
自
己
と
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と

こ
ろ
の
関
係
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
関
係
と
い
う
こ
と
に
は
関
係
が
自
己
自
身

に
関
係
す
る
も
の
な
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
、

―
そ
れ
で
自
己
と
は
単

な
る
関
係
で
は
な
し
に
、
関
係
が
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と

で
あ
る
。」（『
死
に
至
る
病
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
頁
）

自
己
と
は
関
係
の
総
体
で
あ
り
、
結
局
自
分
自
身
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
関
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係
で
あ
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
に
関
し
て
言
う
な
ら
、
自

己
と
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
と
の
関
係
と
い
う
形
で
ア
ダ
ム
の
中
に
形
成
さ
れ

た
「
ア
ダ
ム
の
像
」
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
夫
婦
関
係
に
あ
る
と
い
う

場
合
、
夫
婦
と
い
う
概
念
は
、
互
い
に
独
立
し
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
と
を
結
び

つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
実
体
的
に
存
在
し
て
い
る
の
は

ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
だ
け
で
あ
り
、
夫
婦
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
ら
の
実
体
を
前

提
し
た
上
で
の
関
係
（
結
合
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
「
関
係
と
し
て

の
自
己
」
と
は
、
関
係
そ
の
も
の
が
ア
ダ
ム
の
自
己
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
エ
ヴ
ァ
と
の
関
係
が
生
ず
る
（
裸
で
い
る
こ
と
が
恥
か
し
く
な
る
）
以
前

の
ア
ダ
ム
は
、
ま
だ
自
己
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
ア
ダ
ム
も
エ
ヴ
ァ
も
両
性
具

有
的
に
一
つ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
ダ
ム
も
エ
ヴ
ァ
も
人
類
そ
の
も
の
を
生

き
て
い
た
の
で
あ
る
。「
恥
か
し
い
」
と
い
う
形
で
、
エ
ヴ
ァ
が
ア
ダ
ム
の
前

に
現
わ
れ
た
と
き
、
つ
ま
り
人
類
と
い
う
一
様
性
の
中
か
ら
エ
ヴ
ァ
が
切
り
裂

か
れ
て
出
て
き
た
と
き
、
ア
ダ
ム
は
自
分
の
自
己
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
エ
ヴ
ァ
な
く
し
て
ア
ダ
ム
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
ア
ダ
ム
な
し
に

エ
ヴ
ァ
は
存
在
し
な
い
。
他
者
を
自
分
の
中
の
自
分
で
は
な
い
、
、

も
の
と
し
て
確

定
で
き
た
と
き
、
同
時
に
自
分
も
他
者
で
は
な
い
、
、

も
の
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
乳
児
が
「
マ
マ
」
と
叫
ん
だ
と
き
、
乳
児
は
マ
マ
で
は
な
い
も

の
と
し
て
の
自
分
を
獲
得
す
る
。
マ
マ
か
ら
の
分
離
（
マ
マ
を
目
の
前
に
据
え

る
こ
と
）、
つ
ま
り
乳
児
が
マ
マ
と
の
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
乳

児
の
自
己
の
確
定
で
あ
る
。

エ
デ
ン
の
園
は
、
ア
ダ
ム
も
エ
ヴ
ァ
も
そ
こ
へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
一
様

性
で
あ
る
。
神
の
命
令
が
そ
の
一
様
性
を
切
り
裂
く
。
も
ち
ろ
ん
エ
デ
ン
の
園

の
一
様
性
が
切
り
裂
か
れ
た
と
考
え
る
の
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
だ
け
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
エ
デ
ン
の
園
に
お
い
て
す
ら
、
神
の

命
令
を
聴
く
の
に
十
分
な
耳
（
資
格
）
を
つ
ね
に
す
で
に
も
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
耳
は
、
す
で
に
神
の
命
令
を
聴
従
す
る
た
め
に
存

在
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
エ
デ
ン
の
園
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
に
と
っ
て
、

す
で
に
離
れ
去
る
べ
き
場
所
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
い
つ
離
れ
去
る
か
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
必
ず
い

つ
か
は
離
れ
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。

神
の
命
令
に
背
く
以
前
に
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
す
で
に
人
間
に
な
る

（
自
己
を
意
識
す
る
）
可
能
性
を
有
し
て
い
た
の
だ
。
動
物
は
動
物
に
と
ど
ま

る
べ
く
、
神
の
命
令
を
聴
く
の
に
十
分
な
耳
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
エ
デ
ン
に
お
い
て
も
、
否
、
神
の
命
令
に
背
く
以
前
に
も
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ

ァ
は
動
物
で
は
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
人
間
と
動
物
と
の

「
中
間
状
態
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
「
中
間

状
態
」
に
い
る
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
こ
の
状
態
〔
エ
デ
ン
の
園
に
い
る
と
い
う
無
垢
に
お
い
て
精
神
が
夢
見

て
い
る
と
き
〕
に
は
、
平
和
と
安
穏
と
が
あ
る
。
し
か
も
同
時
に
そ
こ
に
は

も
っ
と
ち
が
っ
た
何
か
が
あ
る
、
た
だ
し
そ
れ
は
断
じ
て
不
和
や
争
い
で
は

な
い
、

―
な
ぜ
と
い
っ
て
そ
こ
に
は
争
う
べ
き
何
も
の
も
存
し
な
い
か
ら

で
あ
る
！
　
そ
れ
な
ら
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
。
無
だ
！
　
し
か
し
ど
う
い

う
作
用
を
す
る
の
か
、

―
無
は
！
　
そ
れ
は
不
安
を
つ
く
り
だ
す
。
無
垢

が
同
時
に
不
安
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
無
垢
の
深
い
秘
密
で
あ
る
。
夢
見
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つ
つ
精
神
は
自
己
自
身
の
現
実
性
を
前
に
投
影
す
る
、
と
こ
ろ
で
こ
の
現
実

性
は
無
で
あ
る
、
さ
て
こ
の
無
を
無
垢
は
た
え
ず
自
分
の
前
に
見
て
い
る
の

で
あ
る
。」（『
不
安
の
概
念
』
岩
波
文
庫
、
六
八
頁
）

「
無
垢
に
お
い
て
人
間
は
た
だ
の
動
物
な
の
で
は
な
い
、
も
し
も
彼
が
そ

の
生
涯
の
或
る
瞬
間
に
お
い
て
た
だ
の
動
物
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
は
一

般
に
決
し
て
人
間
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

精
神
が
そ
の
場
に
い
る
の
で
あ
る
、
但
し
そ
れ
は
直
接
的
な
夢
み
る
と
こ
ろ

の
精
神
と
し
て
で
あ
る
。」（
前
掲
書
、
六
八
頁
）

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
中
間
状
態
と
は
「
無
に
対
す
る
不
安
」
を
も
っ

て
い
る
状
態
で
あ
る
。「
無
垢
」
は
す
で
に
「
人
間
」
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
動
物
は
「
無
垢
」
と
そ
う
で
な
い
状
態
と
の
区
別
が
な
い
ほ
ど
に

「
完
全
な
る
無
垢
」（
こ
れ
は
す
で
に
「
無
垢
」
と
も
言
え
な
い
）
の
中
に
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
人
間
」
は
、
無
垢
の
不
安
を
通
じ
て
無
を
知
っ
て
い

る
。中

間
状
態
に
お
い
て
も
、
ア
ダ
ム
は
す
で
に
人
間
的
可
能
性
を
宿
し
て
い

る
。
そ
の
可
能
性
の
証
し
は
、「
精
神
」
で
あ
る
。「
人
間
」
は
精
神
を
も
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
無
垢
の
中
で
も
不
安
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
精
神
は
、
自
己

と
い
う
形
で
の
関
係
づ
け
を
欲
す
る
。
精
神
は
無
垢
（
エ
デ
ン
の
園
に
い
る
こ

と
）
の
中
で
憩
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
精
神
に
と
っ
て
無
垢
と
い
う
一

様
性
は
不
安
な
の
で
あ
る
。
充
足
さ
れ
、
あ
ま
り
に
も
幸
福
な
家
に
育
っ
た
子

供
が
不
安
を
抱
く
の
は
、
そ
の
家
が
あ
ま
り
に
も
深
く
子
供
を
巻
き
込
み
す
ぎ

て
、
精
神
の
関
係
づ
け
を
不
可
能
に
す
る
底
無
し
沼
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
、
エ
デ
ン
の
園
に
お
い
て
も
す
で
に
精
神
は

「
夢
見
る
精
神
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
精
神
は
、
無
垢
の
不
安
ゆ
え
に
絶

え
ず
関
係
づ
け
の
機
会
を
伺
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
神
の
命
令
は
、
精
神
に

と
っ
て
は
、
自
ら
を
展
開
す
る
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

聖
書
で
は
、
蛇
の
誘
惑
に
よ
っ
て
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
神
の
命
令
に
背
い
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
誘
惑
す
る
蛇
は
、
精
神
〔
神
〕
が
送
り
出
し
た
使
者

な
の
で
あ
る
。
関
係
そ
の
も
の
を
実
体
化
し
て
自
我
と
呼
び
、
次
に
自
我
を
実

体
化
し
て
一
人
歩
き
さ
せ
る
こ
と
は
、
関
係
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い

「
無
の
一
様
性
で
あ
る
エ
デ
ン
」
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と

な
る
。

人
類
は
、
エ
デ
ン
を
離
れ
て
（
家
出
を
し
て
）
人
間
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

エ
デ
ン
を
離
れ
る
と
い
う
代
償
な
し
に
は
、
ア
ダ
ム
は
エ
ヴ
ァ
を
目
の
前
に
も

つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
と
の
間
に

距
離
が
存
在
す
る
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

考
え
ら
れ
た
家
出：

出
家
（
宗
教
の
起
源
と
し
て
の
家
出
）

家
出
が
盲
目
的
・
衝
動
的
で
あ
る
な
ら
、
出
家
は
熟
慮
的
で
あ
り
、
結
果
的

に
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
い
え
あ
く
ま
で
も
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
た
家
出
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
出
家
と
は
、
仏
門
に
入
る
と
か
、
日
常
生
活
を
脱
し
て
宗
教

生
活
に
入
る
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
家
出
の
一
つ
の
特
殊
な
在

り
方
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
宗
教
者
、
特
に
開
祖
が
幸
せ
な
幼

年
期
を
（
少
な
く
と
も
極
度
の
不
幸
の
中
に
は
な
く
）
過
ご
し
な
が
ら
も
、
求





道
的
に
出
家
す
る
の
は
共
通
的
な
特
徴
で
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
旧
約
聖
書
は
、
神
に
よ
る
人
間
の
エ
デ
ン
の
園

か
ら
の
追
放
を
「
人
類
の
家
出
」
と
み
な
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
自
己
を
所

有
し
て
い
る
在
り
方
の
原
因
を
語
る
。
エ
デ
ン
か
ら
距
離
を
と
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
人
間
ら
し
さ
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
人
間
が
か

つ
て
い
た
場
所
を
（
す
で
に
人
間
で
あ
る
こ
と
が
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
も
の

を
）
再
発
見
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
欠
落
は
、
経
済
的

欠
乏
と
か
道
具
的
不
在
と
か
を
意
味
す
る
欠
落
で
は
な
く
、
人
間
存
在
そ
の
も

の
に
お
け
る
欠
落
で
あ
り
、
ま
た
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
た
め
の
欠

落
で
も
あ
る
。
こ
の
人
間
存
在
の
根
底
に
あ
る
欠
落
が
、
宗
教
的
活
動
を
人
間

に
促
す
。
日
常
的
な
欠
落
（
感
）
は
、
そ
れ
を
埋
め
、
補
填
す
れ
ば
解
消
す

る
。
一
万
円
の
借
金
は
一
万
円
を
返
却
す
れ
ば
解
消
す
る
し
、
犯
罪
者
は
犯
罪

に
見
合
っ
た
罰
を
受
け
れ
ば
犯
し
た
罪
は
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
、
人
間
存
在

の
根
底
に
あ
る
欠
落
（
感
）
は
、
い
か
な
る
解
消
を
も
拒
む
。
も
ち
ろ
ん
拒
ま

れ
て
し
ま
う
の
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
な
い
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
存
在
と
同
根
の
（
等
根
源
的
な
）
こ
の
欠
落
感
は
、
人

間
存
在
の
在
り
方
の
変
更
を
強
い
る
。
エ
デ
ン
の
園
か
ら
の
距
離
を
隠
し
つ
つ

成
立
し
た
日
常
性
は
、
こ
の
根
源
的
欠
落
感
に
よ
っ
て
脆
く
も
崩
壊
し
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
、
日
常
性
が
自
己
意
識
あ
る
い
は
自
己
の
存
在
を
自
明
な
こ
と
と

前
提
し
て
成
立
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
宗
教
性
は
こ
の
自
明
な
自
己
を
厭
わ

し
い
も
の
と
捉
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
根
底
に
共
通
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
エ
デ
ン
の
園
へ
の
帰
還
、
極
楽
往
生
、
あ
る
い
は
「
阿
字
の
ふ
る
さ
と
」

へ
と
帰
る
こ
と
、
つ
ま
り
日
常
的
人
間
存
在
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
。

①
　
イ
エ
ス
の
「
離
れ
」

衢

両
親
・
家
か
ら
の
「
離
れ
」

イ
エ
ス
は
家
出
も
出
家
も
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
は
も
と
も
と
家
が

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
彼
に
と
っ
て
の
家
と
は
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
そ
の

も
の
、
あ
る
い
は
彼
が
育
っ
た
地
ナ
ザ
レ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
福
音
書
の

イ
エ
ス
は
彼
の
偉
大
な
生
涯
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
、
す
で
に
出
生
以
前
か
ら

神
の
祝
福
を
受
け
た
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ア
は
、
ま

だ
婚
約
の
身
で
あ
る
と
き
に
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
次
の
よ
う
な
神
の
言
葉

を
聞
く
。

マ
リ
ア
よ
、
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
神
か
ら
お
恵
み
い
た
だ
い
た
の
だ
か

ら
。

見
よ
、
あ
な
た
は
子
を
さ
ず
か
り
、
男
の
子
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
名
を
イ
エ

ス
と
つ
け
よ
。

そ
の
子
は
大
い
な
る
者
と
な
り
、
い
と
高
き
お
方
の
子
と
呼
ば
れ
る
。

（
ル
カ
、
1
―
30
〜
32
）

福
音
書
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
は
特
別
な
人
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
「
特
別

さ
」
は
、
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
否
、
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に

家
や
母
か
ら
離
れ
て
い
る

、
、
、
、
、

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

父
親
ヨ
セ
フ
は
、
イ
エ
ス
の
誕
生
の
は
じ
め
か
ら
影
が
薄
い
。
ダ
ビ
デ
家
の

出
自
で
大
工
を
職
業
と
し
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
し

て
イ
エ
ス
に
と
っ
て
の
「
父
親
」
は
、
ヨ
セ
フ
か
ら
「
天
の
父
」
へ
と
シ
フ
ト
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す
る
。
イ
エ
ス
が
一
二
歳
の
と
き
、
過
越
の
祭
り
の
た
め
に
両
親
と
と
も
に
エ

ル
サ
レ
ム
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
の
帰
り
に
両
親
は
イ
エ
ス
を
見
失
っ
て
し
ま

う
。
両
親
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
残
っ
て
教
師
た
ち
と
話
を
し
て
い
る
イ
エ
ス
を
見

つ
け
る
。

「
坊
や
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
し
ま
し
た
か
。
ご
ら
ん
、
お
父
さ
ま
も

わ
た
し
も
心
配
し
て
、
あ
な
た
を
さ
が
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

彼
は
答
え
ら
れ
た
、「
な
ぜ
お
さ
が
し
に
な
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
が
（
天

の
）
お
父
さ
ま
の
家
に
い
る
の
は
当
り
前
で
し
ょ
う
。
ご
存
じ
な
か
っ
た
の

で
す
か
。」

（
ル
カ
、
2
―
48
〜
49
）

イ
エ
ス
は
自
ら
が
神
に
祝
福
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
イ
エ
ス
が
「
天
の
お
父
さ
ま
の
家
に
い
る
」
こ
と
は
当
り
前
な
の
で

あ
り
、
両
親
が
血
眼
に
な
っ
て
迷
子
に
な
っ
た
イ
エ
ス
を
捜
す
の
は
、
イ
エ
ス

に
と
っ
て
奇
異
な
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
も
と
も
と
両
親
か
ら
離
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
イ
エ
ス
が
自
ら
の
子
で
あ
っ
て
ま
た
神
の
子
で
あ
る
こ
と
を
心
に
深

く
刻
み
つ
け
る
の
は
、
母
マ
リ
ア
だ
け
で
あ
り
、
ヨ
ゼ
フ
で
は
な
い
。

衫

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
か
ら
・
故
郷
か
ら
の
離
れ

イ
エ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
か
ら
も
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。
特
別
な
人
イ

エ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
で
あ
り
な
が
ら
、
救
世
主

キ

リ

ス

ト

と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の

民
を
越
え
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
出
生
は
、
天
使
の
羊
飼
い
へ
の
通
告
に
よ
っ

て
、
一
般
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
告
知
さ
れ
る
。

天
使
が
言
っ
た
、「
こ
わ
が
る
こ
と
は
な
い
。
い
ま
わ
た
し
は
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
民
全
体
へ
の
大
き
な
喜
び
の
お
と
ず
れ
を
、
あ
な
た
達
に
伝
え
る
の
だ

か
ら
。
実
は
今
夜
ダ
ビ
デ
の
町
に
、
あ
な
た
達
の
た
め
に
一
人
の
救
い
主
が

お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
こ
の
お
方
が
か
ね
て
預
言
さ
れ
て
い
た
救
世
主

キ

リ

ス

ト

な
る

主
で
あ
る
。
あ
な
た
達
は
み
ど
り
児
が
産
着
に
く
る
ま
れ
て
飼
葉
桶
に
寝
て

い
る
の
を
見
る
。
そ
れ
が
救
世
主

キ

リ

ス

ト

の
目
印
で
あ
る
。」

（
ル
カ
、
1
―
10
〜
12
）

ま
た
、
イ
エ
ス
の
誕
生
か
ら
四
〇
日
目
に
、
律
法
に
従
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る

宮
へ
の
初
詣
で
の
折
り
に
、
救
世
主
を
見
て
か
ら
死
の
う
と
決
意
し
て
い
た
老

人
シ
メ
オ
ン
は
イ
エ
ス
に
出
会
う
。
そ
の
と
き
の
シ
メ
オ
ン
の
神
を
賛
美
す
る

言
葉
は
象
徴
的
で
あ
る
。

「
今
こ
そ
、
主
よ
、
あ
な
た
は
こ
の
僕
し
も
べ

を
し
て

お
言
葉
の
と
お
り
安
ら
か
に
こ
の
世
に
暇
乞
い
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
、

わ
た
し
の
目
が
、〝
も
う
あ
な
た
の
救
い
を
拝
見
し
ま
し
た
〞
か
ら
で
す
。

こ
の
救
い
こ
そ
、
あ
な
た
が
〝
全
人
類
の
た
め
、
そ
の
目
の
前
で
〞
用
意
さ

れ
た
も
の
、

〝
異
教
人
に
は
啓
示
を
〞

あ
な
た
の
民
〝
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
栄
光
を
あ
た
え
る
〞〝
光
〞
で
あ
り
ま

す
。」





（
ル
カ
、
1
―
29
〜
32
）

イ
エ
ス
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
民
族
を
離
れ
、
全
人
類
の
救
世
主
な
の
で
あ

る
。
全
人
類
の
救
世
主
で
あ
る
イ
エ
ス
は
、
そ
の
普
遍
性
ゆ
え
に
イ
ス
ラ
エ
ル

の
民
の
う
ち
に
自
ら
の
居
場
所
を
も
た
な
い
。
そ
し
て
結
局
、
シ
メ
オ
ン
の
予

言
ど
お
り
、「
こ
の
世
の
烈
し
い
反
対
を
受
け
て
」
し
ま
う
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
は
ま
た
故
郷
か
ら
も
離
れ
る
。
イ
エ
ス
が
伝
道
を
開
始
し
た
頃
、
イ

エ
ス
の
故
郷
ナ
ザ
レ
で
の
説
教
の
様
子
は
、
故
郷
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
イ
エ
ス
を
描
き
出
し
て
い
る
。
故
郷
の
者
た
ち
は
、
イ
エ
ス
を
救
世
主
と
は

見
な
さ
ず
、
単
に
「
ヨ
セ
フ
の
息
子
」
と
見
な
す
。
イ
エ
ス
は
故
郷
の
者
た
ち

に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
「
身
近
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
身
近
さ
が
、
イ
エ
ス

の
「
真
の
姿
」
を
見
せ
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、

偉
人
や
聖
人
と
し
て
世
間
の
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
崇
拝
さ
れ
る
者
も
、
近
親
者

に
と
っ
て
は
「
た
だ
の
人
」
で
し
か
な
い
こ
と
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
日
常
性

は
、
い
か
な
る
偉
人
を
も
、
人
々
と
同
じ
空
間
・
時
間
を
生
き
て
し
ま
う
こ
と

に
よ
っ
て
、「
た
だ
の
人
」
に
し
て
し
ま
う
。
イ
エ
ス
も
こ
の
こ
と
は
十
分
に

分
か
っ
て
い
た
。
イ
エ
ス
は
語
る
。

「
ア
ー
メ
ン
、
わ
た
し
は
言
う
、
い
か
な
る
預
言
者
も
、
そ
の
郷
里
で
は
歓

迎
さ
れ
な
い
。
本
当
に
わ
た
し
は
言
う
、
郷
里
で
え
ら
い
働
き
を
し
た
預
言

者
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
預
言
者
エ
リ
ア
の
時
代
に
、
三
年
六
か
月
、
天
が
閉

じ
て
雨
が
降
ら
ず
、
国
中
に
大
飢
饉
が
あ
っ
た
際
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
中
に

多
く
の
寡
婦
が
い
た
の
に
、
そ
の
だ
れ
の
所
に
も
エ
リ
ア
は
遣
わ
さ
れ
ず
、

軛異
教
国
シ
ド
ン
の
サ
レ
プ
タ
に
い
た
一
人
の
寡
婦
の
所
に
〞
だ
け
つ
か
わ

さ
れ
た
。
ま
た
預
言
者
エ
リ
シ
ア
の
時
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
中
に
多
く
の
癩

病
人
が
い
た
の
に
、
そ
の
だ
れ
も
清
ま
ら
ず
、
異
教
人
で
あ
る
シ
リ
ア
人
ナ

ア
マ
ン
だ
け
が
清
ま
っ
た
。
神
の
恵
み
は
か
え
っ
て
異
教
人
に
与
え
ら
れ

る
。」

（
ル
カ
、
4
―
24
〜
27
）

イ
エ
ス
の
こ
の
言
葉
に
傲
慢
さ
を
見
て
取
っ
た
礼
拝
堂
に
集
ま
っ
た
故
郷
の

人
々
は
イ
エ
ス
に
憤
慨
す
る
。
悪
い
の
は
、
イ
エ
ス
で
も
故
郷
の
人
々
で
も
な

い
。
故
郷
に
あ
る
と
い
う
「
近
さ
」（
身
近
さ
）
が
、
故
郷
の
人
々
の
目
を
曇

ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
の
特
別
さ
・
偉
大
さ
は
、「
両
親
・
家
か
ら
の
離
れ
」・「
民
族
・
故

郷
か
ら
の
離
れ
」
と
い
う
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
離
れ
」
は
、
異
常
さ
・

特
異
さ
を
ま
た
秀
逸
さ
を
表
わ
す
指
標
で
あ
る
。
特
に
イ
エ
ス
に
お
い
て
は
、

「
離
れ
」
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
も
と
も
と
の
離
れ
」
と
い
う
形
で
「
離
れ

か
ら
離
れ
る
（
離
れ
を
奪
取
す
る
）
こ
と
が
な
か
っ
た
」（
普
通
の
人
間
に
な

る
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
）
こ
と
に
、
イ
エ
ス
の
「
人
格
」
の
特
徴
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

②
　
仏
陀
（
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
）
の
家
出

旧
約
聖
書
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
類
は
、
目
下
、
家
出
し
て
い
る
（
さ

せ
ら
れ
て
い
る
）
状
態
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
禁
断
の
木
の
実
を
食
べ
た
ア
ダ

ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
神
に
背
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
エ
デ
ン
と
い
う
「
家
」
を
追
わ
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れ
た
。
つ
ま
り
神
に
よ
っ
て
エ
デ
ン
か
ら
勘
当
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
勘
当
さ
れ

た
か
ら
こ
そ
ア
ダ
ム
も
エ
ヴ
ァ
も
絶
対
に
エ
デ
ン
に
戻
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ

る
。人

間
で
あ
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
家
出
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
家
出
に
よ
っ
て
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
を

知
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
し
て
「
そ
の
後
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
」
は
、
自
ら
の
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ

る
エ
デ
ン
を
思
い
出
し
て
望
郷
の
念
に
駆
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る

の
は
彼
ら
の
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
の
エ
デ
ン
が
、
彼
ら
に
思
い
出
と
し
て
思

い
起
こ
す
何
も
の
を
も
与
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
ふ
る
さ
と
」
に
い
る

父
と
母
と
し
て
の
神
（
ヤ
ッ
ハ
ウ
ェ
ー
）
の
愛
は
、
彼
ら
が
禁
断
の
木
の
実
を

食
べ
、
そ
の
こ
と
を
神
に
白
状
し
た
後
に
、
エ
デ
ン
を
追
放
さ
れ
る
直
前
に
裸

で
あ
る
彼
ら
の
た
め
に
「
皮
衣
」
を
造
っ
て
や
っ
た
と
き
だ
け
で
あ
る
。

家
出
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
本
論
の
た
め
に
は
、
旧
約
聖
書
を
材
料
と
す

る
の
で
は
十
分
で
な
く
、
ま
た
生
ま
れ
な
が
ら
に
「
離
れ
」
を
体
現
し
て
し
ま

っ
て
い
る
イ
エ
ス
的
あ
り
方
で
も
十
分
で
は
な
い
。
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
（
釈
迦
）
こ
そ
が
最
適
な
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
釈

迦
は
普
通
の

、
、
、

人
間
の
生
き
方
を
し
て
い
た
の
に
、
或
る
と
き
突
然
自
ら
進
ん
で

家
出
を
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
家
出
を
し
な
け
れ
ば
釈
迦
は
自
ら
を

し
か
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

仏
教
の
祖
で
あ
る
「
仏
陀
」
に
は
、
多
く
の
名
号
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
馴

染
み
深
い
も
の
で
も
、
ブ
ッ
ダ
（
覚
者
の
意
）
と
カ
ナ
書
き
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
し
、
釈
迦
族
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
釈
迦
（
シ
ャ
カ
）・
お
釈
迦
さ
ま
と

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
釈
尊
と
も
言
わ
れ
る
。
名
号
の
数
は
百
を
越
え

る
ほ
ど
に
も
な
る
そ
う
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
文
脈
に
応
じ
て
、
幼
名
の
「
シ

ッ
ダ
ー
ル
タ
」・「
王
子
」・「
仏
陀
」
を
使
い
分
け
る
が
、
そ
れ
ら
が
同
一
人
物

で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

衢

人
間
的
な
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ

仏
陀
の
生
涯
も
、
イ
エ
ス
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
奇
瑞
を
も
っ
て
彩
ら
れ

る
。
否
、
仏
陀
が
特
別
な
人
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
、
仏
陀
誕
生
以

前
、
さ
ら
に
は
仏
陀
が
母
マ
ー
ヤ
ー
妃
の
胎
内
に
宿
る
以
前
の
出
来
事
が
語
ら

れ
る
。
仏
陀
の
現
世
で
の
生
涯
は
八
〇
年
。
仏
陀
の
よ
う
な
偉
大
な
人
格
が
形

成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
八
〇
年
は
余
り
に
も
短
い
。
そ
こ
で
仏
陀
は
誕
生
以
前

の
無
限
の
長
い
間
に
す
で
に
自
ら
の
人
格
を
完
成
さ
せ
、
ト
ソ
ツ
天
に
お
い

て
、
神
々
の
上
に
立
つ
存
在
と
し
て
、
神
々
を
教
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ト

ソ
ツ
天
で
の
神
々
の
教
化
は
、
次
に
、
人
間
界
に
降
り
立
っ
て
仏
陀
と
し
て
人

間
界
を
教
化
す
る
た
め
の
準
備
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
陀
の
前
生
は
、
人
間

界
に
降
り
立
つ
（
下
生

げ
し
ょ
う

）
た
め
と
い
う
こ
と
に
収
斂
す
る
。
神
々
の
世
界
と
人

間
界
と
は
、
こ
の
下
生
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
。
こ
の
関
係
は
、
後
に
さ
と
り
を

開
い
た
仏
陀
が
、
教
化
さ
れ
る
べ
き
人
々
に
仏
陀
の
話
を
聞
く
準
備
が
な
け
れ

ば
、
説
法
を
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
考
え
て
、
説
法
を
断
念
し
よ
う
と
し
た
こ

と
と
同
じ
力
学
が
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
仏
陀
の
守
護
神
の
一
人
で
あ
る
マ
ハ

ー
ブ
ラ
フ
マ
ン
神
（
大
梵
天
）
が
、
仏
陀
に
説
法
す
る
こ
と
を
勧
め
、
仏
陀
も

よ
う
や
く
説
法
す
る
気
に
な
る
。

ボ
サ
ツ
た
ち
や
神
々
の
意
の
ま
ま
に
、
下
生
の
適
切
な
時
と
場
所
と
が
設
定





さ
れ
る
。
互
い
に
異
質
な
も
の
の
結
び
つ
き
は
、
い
つ
も
一
方
の
側
の
一
方
的

、
、
、

な
決
定

、
、
、

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
決
定
は
、
受
身
的
で
あ
る
衆
生
に

向
け
て
、
衆
生
を
最
終
目
標
に
し
て
な
さ
れ
る
。

マ
ー
ヤ
ー
妃
が
、
仏
陀
下
生
の
媒
介
と
し
て
選
ば
れ
、
彼
女
は
受
胎
す
る
。

誕
生
直
後
に
も
多
く
の
奇
瑞
が
起
こ
る
。
そ
し
て
仏
陀
を
生
み
終
え
た
マ
ー
ヤ

ー
妃
は
、
出
産
の
七
日
目
に
「
役
割
」
を
終
え
て
他
界
す
る
。

仏
陀
は
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
族
の
王
子
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
イ
エ
ス
と
比

べ
る
な
ら
ば
、
非
常
に
裕
福
な
環
境
で
育
つ
。
仏
陀
は
、
確
か
に
他
の
子
供
よ

り
も
頭
脳
明
晰
で
武
術
の
技
に
も
秀
で
て
い
る
が
、
さ
り
と
て
王
国
の
王
子
と

し
て
人
間
の
子
供
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
王
子
自
身
も
、
自
ら
を

「
人
の
子
」
と
感
じ
て
い
る
。
た
だ
、
ア
シ
タ
仙
人
の
予
言
や
、
王
子
を
見
る

人
々
が
、
王
子
の
う
ち
に
普
通
の
子
供
で
は
な
い
何
か
神
的
な
も
の
を
感
じ
て

い
た
だ
け
で
あ
る
。

王
子
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
一
七
歳
の
と
き
に
結
婚
す
る
。
そ
し
て
当
時
の
王

国
の
慣
例
と
し
て
、
王
子
も
三
人
の
妃
を
も
っ
た
。
特
に
正
妃
の
ヤ
シ
ョ
ー
ダ

ラ
は
、
誇
り
高
き
女
性
と
し
て
、
妃
の
権
利
を
主
張
し
、
妻
と
し
て
の
自
覚
も

十
分
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
王
子
も
通
常
の
夫
婦
の
在
り
方
を
続
け
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

衫

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
家
出

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
将
来
王
に
な
る
べ
き
者
と
し
て
、
な
に
不
足
の
な
い
青

年
時
代
を
送
る
。
宮
殿
の
中
で
は
、「
穢
ら
わ
し
い
も
の
」
は
す
べ
て
王
子
の

前
か
ら
取
り
除
か
れ
た
。「
穢
ら
わ
し
い
も
の
」
は
幸
福
の
障
り
と
な
り
、
王

子
に
人
間
の
影
を
見
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
王
子
が

農
耕
儀
礼
を
執
り
行
な
う
た
め
に
、
ま
た
城
外
の
御
苑
に
遊
び
に
行
く
た
め
に

外
出
す
る
時
が
、
王
子
に
と
っ
て
現
実
を
見
る
唯
一
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。

幸
福
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
王
子
に
と
っ
て
農
民
の
困
難
な
生
活
や
、
人
々
の
生

存
の
た
め
の
闘
い
あ
る
い
は
悲
惨
な
生
活
に
接
し
た
と
き
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、
な

お
さ
ら
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

仏
陀
伝
説
の
中
で
も
特
に
有
名
な
「
四
門
出
遊
」
は
、
王
子
に
起
こ
っ
た
シ

ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
王
子
は
、
あ
る
日
郊
外

の
御
苑
に
遊
び
に
行
く
た
め
に
城
を
出
よ
う
と
す
る
。
王
子
の
父
の
シ
ュ
ッ
ド

ダ
ナ
ー
王
の
配
慮
で
、
御
苑
ま
で
の
沿
道
は
、
美
し
い
花
々
が
撒
き
散
ら
さ

れ
、
木
々
は
金
銀
宝
石
の
鈴
で
飾
ら
れ
、
ま
さ
に
こ
の
世
の
天
国
が
作
り
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
王
子
に
「
穢
ら
わ
し
い
も
の
」
を
見
せ
な
い
た
め
で
あ

る
。王

子
が
城
の
東
門
か
ら
馬
車
で
出
よ
う
と
す
る
と
、
一
人
の
老
人
が
と
ぼ
と

ぼ
と
歩
い
て
来
る
。
老
人
の
姿
は
、
腰
を
曲
げ
、
痩
せ
衰
え
、
歯
は
抜
け
、
鼻

汁
を
垂
ら
し
、
ま
さ
に
老
醜
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
王
子
は
、
馭
者
に
老
人
に

つ
い
て
尋
ね
る
。
馭
者
は
、
だ
れ
で
も
貴
賤
の
区
別
な
く
あ
の
よ
う
な
醜
い
老

人
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
王
子
に
教
え
る
。
王
子
は
悲
し
く
な
っ

て
、
城
へ
と
戻
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
王
子
は
今
度
は
城
の
南
門
か
ら
出
掛
け

よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
門
の
と
こ
ろ
で
病
人
を
見
る
。
今
度
も
ま
た
馭
者
か

ら
、
だ
れ
で
も
が
病
気
に
罹
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
ま
た

悲
し
く
な
っ
て
宮
殿
に
引
き
返
す
。
次
に
、
王
子
が
城
の
西
門
か
ら
出
よ
う
と

す
る
と
、
葬
式
の
行
列
に
出
会
う
。
王
子
は
死
と
は
何
か
を
馭
者
に
問
う
。
馭
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者
は
答
え
て
、「
死
と
は
魂
が
肉
体
か
ら
去
り
、
生
命
の
働
き
が
な
く
な
り
ま

す
。
父
母
、
兄
弟
、
妻
子
そ
の
他
愛
す
る
人
々
と
も
永
遠
に
遇
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
た
い
そ
う
悲
し
い
こ
と
で
す
。
そ

し
て
お
よ
そ
生
ま
れ
た
も
の
は
誰
で
も
み
な
死
な
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と

言
う
。
こ
の
馭
者
の
言
葉
を
聞
い
た
王
子
は
、
自
ら
も
死
に
会
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
思
い
、
生
を
無
駄
に
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
御
苑
に

出
掛
け
る
の
を
や
め
に
し
て
し
ま
う
。
次
に
、
王
子
は
城
の
北
門
か
ら
出
掛
け

よ
う
と
す
る
。
王
子
は
門
の
と
こ
ろ
で
、
出
家
し
た
僧
に
会
う
。
そ
の
僧
の
ま

っ
た
く
不
安
の
な
い
堂
々
と
し
た
姿
を
見
て
、
王
子
は
馬
車
を
降
り
て
僧
に
挨

拶
を
す
る
。
そ
し
て
僧
に
出
家
の
意
味
を
問
う
。
僧
は
自
ら
の
体
験
か
ら
、
真

の
聖
の
道
を
、
ま
た
永
遠
な
る
解
脱
の
方
法
を
、
つ
ま
り
出
家
の
法
を
王
子
に

教
え
る
。
王
子
は
、
自
ら
求
め
て
い
た
道
が
僧
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
の
に
感
激

し
、
自
ら
も
出
家
者
の
道
を
歩
ま
ん
と
決
意
し
、
喜
び
勇
ん
で
宮
殿
へ
と
戻

る
。こ

の
「
四
門
出
遊
」
の
仏
陀
伝
説
は
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
語

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
別
々
の
日
の
場
合
も
あ
る
し
、
一
日
の
出
来
事

の
場
合
も
あ
る
。
ま
た
王
子
は
老
人
と
病
人
と
死
人
に
出
会
う
だ
け
で
、
出
家

に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。

王
子
は
、
こ
の
世
の
苦
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
幼
子
の
よ
う

に
、
素
朴
に
老
・
病
・
死
に
つ
い
て
尋
ね
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
王
子
の
世

間
離
れ
し
た
非
常
識
あ
る
い
は
無
知
を
責
め
た
く
な
る
。
し
か
し
む
し
ろ
俗
人

と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
、
王
子
の
よ
う
に
素
朴
な
質
問
を
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
老
・
病
・
死
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
な
く
、
通
念
に
よ
っ

て
判
断
し
て
そ
れ
ら
の
事
象
に
つ
い
て
分
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

事
象
を
隠
蔽
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
幼
児
の
よ
う

に
、
若
き
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
よ
う
に
、
老
・
病
・
死
を
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

王
子
と
し
て
な
に
不
足
の
な
い
幼
年
時
代
を
過
ご
し
た
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、

老
・
病
・
死
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
ど
う
に
も
で
き
な
い
事
柄
に
接
し
て
は
じ

め
て
生
き
る
こ
と
の
苦
し
さ
を
知
る
。
そ
し
て
そ
の
苦
は
、
俗
人
の
わ
れ
わ
れ

の
そ
れ
よ
り
も
、
王
子
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
一
層
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
王
子
に
と
っ
て
は
じ
め
て
、
金
銀
宝
石
を
も
っ
て
し
て
も
ど

う
に
も
な
ら
な
い
も
の
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。

「
四
門
出
遊
」
で
王
子
が
最
後
に
城
の
北
門
か
ら
出
よ
う
と
し
て
出
家
僧
に

出
会
う
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。「
苦
」
と
は
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な

ら
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
苦
」
が
、
老
・
病
・
死
で
表
わ
さ
れ

る
。
老
を
回
避
し
、
病
を
嫌
悪
し
、
死
を
遠
ざ
け
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に

人
間
の
生
へ
の
執
着
か
ら
発
す
る
。
そ
の
と
き
人
間
は
、
生
に
、
し
か
も
青
・

壮
年
期
の
体
が
自
由
に
動
く
頃
の
生
に
、
絶
対
の
価
値
を
置
い
て
い
る
。
王
子

が
城
の
北
門
で
出
会
っ
た
出
家
僧
は
、
こ
の
苦
か
ら
の
超
越
に
努
め
、
そ
の
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
者
で
あ
る
。
王
子
は
出
家
僧
の
中
に
自
ら
の
理
想
像
を
見

る
。
そ
れ
は
、
日
常
性
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
の
事
柄
が
人
間
を
生
へ
の
執
着
へ

と
向
か
わ
せ
る
よ
う
強
制
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
日
常
性
か
ら
の
離
脱
こ
そ

が
絶
対
的
な
「
生
へ
の
執
着
」
を
相
対
化
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
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シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
俗
人
と
し
て
の
悩
み

仏
陀
伝
説
は
、「
人
間
と
し
て
の
仏
陀
」
と
「
神
々
の
一
員
と
し
て
の
仏
陀
」

と
が
微
妙
に
交
錯
す
る
。
仏
陀
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
こ
と
が
、
す
で
に

神
々
の
配
慮
の
も
と
に
あ
り
、「
四
門
出
遊
」
も
、
浄
居
天
の
天
人
の
王
子
に

対
す
る
配
慮
（
詭
計
）
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
王

子
は
自
ら
の
運
命
が
浄
居
天
か
ら
の
配
慮
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
も
知
ら
な

い
。
だ
か
ら
王
子
は
、
人
間
と
し
て
真
剣
に
悩
む
の
で
あ
る
。

出
家、
あ
る
い
は
家、
出
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
、「
家
」

に
生
ま
れ
、「
家
」
を
形
成
し
、
そ
し
て
「
家
」
に
悩
む
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、

「
人
間
と
し
て
の
仏
陀
」
と
は
、
家
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
ま
た
家
に
よ
っ
て

「
真
理
」
を
隠
さ
れ
つ
つ
生
き
る
一
個
の
人
間
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
仏
陀
に

比
べ
て
、
イ
エ
ス
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
出
家
、
、

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、「
日

常
性
か
ら
の
脱
出
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
付
け
よ
う
と
し
て
も
不
可
能
で
あ

る
。
仏
陀
も
イ
エ
ス
も
と
も
に
「
選
ば
れ
た
人
間
」
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
陀
は

一
度
「
普
通
の
人
間
」
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
「
選
ば
れ
た
人
間
」
へ
と
再
生
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

王
子
は
「
普
通
の
人
間
」
と
し
て
、
幼
年
・
少
年
・
青
年
期
を
過
ご
し
、
結

婚
し
て
子
供
を
儲
け
る
。
王
子
に
と
っ
て
幼
・
少
・
青
年
期
の
家
は
、
親
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
家
で
あ
り
、
父
親
（
シ
ュ
ッ
ド
ダ
ナ
ー
王
）
の
意
向
の
ま
ま

に
動
か
さ
れ
る
受
動
的
な
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
婚
し
子
を
儲
け
て
自
ら

家
を
作
る
と
な
る
と
、
家
は
今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な

る
。
親
に
と
っ
て
の
家
は
、
自
分
の
も
の
で
あ
り
「
能
動
的
に
」
対
処
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
特
に
父
親
は
家
と
同
格
と
な
り
、
だ
か
ら
父
親

の
家
か
ら
の
離
脱
は
、
母
（
妻
）
に
と
っ
て
も
子
に
と
っ
て
も
家
の
喪
失
と
い

う
人
生
の
決
定
的
な
転
換
点
と
な
る
。
仏
陀
は
一
七
歳
で
結
婚
し
、
二
九
歳
で

出
家
を
す
る
。
仏
陀
の
結
婚
生
活
は
一
二
年
間
で
あ
る
が
、
仏
陀
一
七
歳
の
と

き
妻
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
妃
は
ま
だ
幼
く
、
仏
陀
が
送
っ
た
実
際
の
結
婚
生
活
は
、

数
年
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
、
仏
陀
の
子
ラ
ー
フ
ラ
が
誕
生
す

る
の
が
、
仏
陀
の
出
家
前
後
の
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
仏
陀
出
家
の
頃
は

ま
だ
新
婚
の
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
を
離
れ
る
の
が
困
難
と
な
る
決
定
的

な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
子
は
鎹
か
す
が
い

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
親
は
子
供
の

た
め
に
あ
る
い
は
子
供
を
理
由
に
し
て
、
家
を
放
棄
す
る
の
が
一
層
困
難
に
な

っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
子
供
の
「
か
わ
い
さ
」
が
親
に
保
育
の
義
務
（
衝
動
）

を
与
え
、
家
を
放
棄
し
た
く
て
も
子
供
の
存
在
が
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
さ
せ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

仏
陀
の
子
ラ
ー
フ
ラ
の
誕
生
が
、
仏
陀
の
出
家
の
以
前
か
以
後
か
は
明
ら
か

に
な
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
出
家
以
前
に
正
妃
ヤ
シ
ョ
ー
ダ

ラ
が
懐
妊
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
仏
陀
が
ラ
ー
フ
ラ
の
誕
生
を
ど
こ
か
で
聞
い

て
知
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
子
供
に
対
す
る
愛
情
、
あ
る
い

は
「
か
わ
い
ら
し
さ
」
の
感
覚
は
、
誕
生
直
後
に
す
ぐ
生
ず
る
も
の
で
は
な

く
、
保
育
、
日
々
の
交
わ
り
を
通
じ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
二
・
三
歳
児
が
最
も
「
か
わ
い
い
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
子
供
と
の
歴
史

が
形
成
さ
れ
、
ま
た
親
の
庇
護
を
必
要
と
す
る
従
順
さ
が
ま
だ
子
供
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

あ
る
仏
伝
に
よ
る
と
、
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
王
子
は
、
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「
ラ
ー
フ
ラ
が
生
ま
れ
た
」
と
叫
ん
だ
そ
う
で
あ
る
。
ラ
ー
フ
ラ
と
は
「
妨

げ
」・「
障
り
」
の
意
味
で
あ
る
。
出
家
者
に
自
ら
の
理
想
像
を
見
た
王
子
に
と

っ
て
、
子
供
の
誕
生
は
出
家
の
決
心
を
鈍
ら
せ
る
「
障
り
」
と
思
わ
れ
た
の
で

あ
り
、
こ
の
ま
ま
ず
る
ず
る
子
供
と
の
生
活
を
続
け
る
な
ら
ば
、
出
家
の
道
は

ま
っ
た
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
と
予
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
子
に
と
っ
て
出

家
の
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
は
、
生
ま
れ
て
く
る
子
を
ま
だ
見
ぬ
あ
い
だ
で
あ
り
、

「
か
わ
い
ら
し
さ
」
を
実
感
す
る
前
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
四
門
出
遊
」
の

伝
説
が
、
ラ
ー
フ
ラ
誕
生
と
同
時
期
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ

ろ
で
の
王
子
の
決
断
を
語
ら
ん
と
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
ラ
ー
フ
ラ
に
は
「
妨
げ
」・「
障
り
」
の
意
味
も
あ
る
が
、
ま
た
「
月
食
」

の
意
味
も
あ
る
。
ラ
ー
フ
ラ
が
月
食
の
日
に
生
ま
れ
た
か
ら
そ
う
命
名
さ
れ
た

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
地
球
が
太
陽
と
月
の
間
に
入
り
込
ん
で
、

月
に
当
た
る
光
を
妨
げ
て
月
を
欠
け
さ
せ
る
月
食
は
、
子
供
の
誕
生
が
王
子
の

「
さ
と
り
」（
苦
か
ら
の
解
脱
）
を
妨
げ
る
こ
と
と
し
て
、
な
ん
と
も
象
徴
的
で

あ
る
。衾

残
さ
れ
た
者
た
ち

出
家
も
家
出
も
極
め
て
個
人
的
な
事
柄
で
あ
る
。
個
人
に
と
っ
て
、
出
家
や

家
出
は
、
そ
の
よ
う
に
し
か
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
道
が
な
い
と
思
わ
れ
た
と

き
、
家
族
や
他
人
の
思
惑
を
一
切
無
視
し
て
こ
そ
実
行
さ
れ
得
る
も
の
で
あ

る
。
個
人
の
出
家
の
決
意
を
当
人
以
外
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
ず
、
た
だ
自
ら

の
立
場
か
ら
、
出
家
す
る
者
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
り
、
恨
ん
だ
り

す
る
。

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
出
家
の
決
意
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
父
シ
ュ
ッ
ド
ダ
ナ
ー

は
、「
何
で
も
望
み
を
か
な
え
て
や
る
か
ら
留
ま
っ
て
く
れ
」
と
王
子
に
懇
願

す
る
。
父
と
子
は
、
こ
こ
で
ま
っ
た
く
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
い
る
。
父

は
息
子
の
出
家
の
動
機
を
、
城
（
家
）
に
お
い
て
何
か
不
足
・
不
満
が
あ
る
か

ら
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
子
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
す
べ
て
の
望
み
を
か
な
え
て

も
ら
っ
て
も
な
お
、
あ
る
い
は
自
ら
の
望
み
は
す
べ
て
か
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

こ
そ
、
出
家
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
父
と
子
の
ベ
ク
ト
ル
の
違
い

は
、
価
値
観
の
違
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
価
値
（
観
）
の

な
い
世
界
（
苦
の
な
い
世
界
）
へ
の
脱
出
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
す
で
に
日
常
的
価
値
は
通
用
し
な
い
。
父
が
、
出

家
し
よ
う
と
す
る
子
を
引
き
止
め
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て
子
に
向
か
っ
て
吐
く

言
葉
は
実
に
痛
々
し
い
。
そ
れ
は
、
現
実
的
な
価
値
世
界
に
し
か
生
き
ら
れ
な

い
者
の
絶
望
的
な
叫
び
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

正
妃
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
は
、
出
家
し
た
夫
（
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
）
に
対
し
て
、
父

と
は
別
の
感
情
を
抱
く
。
仏
陀
は
正
妃
の
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
に
対
し
て
は
出
家
の

意
思
を
打
ち
明
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
愛
馬
カ
ン
ダ
カ
に
乗
り
、
手
綱
を

馭
者
の
チ
ャ
ン
ダ
カ
に
引
か
せ
て
城
を
出
た
仏
陀
は
、
出
家
者
に
ふ
さ
わ
し
い

装
い
に
な
る
と
、
愛
馬
と
御
者
を
城
へ
帰
す
。
夫
の
出
城
を
知
り
動
転
し
た
ヤ

シ
ョ
ー
ダ
ラ
は
、
帰
っ
て
き
た
馭
者
の
チ
ャ
ン
ダ
カ
を
激
し
く
責
め
る
。
そ
し

て
次
の
よ
う
に
今
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
夫
に
向
か
っ
て
語
る
。

「
私
は
こ
れ
ま
で
忠
実
に
あ
な
た
に
仕
え
て
き
ま
し
た
。
ど
う
し
て
こ
の
私

を
捨
て
て
一
人
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。
昔
か
ら
宗
教
の
修
行
の
た





め
に
王
が
位
を
す
て
て
山
林
に
入
っ
た
と
い
う
話
は
い
く
ら
も
聞
い
て
い
ま

す
。
し
か
し
そ
う
い
う
時
に
は
妻
や
子
も
い
っ
し
ょ
に
連
れ
て
行
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
夫
婦
そ
ろ
っ
て
頭
を
剃
っ
て
出
家
し
て
苦
行
し
た
そ
う
で

す
。
ま
た
夫
婦
そ
ろ
っ
て
神
々
を
祭
っ
て
功
徳
を
積
ん
で
死
後
に
天
に
生
れ

る
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
私
を
捨
て
て
自
分
だ
け
天
に

生
れ
て
天
女
と
楽
し
も
う
と
い
う
つ
も
り
な
の
で
す
か
。
こ
う
し
て
あ
な
た

に
捨
て
ら
れ
た
私
の
心
が
は
り
さ
け
な
い
の
は
、
私
の
心
が
石
や
金
属
で
で

き
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。」

「
今
日
か
ら
太
子
に
ま
た
お
目
に
か
か
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
私
は
正
式
の

寝
床
に
臥
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
香
の
あ
る
湯
に
浴
し
ま
せ
ん
。
身
体
を
飾

っ
た
り
、
こ
す
っ
た
り
、
化
粧
し
た
り
、
模
様
の
あ
る
着
物
を
着
た
り
し
ま

せ
ん
。
宝
石
や
香
水
塗
香
や
花
飾
り
を
付
け
ま
せ
ん
。
う
ま
い
食
事
、
う
ま

い
飲
み
物
を
口
に
せ
ず
、
酒
を
す
べ
て
断
ち
ま
す
。
頭
髪
の
手
入
れ
も
し

ま
せ
ん
。
た
と
え
こ
の
身
は
家
の
中
に
住
ん
で
い
て
も
、
常
に
山
林
に
い
る

つ
も
り
で
苦
行
の
生
活
を
い
た
し
ま
す
。」

（『
新
釈
尊
伝
』
渡
辺
照
宏
、
大
法
輪
閣
、
一
一
四
〜
一
一
五
頁
）

ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
妃
は
、
自
己
を
主
張
す
る
し
っ
か
り
し
た
性
格
を
も
っ
て
い

た
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
気
の
強
い
女
性
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
が

上
の
よ
う
な
自
己
主
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
は
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と

夫
婦
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
夫
婦
は
す
べ
て
に
お
い
て

、
、
、
、
、
、
、

互
い
に
協
力
し
て

事
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
夫
婦
で
あ
る
以
上
、
一
人
の
わ
が
ま
ま
は

許
さ
れ
な
い
。
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
妃
は
裏
切
ら
れ
捨
て
ら
れ
た
と
考
え
る
。
そ
れ

は
、
浮
気
を
し
た
夫
を
責
め
る
気
持
ち
と
よ
く
似
て
い
る
。
ど
ん
な
に
善
い
こ

と
で
も
、
夫
婦
で
あ
る
か
ぎ
り
は
自
分
勝
手
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ

る
。
彼
女
は
家
出
の
真
の
意
味
を
、
あ
る
い
は
夫
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
真
意
を
理

解
で
き
な
い
の
で
、
家
出
す
ら
も
家
族
で
行
う
儀
礼
の
一
つ
と
い
っ
た
ほ
ど
に

考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
女
は
、
夫
と
共
同
体
験
を
す
べ
く
、
夫
が
現
わ

れ
る
ま
で
自
ら
疑
似
的
な
出
家
体
験
を
し
よ
う
と
決
意
す
る
。

一
人
の
も
の
が
出
家
し
て
、
家
に
残
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
狼
狽
ぶ
り
は
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
。
父
親
は
家
（
王
国
）
の
跡
継
ぎ
が
い
な
く
な

る
こ
と
を
嘆
く
。
王
子
の
誕
生
の
折
、
ア
シ
タ
仙
人
が
「
こ
の
子
は
仏
陀
に
な

る
に
ち
が
い
な
い
」
と
予
言
し
た
こ
と
を
、
父
は
嬉
し
く
思
っ
た
が
、
今
と
な

っ
て
は
、
そ
ん
な
に
偉
い
人
物
に
な
っ
て
く
れ
な
く
て
も
、
せ
め
て
王
位
を
継

承
し
て
く
れ
れ
ば
、
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
妻
は
夫
の
勝
手
な
行
動
に
、

夫
婦
と
し
て
の
一
体
感
の
消
滅
を
感
じ
て
、
捨
て
ら
れ
た
と
思
う
。
残
さ
れ
た

者
た
ち
は
、
家
の
持
続
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
、
家
の
機
能
停
止
を
自
ら
の

立
場
か
ら
嘆
く
。
家
族
は
い
つ
も
家
の
内
部
に
い
て
家
を
機
能
さ
せ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
家
の
外
に
出
て
家
を
眺
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

袞

自
ら
の
出
家
を
振
り
返
る

仏
陀
は
三
〇
〜
三
五
歳
の
こ
ろ
「
さ
と
り
」
を
開
い
た
と
い
わ
れ
る
（
成

道
）。
悟
り
を
開
い
た
後
の
仏
陀
が
語
る
「
出
家
の
意
味
」
を
仏
陀
の
言
葉
か

ら
拾
っ
て
み
よ
う
。
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33

悪
魔
パ
ー
ピ
マ
ン
が
い
っ
た
。

「
子
の
あ
る
者
は
子
に
つ
い
て
喜
び
、
ま
た
牛
の
あ
る
者
は
牛
に
つ
い

て
喜
ぶ
。
人
間
の
執
し
ゅ
う

著
じ
ゃ
く

す
る
も
と
の
も
の
は
喜
び
で
あ
る
。
執
著
す

る
も
と
の
も
の
の
な
い
人
は
、
実
に
喜
ぶ
こ
と
が
な
い
。」

34

師
は
答
え
た
。

「
子
の
あ
る
者
は
子
に
つ
い
て
憂
い
、
ま
た
牛
の
あ
る
者
は
牛
に
つ
い

て
憂
う
。
実
に
人
間
の
憂
い
は
執
著
す
る
も
と
の
も
の
で
あ
る
。
執
著

す
る
も
と
の
も
の
の
な
い
人
は
、
憂
う
る
こ
と
が
な
い
。」

207

親
し
み
慣
れ
る
こ
と
か
ら
恐
れ
が
生
じ
、
家
の
生
活
か
ら
汚
れ
た
塵
が

生
ず
る
。
親
し
み
慣
れ
る
こ
と
も
な
く
家
の
生
活
も
な
い
な
ら
ば
、
こ

れ
が
実
に
聖
者
の
さ
と
り
で
あ
る
。

208

す
で
に
生
じ
た
（
煩
悩
の
芽
を
）
断
ち
切
っ
て
、
新
た
に
植
え
る
こ
と

な
く
、
現
に
生
ず
る
（
煩
悩
）
を
長
ぜ
し
め
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、

こ
の
独
り
歩
む
人
を
〈
聖
人
〉
と
名
づ
け
る
。
か
の
大
仙
人
は
平
安
の

境
地
を
見
た
の
で
あ
る
。

220

両
者
﹇
在
家
者
と
出
家
者
﹈
は
住
所
も
生
活
も
隔
た
っ
て
い
て
、
等
し

く
な
い
。
在
家
者
は
妻
を
養
う
が
、
善
く
誓
戒
を
守
る
者
（
出
家
者
）

は
何
も
の
を
も
わ
が
も
の
と
み
な
す
執
著
が
な
い
。
在
家
者
は
、
他
の

も
の
の
生
命
を
害
っ
て
、
節
制
す
る
こ
と
が
な
い
が
、
聖
者
は
自
制
し

て
い
て
、
常
に
生
命
あ
る
者
を
守
る
。

772

窟い
わ
や
（
身
体
）
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、
執
著
し
、
多
く
の
（
煩
悩
）
に
覆

わ
れ
、
迷
妄
の
う
ち
に
沈
没
し
て
い
る
人
、

―
こ
の
よ
う
な
人
は
、

実
に
〈
遠
ざ
か
り
離
れ
る
こ
と
〉（
厭
離
）
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。

実
に
世
の
中
に
あ
り
な
が
ら
欲
望
を
捨
て
去
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

（『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
―
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
―
、
岩
波
文
庫
）

62

「
わ
た
し
に
は
子
が
あ
る
。
わ
た
し
に
は
財
が
あ
る
」
と
思
っ
て
愚
か

な
者
は
悩
む
。
し
か
し
す
で
に
自
己
が
自
分
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
し

て
ど
う
し
て
子
が
自
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
財
が
自
分
の

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

87

賢
者
は
、
悪
い
こ
と
が
ら
を
捨
て
て
、
善
い
こ
と
が
ら
を
行
な
え
。
家

か
ら
出
て
、
家
の
無
い
生
活
に
入
り
、
楽
し
み
難
い
こ
と
で
は
あ
る

が
、
孤
独
の
う
ち
に
、
喜
び
を
求
め
よ
。

210

愛
す
る
人
と
会
う
な
。
愛
し
な
い
人
と
も
会
う
な
。
愛
す
る
人
に
会
わ

な
い
の
は
苦
し
い
。
ま
た
愛
し
な
い
人
に
会
う
の
も
苦
し
い
。

211

そ
れ
故
に
愛
す
る
人
を
つ
く
る
な
。
愛
す
る
人
を
失
う
の
は
わ
ざ
わ
い

で
あ
る
。
愛
す
る
人
も
憎
む
人
も
い
な
い
人
々
に
は
、
わ
ず
ら
い
の
絆

が
存
在
し
な
い
。

212

愛
す
る
も
の
か
ら
憂
い
が
生
じ
、
愛
す
る
も
の
か
ら
恐
れ
が
生
ず
る
、

愛
す
る
も
の
を
離
れ
た
な
ら
ば
、
憂
い
は
存
在
し
な
い
。
ど
う
し
て
恐

れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？

287

子
ど
も
や
家
畜
の
こ
と
に
気
を
奪
わ
れ
て
心
が
そ
れ
に
執
著
し
て
い
る

人
を
、
死
は
さ
ら
っ
て
行
く
。

―
眠
っ
て
い
る
村
を
大
洪
水
が
押
し

流
す
よ
う
に
。

288

子
も
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
父
も
親
戚
も
ま
た
救
う
こ
と
が
で
き
な





い
。
死
に
捉
え
ら
れ
た
者
を
、
親
族
も
救
い
得
る
能
力
が
な
い
。

289

心
あ
る
人
は
こ
の
道
理
を
知
っ
て
、
戒
律
を
ま
も
り
、
す
み
や
か
に
ニ

ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
至
る
道
を
清
く
せ
よ
。

（『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
感
興
の
こ
と
ば
』
―
ダ
ン
マ
パ
ダ
―
、
岩
波
文
庫
）

仏
陀
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
日
常
性
か
ら
「
遠
ざ
か
り
離
れ
る
こ
と
」
の
勧
め

で
あ
る
。

家
・
家
族
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
、
苦
か
ら
の
離
脱
の
第
一
歩
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
家
が
家
族
に
家
族
の
在
り
方
の
基
準
を
与
え
、
ま
た
愛
着
・
愛
情
の
湧
き

出
る
場
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
情
は
執
着
と
な
り
、
執
着
は
期
待
を
生

む
。
そ
し
て
期
待
が
成
就
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
成
就
に
苦
し
む
。
家
は
持

続
と
発
展
と
を
要
求
す
る
。
だ
か
ら
家
が
苦
の
は
じ
ま
り
な
の
で
あ
る
。

家
は
、
あ
る
い
は
家
族
（
特
に
子
ど
も
）
は
執
着
の
根
源
で
あ
る
。
仏
陀

は
、
家
・
家
族
を
憎
悪
し
て
、
出
家
を
勧
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
執
着
を
生

み
出
す
家
と
い
う
形
態
を
、
真
理
を
隠
す
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
遠

ざ
か
り
を
語
る
の
で
あ
る
。

（
続
く
）


