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聖
書
の「
真
実
」 

 

―
研
究
の
何
が
お
も
し
ろ
い
か
？ 

 

関　

根　

清　

三 

 

プ
ロ
ロ
ー
グ 

 　

今
日
の
講
演
は
、
二
八
年
前
の
こ
の
大
学
の
創
立
を
想
い
起
こ
し
、
記
念
す
る
た
め
の
講
演
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
大
学
、

 U
niversity 

と
は
何
な
の
か
。
そ
の
辺
り
か
ら
話
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 U

niversity 

と
は
、
ラ
テ
ン
語
の universitas 

か
ら
で

き
た
言
葉
で
す
。
で
は universitas 

と
は
何
か
。
そ
れ
は
、 unum

 

（
一
つ
の
こ
と
）
に verto 

す
る
（
す
な
わ
ち
、
向
か
う
）、
そ
う

い
う
共
同
体
を
指
し
ま
す
。
そ
の unum

 

（
一
つ
の
こ
と
）
と
い
う
の
は
、 veritias 

で
す
。
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
の
隣
の
建
物
が
ヴ
ェ
リ
タ

ス
館
で
す
が
、 veritias 

と
は
真
理
・
真
実
を
指
し
ま
す
。
真
実
と
い
う
一
つ
の
こ
と
に
、
教
員
・
職
員
・
学
生
が
共
同
し
て
向
か
う

共
同
体
、
そ
れ
が
大
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 　

と
こ
ろ
で
聖
学
院
大
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
建
学
の
精
神
と
し
て
い
る
大
学
で
す
。
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
正
典
で
あ
る
聖
書
に
と
っ

て
、
真
理
・
真
実
と
は
何
な
の
か
。
今
日
は
改
め
て
そ
の
こ
と
を
、
ご
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
大
学
が
、
一
つ
の
こ
と

に
向
か
う
、
そ
の
真
理
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
演
題
の
「
聖
書
の
『
真
実
』」
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
こ
と
を
追
究
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す
る
こ
と
が
、
今
日
の
講
演
の
主
た
る
課
題
と
な
り
ま
す
。 

 　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
演
題
に
は
、
副
題
が
つ
い
て
い
ま
す
。「
研
究
の
何
が
お
も
し
ろ
い
か
？
」。
こ
の
点
は
、
聖
書
の
「
真
実
」
を
研

究
す
る
手
順
を
、
手
の
内
を
明
か
し
な
が
ら
お
話
す
る
過
程
で
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 　

普
通
お
勉
強
は
余
り
お
も
し
ろ
く
な
い
。
し
か
し
研
究
は
ど
う
も
お
も
し
ろ
い
ら
し
い
。
ど
こ
が
違
う
の
か
。
自
分
の
若
い
頃
を
振

り
返
る
と
、
大
学
生
の
時
代
と
い
う
の
は
、
勉
強
か
ら
研
究
に
、
切
り
替
わ
る
時
期
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
勉
強
は
詰
ま
ら
な
い
か
ら

強
制
的
に
や
る
も
の
。
研
究
は
お
も
し
ろ
い
か
ら
進
ん
で
自
発
的
に
や
る
も
の
。
こ
の
違
い
が
分
か
ら
な
い
と
、
大
学
に
入
っ
て
も
高

校
時
代
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
、
い
や
い
や
勉
強
を
す
る
羽
目
に
な
っ
て
、
暗
い
学
生
生
活
に
終
始
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、
こ
の
違
い
が
分
か
る
と
、
学
生
生
活
は
バ
ラ
色
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
こ
の
副
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
こ
と

も
、
大
学
の
創
立
記
念
日
の
講
演
と
し
て
は
、
大
事
な
こ
と
の
筈
で
す
。 

 　

要
す
る
に
、
今
日
は
、
こ
の
「
聖
書
の
『
真
実
』」
を
ど
う
追
究
し
、
そ
の
真
理
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ

と
し
、
他
方
そ
こ
か
ら
、
何
か
小
難
し
そ
う
に
見
え
る
「
研
究
」
の
、
一
体
ど
こ
が
「
お
も
し
ろ
い
」
の
か
、
そ
れ
を
、
皆
さ
ん
の
前

に
開
陳
す
る
こ
と
を
サ
ブ
テ
ー
マ
と
す
る

―
そ
う
い
う
話
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
も
っ
て
こ
の
聖
学
院
大
学
の
創
立
を
記
念

し
、
共
に
原
点
に
立
ち
帰
り
た
い
と
の
コ
コ
ロ
で
す
。 

 　

以
上
を
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
早
速
本
論
に
進
む
こ
と
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

 　

本
論
は
三
部
構
成
で
お
話
い
た
し
ま
す
。
第
一
部
で
は
、
最
近
か
ま
び
す
し
い
人
文
学
不
要
論
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
の
専

門
は
、
旧
約
聖
書
学
、
倫
理
学
の
辺
り
で
す
か
ら
、
人
文
学
に
属
し
ま
す
。
こ
れ
が
不
要
だ
と
言
う
の
に
、
一
人
で
研
究
は
お
も
し
ろ

い
お
も
し
ろ
い
と
ひ
と
り
ご
ち
て
い
て
も
、
滑
稽
な
独
り
よ
が
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
皆
さ
ん
も
人
文
学
部
の
方
た
ち
は
元
よ
り
、
政
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治
経
済
学
部
、
人
間
福
祉
学
部
の
方
た
ち
に
と
っ
て
も
、
こ
の
理
系
偏
重
の
傾
向
は
、
聞
き
捨
て
な
ら
な
い
筈
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら

こ
の
人
文
学
不
要
論
な
る
も
の
の
検
討
・
論
駁
か
ら
、
先
ず
は
論
を
興
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。
面
倒
な
時
代
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

 　

そ
れ
を
受
け
ま
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
第
二
部
で
は
、
人
文
学
の
実
情
に
つ
い
て
反
省
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
第
三
部
で
は
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
な
旧
約
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
を
例
に
と
り
、「
聖
書
の
『
真
実
』」
を
追
究
す
る
と
い
う
、
今
日
の
話
の
主
題
に
切

り
込
み
た
い
。 

 　

そ
れ
ら
三
部
構
成
の
話
が
相
俟
っ
て
、
副
題
の
、「
研
究
の
何
が
お
も
し
ろ
い
か
？
」
と
い
う
問
い
の
答
え
も
自
ず
と
出
て
来
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
講
演
の
最
後
で
、
そ
の
点
に
触
れ
ま
す
。 

 　

で
は
第
一
部
か
ら
入
り
ま
す
。
人
文
学
不
要
論
に
対
す
る
検
討
・
反
論
で
す
。 

 

一
　

人
文
学
不
要
論
と
そ
れ
へ
の
反
論 

 　

昨
年
の
春
、
文
科
省
か
ら
全
国
の
国
立
大
学
に
対
し
て
人
文
社
会
科
学
や
教
員
養
成
の
学
部
・
大
学
院
の
規
模
縮
小
や
統
廃
合
な
ど

を
要
請
す
る
通
知
素
案
が
示
さ
れ
た
の
が
事
の
発
端
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
私
自
身
学
内
で
い
ろ
い
ろ
議
論
し
て

い
ま
し
た
。
特
に
こ
の
数
ヶ
月
、
人
文
学
不
要
論
に
対
す
る
強
力
な
反
論
を
、
幾
つ
か
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た

の
で
、
先
ず
そ
の
中
か
ら
三
つ
例
を
引
い
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 　

最
初
の
例
は
、
数
学
者
で
作
家
の
藤
原
正
彦
さ
ん
が
語
っ
て
お
ら
れ
た
例
で
す
。
あ
る
会
議
の
後
食
事
を
ご
一
緒
し
た
際
、
こ
う
い

う
印
象
深
い
こ
と
を
仰
っ
て
い
ま
し
た
。 

 　

先
ず
二
〇
一
四
年
五
月
、
パ
リ
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
閣
僚
理
事
会
本
部
で
の
、
安
倍
晋
三
首
相
の
演
説
を
槍
玉
に
挙
げ
て
、
こ
れ
は
け
し
か
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ら
ん
と
仰
る
の
で
す
ね
。
す
な
わ
ち
、《
日
本
は
〔
文
系
の
〕
学
術
研
究
を
深
め
る
よ
り
も
、も
っ
と
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
見
据
え
た
、〔
理

系
の
〕
実
践
的
な
職
業
教
育
を
行
う
べ
き
だ
》
と
い
う
趣
旨
の
演
説
で
す
。
藤
原
さ
ん
は
『
週
刊
新
潮
』
に
連
載
さ
れ
て
い
る
「
管
見

妄
語
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
、
安
倍
首
相
の
経
済
政
策
や
外
交
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
当
初
高
い
評
価
を
し
て
お
ら
れ
た
方
で

す
が
、こ
と
、こ
の
演
説
に
つ
い
て
は
、
財
界
あ
た
り
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
、
噴
飯
物
の
演
説
だ
っ
た
と
こ
き
お
ろ
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
氏
が
学
ん
だ
東
大
の
大
学
院
生
と
、
教
鞭
を
と
ら
れ
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
大
学
院
生
を
比
較
さ
れ
て
、
ど
ち
ら
も
甲
乙

を
つ
け
が
た
い
ほ
ど
優
秀
だ
と
仰
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
卒
業
生
か
ら
理
系
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
が
何
人
出
た
か
を
数
え
る
と
、

東
大
は
た
っ
た
四
名
に
過
ぎ
な
い
の
に 

― 

先
週
、
大
隈
良
典
教
授
が
受
賞
さ
れ
た
の
で
五
名
に
な
り
ま
し
た
が

―
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
は
何
と
六
〇
名
な
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
差
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
か
。
藤
原
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
秘
密
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

の
カ
レ
ッ
ジ
ご
と
の
ラ
ン
チ
に
あ
る
と
言
う
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
文
系
理
系
の
教
官
が
一
緒
に
食
事
を
す
る
。
そ
の
際
、
哲

学
や
文
学
、
歴
史
や
社
会
に
つ
い
て
、
教
養
溢
れ
る
話
題
に
花
が
咲
き
、
理
系
の
研
究
者
も
そ
う
し
た
文
系
の
話
題
を
語
り
合
い
、
そ

こ
で
刺
激
を
受
け
、
視
野
を
広
げ
る
。
そ
れ
が
理
系
の
研
究
テ
ー
マ
の
選
択
や
、
難
問
の
解
決
に
豊
か
な
示
唆
を
与
え
る
の
だ
と
仰
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
東
大
に
は
そ
う
い
う
伝
統
が
残
念
な
が
ら
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
我
の
差
を
生
む
一
つ
の
大
き
な
要
因

だ
と
、
藤
原
氏
は
仰
る
の
で
す
ね)1

(

。
加
え
て
氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
実
学
を
見
下
す
伝
統
と
見
識
が
あ
る
こ
と
な
ど
も
挙
げ
、
論
点
は

多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
大
事
な
こ
と
は
、
藤
原
先
生
の
よ
う
な
優
れ
た
数
学
者
が
、
文
系
の
学
問
あ
っ
て
こ
そ
、
理
系
の
学
問
も
バ

ラ
ン
ス
よ
く
育
つ
の
で
あ
っ
て
、
人
文
学
不
要
論
な
ど
と
ん
で
も
な
い
と
仰
る
と
い
う
事
実
で
す
。
で
は
よ
り
具
体
的
に
文
系
の
学
問

の
ど
の
点
が
有
用
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
第
二
・
第
三
の
例
で
す
。 

 　

第
二
の
例
は
、
私
の
敬
愛
す
る
親
し
い
友
人
で
す
け
れ
ど
も
、
経
済
学
者
の
猪
木
武
徳
氏
の
議
論
で
す
。
猪
木
氏
は
ピ
ア
ノ
を
よ
く

弾
か
れ
、
私
は
声
楽
が
趣
味
な
も
の
で
す
か
ら
、
一
緒
に
ド
イ
ツ
・
リ
ー
ト
や
イ
タ
リ
ア
・
オ
ペ
ラ
の
ア
リ
ア
を
演
奏
し
た
り
す
る
仲
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な
の
で
す
が
、
そ
の
猪
木
氏
が
、『
中
央
公
論
』
の
今
年
の
二
月
号
に
「
実
学
・
虚
学
・
権
威
主
義
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ

ま
し
た)2

(

。
そ
こ
で
氏
も
安
倍
首
相
の
演
説
に
遡
っ
て
論
じ
ら
れ
、「
社
会
の
ニ
ー
ズ
」
に
合
う
学
問
が
実
学
な
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ

福
澤
諭
吉
の
古
典
的
な
定
義
に
従
え
ば
、
権
威
主
義
に
対
す
る
「
健
全
な
懐
疑
心)3

(

」、
す
な
わ
ち
、
批
判
精
神
を
も
っ
て
い
る
の
が
実

学
で
あ
り
、
そ
う
い
う
批
判
精
神
を
欠
く
の
が
虚
学
な
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
権
威
主
義
に

対
す
る
批
判
精
神
は
、
猪
木
氏
は
言
及
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
哲
学
な
ど
人
文
系
の
学
問
で
こ
そ
養
わ
れ
ま
す

で
し
ょ
う
。
社
会
的
ニ
ー
ズ
や
経
済
的
成
長
ば
か
り
気
に
し
た
科
学
技
術
一
辺
倒
の
理
科
系
の
学
問
で
は
、
こ
の
権
威
に
対
す
る
批
判

精
神
が
養
わ
れ
ず
に
、
む
し
ろ
権
力
の
側
に
闇
雲
に
利
用
さ
れ
か
ね
な
い)4

(

。
そ
の
点
で
文
系
な
し
の
理
系
と
い
う
考
え
方
は
危
険
な
の

だ
と
い
う
こ
と
が
、
猪
木
論
文
か
ら
出
て
来
る
帰
結
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

 　

実
際
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
政
治
家
、
詩
人
、
職
人
な
ど
当
時
の
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
対
話
を
し
、
確
か
に
彼
ら
は
自
分
の
専
門

に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
だ
か
ら
倫
理
的
な
善
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
る
か
に
妄
想
し
て
、
偉
そ
う
な
口
を
き
い
て
い

る
こ
と
に
気
付
い
た
、
と
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
の
中
で
語
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
我
々
は
何
が
善
い
こ
と
か
漠
然
と
知
っ
て
は
い

る
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
善
と
言
え
る
の
か
、
体
系
的
に
は
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
み
ん
な
謙
虚
に
無
知
の

知
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
傲
慢
に
も
知
っ
た
か
ぶ
っ
て
い
る
リ
ー
ダ
ー
の
多
い
社
会
は
ア
ブ
ナ
イ
と
い

う
危
機
感
に
駆
ら
れ
て
、
街
角
で
哲
学
的
問
答
を
繰
り
返
し
た
人
、
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
し
た
。
そ
う
い
う
哲
学
の
伝
統
を
受
け
継

い
で
行
か
な
い
と
、
社
会
は
ど
こ
に
行
く
か
危
険
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
う
い
う
時
代
に
も
拘
ら
ず
、
否
、
こ
う
い
う
時
代

だ
か
ら
こ
そ
益
々
、
我
々
は
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 　

さ
て
、
第
三
の
例
と
し
て
、
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
の
研
究
や
実
践
な
ど
広
範
な
活
躍
を
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
女
性
哲
学
者
、

マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
女
史
に
も
言
及
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
の
京
都
賞
を
授
与
さ
れ
て
、
来
月
授
賞
式
出
席
の
た
め
来
日
し
幾



46

つ
か
の
講
演
会
が
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、そ
の
ヌ
ス
バ
ウ
ム
さ
ん
に
『
経
済
成
長
が
す
べ
て
か
？
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
人
文
学
を
必
要
と
す
る
理
由
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
お
り
、
人
文
学
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
重
要
な
本

で
す)5

(
。
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
生
き
続
け
て
行
く
た
め
に
、
人
文
学
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
だ
と
い
う
視
点

を
提
示
し
て
い
ま
す
。
批
判
精
神
を
養
う
と
い
う
こ
と
は
彼
女
も
指
摘
し
ま
す
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
彼
女
が
強
調
す
る
の
は
、
人
文
学

に
よ
っ
て
想
像
力
を
磨
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
能
力
と
は
、「
異
な
る
人
の
立
場
に
自
分
が

置
か
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
、
そ
の
人
の
物
語
の
知
的
な
読
者
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
た
人
の
心
情
や
願
望
や

欲
求
を
理
解
で
き
る
能
力)6

(

」
と
定
義
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
能
力
を
磨
く
点
で
、
人
文
学
は
必
須
だ
と
い
う
の
が
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
挙

げ
る
大
事
な
論
点
で
す
。 

 　

我
々
は
小
説
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
他
者
の
内
面
に
つ
い
て
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
を
学
ぶ
。
そ
う
い
う
文
学
作
品
を
精
緻
に

読
む
人
文
学
は
正
に
、
他
者
に
対
す
る
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
力
を
磨
く
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
、
他
者
と
付
き

合
っ
て
行
く
方
法
を
教
え
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、
他
国
籍
、
他
民
族
の
人
、ま
た
他
宗
教
の
人
と
、
徒
に
暴
力
的
に
な
っ
て
諍
い
を
し
、

戦
争
や
テ
ロ
、
憎
悪
の
連
鎖
に
陥
る
こ
と
な
く
、
開
い
た
心
で
理
解
し
合
い
、
寛
容
と
忍
耐
を
も
っ
て
付
き
合
っ
て
行
く
。
そ
の
知
恵

を
養
っ
て
く
れ
る
の
が
人
文
学
で
あ
り
、そ
の
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ョ
ン
能
力
を
向
上
さ
せ
る
働
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
。 

 　

想
像
力
の
問
題
に
関
連
し
て
、
二
つ
ほ
ど
最
近
の
事
件
を
想
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 　

私
は
埼
玉
県
の
朝
霞
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
朝
霞
と
言
う
と
、
女
子
中
学
生
が
拉
致
さ
れ
た
町
だ
と
想
い
起
こ

さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
千
葉
大
工
学
部
の
理
系
オ
タ
ク
の
男
が
女
子
中
学
生
を
二
年
間
も
拉
致
監
禁
し
て

い
た
犯
罪
が
、
先
日
明
る
み
に
出
ま
し
た
。
私
は
、
失
踪
し
た
娘
を
探
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
ご
両
親
の
作
製
さ
れ
た
写
真
つ
き
の
ビ

ラ
が
配
ら
れ
る
の
を
以
前
か
ら
見
て
い
て
、
こ
の
清
楚
で
感
じ
の
よ
い
少
女
と
ご
家
族
の
こ
と
に
心
を
痛
め
て
い
ま
し
た
が
、
二
年
間
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も
監
禁
さ
れ
て
い
た
と
知
り
、
た
ま
ら
な
い
気
持
ち
で
す
。
こ
の
容
疑
者
が
自
殺
未
遂
を
し
た
時
の
走
り
書
き
に
「
家
族
に
申
し
訳
な

い
」
と
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
自
分
の
家
族
な
ら
謝
る
相
手
を
間
違
え
て
お
り
、
被
害
者
の
家
族
だ
と
し
て
も
、
誰
よ
り
も
こ
の
女
子

中
学
生
に
謝
る
べ
き
な
の
に
、
ピ
ン
ト
が
ず
れ
て
い
る
。
こ
の
男
が
、
少
し
で
も
小
説
を
読
み
、
人
文
系
の
勉
強
も
し
て
、
人
の
痛
み

や
苦
し
み
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
欲
望
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
一
人
の
女
性
の
若
い
大
事

な
時
代
を
二
年
間
も
奪
い
、
辛
い
目
に
あ
わ
せ
る
こ
と
な
ど
、
自
分
自
身
辛
く
て
で
き
な
か
っ
た
筈
で
し
ょ
う
。 

 　

目
を
世
界
に
転
ず
る
な
ら
、
イ
ス
ラ
ム
国
の
連
中
は
こ
う
し
た
犯
罪
を
よ
り
組
織
的
に
ま
た
大
規
模
に
行
っ
て
い
ま
す
。
イ
ラ
ク
の

少
数
派
ヤ
ジ
デ
ィ
教
徒
の
女
性
、
約
三
千
人
を
拉
致
し
て
性
的
奴
隷
と
し
て
監
禁
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
ん
な
暴
力
は
、
少
し
で
も

女
性
の
苦
痛
に
対
す
る
想
像
力
を
働
か
せ
れ
ば
、
為
そ
う
と
し
て
も
為
し
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト

教
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
混
じ
っ
た
ヤ
ジ
デ
ィ
教
を
「
悪
魔
崇
拝
」
な
ど
と
決
め
つ
け
て
迫
害
す
る
こ
と
な
ど
、
何
を
根
拠
に
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。
少
し
で
も
他
者
へ
の
想
像
力
を
働
か
せ
、
他
の
人
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
痛
み
や
苦
し
み
を
感
じ
、
ま
た
信
仰
や
信

念
、
喜
び
や
希
望
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
と
理
解
で
き
れ
ば
、そ
う
し
た
自
己
絶
対
化
の
思
考
停
止
な
ど
、い
か
に
イ
ス
ラ
ム
教
・

ス
ン
ニ
派
の
幹
部
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
て
も
、
拒
否
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。 

 　

ま
こ
と
に
国
の
内
外
に
、こ
う
し
た
想
像
力
の
貧
困
に
よ
る
理
不
尽
な
悪
魔
的
暴
力
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
根
っ
こ
の
一
つ
に
、

小
説
も
読
ま
な
い
、
人
文
知
の
軽
視
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
言
っ
て
は
、
果
た
し
て
我
が
田
に
水
を
引
き
過
ぎ
た
物

言
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。
否
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。 

 　

以
上
、
三
つ
例
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
藤
原
氏
、
猪
木
氏
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
女
史
、
こ
う
し
た
論
者
た
ち
の
議
論
を
読
み
聞
き
し
、
あ
る

い
は
古
典
に
遡
り
、
あ
る
い
は
我
々
を
取
り
巻
く
現
代
の
問
題
に
少
し
で
も
思
い
を
馳
せ
る
時
、
や
は
り
人
文
学
不
要
論
な
ん
て
と
ん

で
も
な
い
と
、
人
文
学
で
禄
を
食
ん
で
き
た
者
の
一
人
と
し
て
は
言
い
た
く
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
よ
り
積
極
的
に
、《
我
が
人
文
学
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は
永
久
に
不
滅
で
す
》
と
で
も
明
る
く
言
い
放
っ
て
終
わ
り
と
し
た
く
も
な
り
ま
す
。 

 　

し
か
し
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
筈
で
す
。 

 　

確
か
に
人
文
学
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
哲
学
的
な
、
批
判
精
神
の
陶
冶
・
育
成
、
文
学
的
な
、
他
者
へ
の
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
養

い
・
学
び
に
あ
る
。
そ
れ
は
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
人
文
学
に
携
わ
る
者
が
、
私
を
含
め
て
皆
、
そ
う
し
た
批
判
力
や
想
像
力
を
働
か

せ
る
学
問
を
実
際
に
遂
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
翻
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
こ
の
点
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。 

 　

こ
う
し
て
話
は
第
二
部
へ
と
進
み
ま
す
。
人
文
学
の
実
態
の
検
討
で
す
。 

 

二
　

翻
っ
て
人
文
学
の
実
態
を
問
い
返
す 

 　

こ
こ
で
、
少
し
自
分
の
こ
と
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

 　

私
は
大
学
で
は
、
文
学
部
の
哲
学
の
類
、
そ
の
中
の
倫
理
学
科
で
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
勉
強
を
し
ま
し
た
。
卒
論
は
十
九
世
紀
・

デ
ン
マ
ー
ク
の
思
想
家
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
書
き
、
大
学
院
に
進
ん
で
か
ら
修
士
論
文
は
時
代
を
遡
っ
て
、
旧
約
聖
書
の
預
言
者
、
第

二
イ
ザ
ヤ
で
纏
め
ま
し
た
。
博
士
論
文
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
書
い
た
の
で
す
が
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
精
神
を
継
ぐ
預
言
者
・
第
三
イ
ザ

ヤ
を
テ
ー
マ
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 　

と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
の
聖
書
学
は
、
歴
史
学
的
な
方
法
が
主
流
で
す
。
解
釈
者
は
無
と
な
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
し
て
語
ら
し
め
、
歴
史

学
的
な
客
観
的
事
実
の
み
を
論
ず
る
。
そ
れ
が
知
的
誠
実
で
あ
り
、
学
問
的
禁
欲
を
持
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
姿
勢
が
今

日
に
至
る
ま
で
、ド
イ
ツ
、あ
る
い
は
広
く
欧
米
の
聖
書
学
の
主
流
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
私
も
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
で
、

そ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
勝
負
も
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
そ
う
い
う
歴
史
学
的
な
編
集
史
の
博
士
論
文
を
書
き
ま
し
た)7

(

。 
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し
か
し
そ
う
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
最
中
か
ら
、
薄
々
ど
こ
か
嘘
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
解
釈

者
は
無
に
な
ど
な
れ
な
い
の
に
、
無
と
な
っ
た
振
り
を
し
て
、
客
観
性
を
標
榜
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
じ
に
他
な
り
ま

せ
ん
。 

 　

確
か
に
理
系
の
学
問
で
し
た
ら
、
今
日
正
午
の
上
尾
の
気
温
を
A
さ
ん
は
二
〇
度
だ
と
言
い
、
B
さ
ん
は
、
今
日
ち
ょ
っ
と
気
分
が

悪
い
か
ら
一
〇
度
だ
と
言
う
、
そ
う
い
う
勝
手
な
主
観
性
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
A
さ
ん
、
B
さ
ん
の
主
観
的

事
情
に
関
わ
ら
ず
、
A
さ
ん
の
観
察
結
果
も
B
さ
ん
の
観
察
結
果
も
、
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 　

し
か
し
テ
ク
ス
ト
解
釈
す
る
文
系
の
学
問
で
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
文
系
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
に
別
様
の
迫
り
方
を

し
、
異
な
っ
た
相
貌
を
見
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
小
説
の
読
み
方
が
A
さ
ん
も
B
さ
ん
も
一
緒
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
方
が
却
っ
て

お
か
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
A
さ
ん
は
A
さ
ん
の
地
平
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
抱
え
た

A
さ
ん
な
り
の
読
み
方
を
し
、
B
さ
ん
は
ま
た
B
さ
ん
で
異
な
っ
た
色
眼
鏡
を
か
け
て
い
て
、
違
う
色
を
感
じ
、
異
な
っ
た
見
方
を
し

て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
者
各
人
の
地
平
と
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
の
地
平
と
の
、
葛
藤
や
部
分
的
あ
る
い
は
全
面
的
な
融

合
に
至
る
の
が
、
総
じ
て
文
系
の
学
問
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
観
察
者
が
主
観
を
交
え
な
い
こ
と
を
是
と
す
る
理

系
の
学
問
の
客
観
性
と
一
緒
く
た
に
論
じ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
画
期
的
に
指
摘
し
た
の
が
、
現
代
の
哲
学
者
、
ハ
ン
ス
・
ガ

ダ
マ
ー
の
新
し
い
解
釈
学
の
主
張
で
し
た
。
私
が
ド
イ
ツ
で
客
観
性
を
標
榜
す
る
博
士
論
文
を
纏
め
て
み
て
感
じ
た
違
和
感
を
、
こ
の

ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
見
事
に
言
い
当
て
て
く
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 　

そ
も
そ
も
聖
書
は
、
人
間
の
生
き
方
や
価
値
観
を
問
う
、「
真
実
」
の
書
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ど
な
た
も
お
認
め
に
な
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
れ
ば
、そ
れ
は
歴
史
学
的
な
「
事
実
」
は
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
で
し
ょ

う
が
、
肝
心
な
「
真
実
」
の
方
は
、
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
。
学
問
的
禁
欲
な
ど
と
綺
麗
事
を
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
も
そ
も
真
実
の
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価
値
を
徹
底
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
意
欲
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
単
に
誤
魔
化
し
て
い
る
だ
け
で
な
い
と
、
本
当
に
言
い
切
れ
る
だ

ろ
う
か
。 

 　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
そ
の
後
私
は
歴
史
学
的
な
聖
書
学
だ
け
で
な
く
、
も
う
少
し
別
の
聖
書
学
の
形
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
神
学
的
な
聖
書
学
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
聖
書
の
真
実
の
価
値
を
問
題
に
し
、
教
会

の
説
教
な
ど
で
語
ら
れ
る
大
事
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
惜
し
む
ら
く
は
信
仰
を
自
明
の
前
提
と
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
聖
書
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
そ
う
し
た
特
定
の
信
仰
を
前
提
と
し
な
い
で
も
我
々
に
語
り
掛
け
て
く
る
よ
う
な
、
よ
り
普
遍
的
な
価
値
を
も
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
掬
い
取
る
た
め
に
は
、
歴
史
学
的
な
方
法
は
元
よ
り
、
神
学
的
な
方
法
で
も
足
ら
ず
、
一
定
の
信
仰
を
前
提

と
し
な
い
け
れ
ど
も
し
か
し
、
優
れ
て
価
値
を
問
題
に
す
る
方
法
、つ
ま
り
「
哲
学
」
的
な
方
法
で
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
私
は
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
後
、
方
向
転
換
を
し
、
旧
約
聖
書
の
そ
う
し
た
哲
学
的
解
釈
に
よ
っ
て
「
真
実
」
の
価

値
を
追
究
す
る
仕
事
を
、
主
と
し
て
し
て
き
ま
し
た
。
今
日
の
主
題
に
掲
げ
ま
し
た
、「
聖
書
の
『
真
実
』」
を
追
究
す
る
と
は
、
そ
う

い
う
意
味
だ
っ
た
わ
け
で
す
。 

 　

誤
解
な
き
よ
う
、
一
言
付
言
し
ま
す
。
実
は
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
歴
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
互
い
に
相
補
う
相
補
的
な
関
係
を

築
く
べ
き
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
主
観
性
に
居
直
っ
て
、
俺
は
哲
学
的
に
こ
う
解
釈
す
る
の
だ
と
言
う
だ
け
で
は
、
こ
れ
は
独

り
よ
が
り
に
な
っ
て
説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
、
我
々
は
現
代
の
地
平
か
ら
大
胆
に
哲
学
的
主
体
的
な
「
読
み
込
み
」
を
し
て

よ
い
し
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
読
み
込
み
を
し
な
け
れ
ば
、
古
代
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
と
言
い
っ
放
し
に
終
わ
っ
て
、
現

代
の
解
釈
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が
容
認
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
学
的
な

客
観
性
を
突
き
詰
め
る
と
こ
ろ
ま
で
突
き
詰
め
た
、テ
ク
ス
ト
か
ら
の
「
読
み
取
り
」
に
矛
盾
・
抵
触
し
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、「
読
み
込
み
」
に
ま
つ
わ
る
主
観
性
を
、「
読
み
取
り
」
の
客
観
性
が
歯
止
め
を
し
、
逆
に
、「
読
み
取
り
」
の
没
価
値
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的
な
無
責
任
を
、
価
値
に
つ
い
て
自
分
の
責
任
で
考
え
る
「
読
み
込
み
」
が
補
う
。
と
も
す
れ
ば
歴
史
学
だ
け
に
陥
り
が
ち
な
聖
書
学

へ
の
警
鐘
と
し
て
、
い
き
お
い
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
性
の
方
を
強
調
す
る
こ
と
が
私
は
多
い
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
真
意
は
、

そ
う
い
う
哲
学
と
歴
史
学
の
相
補
的
な
緊
張
関
係
を
持
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
事
柄
の
バ
ラ
ン
ス
上
、
一

言
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 　

し
か
し
こ
う
言
っ
て
も
、
ま
だ
抽
象
的
す
ぎ
て
、
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
に
く
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
、
私
の
専
門
の
旧
約
聖

書
か
ら
一
つ
だ
け
例
を
と
っ
て
、
こ
の
間
の
事
情
に
、
も
う
少
し
具
体
的
に
踏
み
こ
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら
話
は
、
旧
約
テ

ク
ス
ト
解
釈
の
実
例
を
め
ぐ
る
第
三
部
へ
と
進
み
ま
す
。 

 

三
　

旧
約
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
実
例 

 　

そ
の
実
例
と
は
、
ダ
ビ
デ
の
バ
テ
シ
ェ
バ
事
件
で
す
。
こ
れ
は
、
旧
約
聖
書
の
サ
ム
エ
ル
記
下
一
一
―
一
二
章
に
報
告
さ
れ
て
い
る

事
件
で
、
そ
の
時
の
ダ
ビ
デ
の
心
境
を
歌
っ
た
歌
が
、
詩
篇
五
一
篇
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
詩
篇
五
一
篇
を
バ
テ
シ
ェ
バ
事
件
と
結

び
つ
け
な
い
の
が
、
近
代
旧
約
学
の
通
説
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
一
九
九
〇
年
の
グ
ー
ル
ダ
ー
の
研
究
と
の
批
判
的
対
論
を
通

し
て
、
そ
の
裏
を
詳
細
に
と
り
、
こ
の
通
説
を
覆
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
今
日
は
そ
う
し
た
細
か
い
文
献
学
的
な
議
論
は
す
べ

て
割
愛
い
た
し
ま
す
。 

 　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
ダ
ビ
デ
が
、
自
分
の
忠
実
な
武
将
ウ
リ
ヤ
の
出
征
中
、
そ
の
美
し
い
妻
バ
テ
シ
ェ
バ
を
王
宮
に
呼
び
入
れ
、
こ

れ
と
姦
淫
し
て
夫
婦
の
仲
を
裂
き
、
権
力
を
笠
に
着
て
、
結
局
ウ
リ
ヤ
を
殺
し
て
し
ま
う
、
忌
む
べ
き
姦
淫
殺
人
事
件
の
顛
末
が
、
サ

ム
エ
ル
記
に
は
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。 



52

 　

こ
こ
で
、
一
六
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
パ
ウ
ロ
・

ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
の
「
入
浴
中
の
バ
テ
シ
ェ
バ
」
の
絵
を
参
照
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
こ
れ
は
「
ス
ザ
ン
ナ
の
入
浴
」
と
い
う
別
の
旧
約
外
典
の
テ
ー

マ
と
混
同
し
て
い
る
と
い
っ
た
解
説
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
む
し
ろ
バ
テ

シ
ェ
バ
と
そ
の
夫
ウ
リ
ヤ
が
対
話
し
て
お
り
、
そ
れ
を
裸
の
ダ
ビ
デ
像
が

見
て
い
る
と
い
う
風
に
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
絵
が
描
か
れ
た
の

は
一
五
七
五
年
で
す
。
そ
し
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
有
名
な
、
若
き
日
の

ダ
ビ
デ
像
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
宮
殿
の
前
に
置
か
れ
て
話

題
と
な
っ
た
の
が
、
一
五
〇
四
年
で
す
。
で
す
か
ら
、
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
は

当
然
こ
の
像
を
知
っ
て
い
た
。
王
位
に
つ
く
前
の
そ
の
引
き
締
ま
っ
た
若

き
日
の
ダ
ビ
デ
を
、
こ
の
絵
で
は
少
し
太
ら
せ
堕
落
し
た
好
色
な
姿
に
描

い
て
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
可
能
性
を
、
図
像
学
の
専
門
的
な
議
論
は
い
ざ
知

ら
ず
、
聖
書
学
者
と
し
て
は
ど
う
も
捨
て
が
た
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。 

 　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
忌
む
べ
き
姦
淫
殺
人
を
聖
書
は
ど
う
扱
っ
て
い

る
か
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
サ
ム
エ
ル
記
と
詩
篇
の
報
ず
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
こ
の
ダ
ビ
デ
の
姦
淫
殺
人
の
罪
を
、
神
は
見
過
ご
し
に
さ
れ
た
と

報
じ
、
ま
た
ダ
ビ
デ
は
ダ
ビ
デ
で
神
に
向
か
っ
て
「
私
は
貴
方
に
、
貴
方

の
み
に
罪
を
犯
し
ま
し
た
」（
六
節
）
と
い
う
偽
善
的
な
罪
の
告
白
を
し

P. ヴェロネーゼ「入浴中のバテシェバ」
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て
の
う
の
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
註
解
者
は
こ
の
個
所
を
、
罪
と
い
う
も
の
は
究
極
的
に
は
神
に
向
け

て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
洞
察
を
語
っ
て
い
る
ダ
ビ
デ
は
素
晴
ら
し
い
な
ど
と
、
お
門
違
い
の
賛
美
を
し
て
、
話
を
丸
く
収

め
が
ち
な
の
で
す
。
こ
れ
が
、
研
究
の
実
情
で
す
。 

 　

し
か
し
そ
れ
は
、
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
一
読
し
、
ま
た
註
解
書
を
読
ん
で
私
は
、
先
ず
ウ
リ
ヤ
の
無

念
は
ど
う
な
る
の
だ
と
、
ウ
リ
ヤ
の
心
中
を
察
し
て
、
つ
ま
り
彼
の
思
い
に
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
て
、
こ
の
話
に
と
て
も
承

服
で
き
な
い
と
い
う
疑
問
を
抱
き
ま
し
た
。
ま
た
い
く
ら
聖
書
の
権
威
が
、ま
た
註
解
者
の
権
威
が
、「
私
（
す
な
わ
ち
、ダ
ビ
デ
）
は
、

貴
方
（
す
な
わ
ち
、
神
）
の
み
に
、
罪
を
犯
し
ま
し
た
」
と
い
う
敬
虔
面づ
ら

を
し
た
告
白
を
是
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
こ
れ
は

嘘
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
・
疑
問
を
抑
圧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
っ
て
、
そ
う
で
し
ょ
う
、
ダ
ビ
デ
は
誰
よ
り
も
先

ず
、
ウ
リ
ヤ
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
誤
魔
化
し
て
、
た
だ
神
に
だ
け
罪
を
犯
し
た
と
敬
虔
そ
う
な
顔
を
し
て
論
点

を
ず
ら
し
、
ウ
リ
ヤ
に
対
す
る
責
任
を
う
や
む
や
に
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
遁
辞 

― 

言
い
逃
れ
の
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
―
―
を
弄

し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
聖
書
や
註
解
の
権
威
に
対
し
て
、
こ
ん
な
批
判
を
ぶ
つ
け
て
よ
い
の
か
ど
う
か
不
安
で
し
た
が
、
し
か

し
こ
う
い
っ
た
批
判
に
頬
か
む
り
を
決
め
込
む
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。 

 　

こ
れ
が
研
究
の
出
発
点
で
す
。
で
は
ど
う
す
る
か
。
先
ず
こ
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
原
語
は
レ
バ
デ
ヒ
ャ
ー
・
ハ
ッ
タ
ー
シ
ー
と
言
い

ま
す
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
伝
承
本
文
よ
り
も
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
の
訳
は
千
年
か
ら
五
百
年
古
い
。
そ
れ
で
そ

う
し
た
古
代
語
訳
が
別
様
の
訳
を
し
て
い
る
な
ら
ば
、
元
来
そ
ち
ら
の
読
み
方
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
得
ま
す
。
そ
れ
で
先
ず

そ
の
可
能
性
を
探
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
、
ソ
イ
・
モ
ノ
ー
・
ヘ
ー
マ
ル
ト
ン

も
ヴ
ル
ガ
ー
タ
の
ラ
テ
ン
語
訳
、
テ
ィ
ビ
・
ソ
ー
リ
・
ペ
ッ
カ
ー
ヴ
ィ
も
実
は
「
私
は
、
貴
方
の
み
に
罪
を
犯
し
ま
し
た
」
と
い
う
意

味
で
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。 
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そ
れ
で
次
に
、
レ
バ
デ
ヒ
ャ
ー
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
「
貴
方
の
み
に
」
と
訳
す
こ
と
の
妥
当
性
、
こ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
に

我
々
は
迫
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
分
離
を
意
味
す
る
バ
ド
と
い
う
名
詞
に
、
前
置
詞
レ
と
二
人
称
男
性
単
数
の
接
尾
辞
ヒ
ャ
ー
が

つ
い
た
形
で
す
。
念
の
た
め
一
人
称
か
ら
三
人
称
す
べ
て
の
人
称
接
尾
辞
が
つ
く
場
合
も
含
め
て
、
レ
バ
ド
の
用
法
を
虱
潰
し
に
調
べ

て
行
き
ま
す
。
こ
れ
は
旧
約
中
一
五
〇
例
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
全
部
文
脈
か
ら
意
味
を
確
定
し
て
行
く
。
そ
う
い
う
作
業 

― 

こ
れ

は
歴
史
学
的
あ
る
い
は
文
献
学
的
な
、
客
観
的
作
業
な
わ
け
で
す
が
―
―
そ
れ
を
す
る
と
、レ
バ
ド
は
実
は
「
他
か
ら
分
離
し
て
特
に
」

と
い
っ
た
意
味
が
基
本
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
と
す
る
と
レ
バ
デ
ヒ
ャ
ー
は
元
来
「
と
り
わ
け
貴
方
に
」
と
い
っ
た
意
味
に

解
す
る
の
が
正
し
い
筈
な
の
で
す
。
こ
れ
を
最
も
古
い
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
ソ
イ
・
モ
ノ
ー
と
訳
し
た
。
こ
の
伝
統
で
近
代
語
に
至
る
ま

で
「
貴
方
の
み
に
」
と
訳
し
て
き
た
け
れ
ど
、
元
来
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
意
味
は
「
他
と
比
べ
て
、
と
り
わ
け
貴
方
に
」
罪
を
犯
し
た
、

だ
っ
た
の
で
す
。
で
は
こ
の
「
他
」
と
は
誰
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
脈
に
お
い
て
ウ
リ
ヤ
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ

う
。
と
す
る
と
、
こ
の
レ
バ
デ
ヒ
ャ
ー
・
ハ
ッ
タ
ー
シ
ー
の
言
外
に
は
当
然
「
私
は
ウ
リ
ヤ
に
罪
を
犯
し
ま
し
た
」
と
い
う
認
識
が
重

く
あ
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
神
へ
の
告
白
の
文
脈
で
は
、《
ウ
リ
ヤ
を
忠
実
な
武
将
と
し
て
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
貴
方
に
と
り
わ
け
、

罪
を
犯
し
て
し
ま
い
ま
し
た
、
ど
う
か
赦
し
て
く
だ
さ
い
》
と
こ
い
ね
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。 

 　

そ
し
て
実
際
こ
の
告
白
の
前
後
に
は
、
ウ
リ
ヤ
を
殺
し
た
「
血
の
海
」
へ
の
言
及
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
突
然
出
て
来

ま
す
し
（
一
六
節
）、
ウ
リ
ヤ
が
生
前
事
と
し
て
い
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
城
壁
の
建
造
を
、
ウ
リ
ヤ
の
遺
志
を
継
い
で
ダ
ビ
デ
自
身
や
り

遂
げ
よ
う
と
い
う
決
意
が
語
ら
れ
る
（
二
〇
節
）。
ウ
リ
ヤ
の
名
前
は
余
り
に
重
く
て
語
ら
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
行
間
に
彼
に
対

す
る
罪
意
識
と
そ
れ
へ
の
償
い
の
決
意
が
実
は
溢
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
罪
の
告
白
文
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。 

 　

し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
ダ
ビ
デ
は
詩
篇
五
一
篇
の
よ
う
な
率
直
な
罪
の
告
白
を
語
り
得
た
の
か
。
そ
れ
は
、

サ
ム
エ
ル
記
下
一
二
章
が
報
ず
る
よ
う
に
、
神
が
先
ず
預
言
者
ナ
タ
ン
を
通
し
て
、
赦
し
を
告
げ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
ダ
ビ
デ
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は
、
薄
々
悪
い
と
は
感
じ
て
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
言
い
訳
を
し
、
罪
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
罪
と
は
そ
れ
ほ
ど
我
々
、
隠
蔽
し
が
ち

な
も
の
で
あ
る
。
自
他
に
対
し
て
誤
魔
化
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
う
や
っ
た
ら
罪
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
か
。
そ
れ
は
赦
し
が
告
げ
ら
れ
る
時
で
あ
り
ま
す
。 

 　

罪
は
単
独
概
念
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
赦
し
と
の
相
関
概
念
で
あ
る
。
良
心
が
鋭
い
特
別
な
人
は
別
と
し
て
、
罪
だ
け
を
単
独
に
認

め
る
知
恵
と
勇
気
を
、
普
通
の
凡
人
で
あ
る
我
々
は
ど
う
も
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
赦
し
が
告
げ
ら
れ
る
時
、
初
め
て
、

薄
々
な
ん
か
悪
い
こ
と
を
し
た
と
思
い
つ
つ
誤
魔
化
し
て
い
た
こ
と
が

―
心
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
た
こ
と
が

―
、
実
に
語
の
十
全

の
意
味
で
罪
だ
っ
た
と
分
か
る
。
そ
れ
が
罪
と
赦
し
の
不
思
議
な
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
は
、
そ
う
し
た
絡

め
手
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
十
字
架
の
神
の
一
人
子
が
我
ら
の
罪
を
贖
っ
て
赦
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
福
音
か
ら
、
良
心
の
鈍
い
我
々

凡
人
に
迫
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
骨
頂
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
と
、
こ
の
ダ
ビ
デ
の
バ
テ
シ
ェ
バ
事
件
の
物
語
と
罪
の
告
白
の

詩
篇
は
、
正
に
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
と
呼
応
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
秘
め
た
、
珠
玉
の
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
が
、
初
め
て
こ
こ
に
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か)8

(

。 

 　

こ
れ
は
最
初
か
ら
、
聖
書
や
教
会
、
あ
る
い
は
註
解
者
の
権
威
に
あ
ら
が
わ
な
い
で
、
批
判
的
精
神
を
抑
圧
し
て
い
た
ら
、
決
し
て

見
え
て
来
な
か
っ
た
、こ
の
テ
ク
ス
ト
の
行
間
に
隠
さ
れ
た
真
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
愛
す
る
妻
を
寝
取
ら
れ
、

王
の
権
力
を
笠
に
着
た
暴
力
で
殺
さ
れ
た
ウ
リ
ヤ
の
無
念
は
ど
う
な
る
の
だ
と
い
う
、
他
者
の
心
へ
の
想
像
力
を
働
か
せ
な
か
っ
た
な

ら

―
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
う
い
う
薄
皮
一
枚
と
い
え
ど
も
何
ら
か
の
違
和
感
・
批
判
の
思
い
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
ら
と
言
い
換
え

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
が

―
、
そ
う
だ
っ
た
な
ら
ば
到
達
で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
真
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
で

し
ょ
う
。 

 　

「
聖
書
の
「
真
実
」」
を
追
究
す
る
と
い
う
、
今
日
の
講
演
の
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
関
わ
る
具
体
的
な
例
と
し
て
、
例
え
ば
こ
う
い
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う
こ
と
を
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
少
し
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
膨
ら
ま
し
て
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

エ
ピ
ロ
ー
グ
‥
研
究
の
何
が
お
も
し
ろ
い
か
？ 

 　

以
上
、
三
部
構
成
の
話
の
大
筋
は
語
り
終
え
ま
し
た
。
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
ま
ず

議
論
を
顧
み
て
要
約
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
残
り
ま
し
た
時
間
、
サ
ブ
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
「
研
究
の
何
が
お
も
し

ろ
い
か
？
」
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
終
わ
り
と
い
た
し
ま
す
。 

 　

先
ず
第
一
部
で
、
人
文
学
不
要
論
に
対
し
て
、
批
判
精
神
と
想
像
力
と
を
養
う
と
い
う
意
味
で
、
人
文
学
は
、
大
学
に
と
っ
て
、
あ

る
い
は
広
く
社
会
全
般
に
と
っ
て
、
実
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
点
を
確
認
し
ま
し
た
。
し
か
し
第
二
部
で
は
、
実
際
の

人
文
学
が
と
も
す
れ
ば
、
価
値
に
ま
つ
わ
る
批
判
や
他
者
に
対
す
る
想
像
力
を
蔑
ろ
に
し
て
、
徒
に
訓
詁
注
釈
学
的
没
価
値
性
へ
と
停

滞
し
が
ち
な
現
状
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
第
三
部
で
は
、
も
う
一
度
現
代
の
研
究
者
と
し
て
、
価
値
を
主
体
的
に
問
題
と

し
、
そ
れ
に
対
し
て
責
任
あ
る
「
哲
学
的
」
態
度
を
と
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
単
な
る
主
観
的
な
思
い
込
み
で
は
な
く
、
客
観
的
な

検
証
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
を
ダ
ビ
デ
の
バ
テ
シ
ェ
バ
事
件
の
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
見
て
き
た
わ
け
で
す
。 

 　

と
い
た
し
ま
す
と
、
私
が
解
す
る
と
こ
ろ
の
研
究
の
醍
醐
味
が
ど
の
辺
り
に
あ
る
か
も
、
自
ず
と
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
研
究
の
何
が
お
も
し
ろ
い
か
？ 

― 
そ
の
答
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
な
答
え
方
が
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
が
、
私
の
答
え
は
、
あ
ら
あ
ら
の
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。 

 　

研
究
は
確
か
に
、
対
象
を
出
来
る
限
り
客
観
的
に
捉
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
バ
テ
シ
ェ
バ
事
件
の
例
で
言
え
ば
、
レ
バ
ド
の

用
例
分
析
を
客
観
的
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
し
か
し
人
文
学
で
は
そ
こ
で
言
い
っ
放
し
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
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主
体
的
な
価
値
の
問
題
と
ど
う
関
わ
っ
て
来
る
か
、
そ
こ
ま
で
視
野
に
収
め
、
自
ら
に
問
い
詰
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

際
、
聖
書
の
、
あ
る
い
は
何
で
あ
れ
対
象
と
す
る
テ
ク
ス
ト
・
研
究
対
象
の
、
あ
る
い
は
更
に
そ
の
対
象
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
の
、
権

威
に
負
け
る
こ
と
な
く
、
何
か
薄
々
お
か
し
い
と
思
っ
た
批
判
・
疑
問
は
、
い
か
に
素
朴
と
見
え
よ
う
と
も
、
勇
気
を
も
っ
て
率
直
に

対
象
に
ぶ
つ
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
批
判
で
聖
書
が
ぽ
し
ゃ
っ
て
し
ま
っ
て
は
ま
ず
い
か
ら
手
加
減
を
加
え
て
お

こ
う
と
い
う
の
は
、
謙
遜
な
よ
う
で
実
は
ず
い
ぶ
ん
思
い
上
が
っ
た
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
ぽ
し
ゃ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
テ
ク
ス
ト

だ
と
聖
書
を
見
下
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
程
度
の
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
ら
、
大
し
た
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
。
そ
ん
な
テ
ク
ス
ト
な
ら
研

究
の
対
象
と
す
る
に
足
ら
な
い
。
そ
ん
な
批
判
で
へ
こ
む
ほ
ど
、
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
は
実
は
や
わ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
広
い
意
味
で
の

古
典
的
な
テ
ク
ス
ト
は
そ
う
簡
単
に
ぽ
し
ゃ
ら
な
い
で
、
そ
う
批
判
す
る
お
前
は
一
体
何
様
な
の
だ
、
と
逆
に
問
い
返
し
て
来
ま
す
。

そ
こ
か
ら
初
め
て
、
こ
の
研
究
対
象
と
研
究
者
と
の
間
の
対
話
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
研
究
者
自
身
が
出
来
合
い
の
価
値
観
を
金
科

玉
条
と
し
て
批
判
し
て
い
た
（
先
ほ
ど
の
バ
テ
シ
ェ
バ
事
件
の
例
で
言
え
ば
、
こ
ん
な
酷
い
罪
を
赦
す
神
は
正
し
く
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
っ
た
、
常
識
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
批
判
し
て
い
た
）
テ
ク
ス
ト
の
価
値
観
が
実
は
、
我
々
の
価
値
観
を
上
回
る
こ
と
が
見
え
て
来

る
か
も
知
れ
な
い
（
つ
ま
り
、
罪
は
実
は
赦
し
と
の
相
関
概
念
で
あ
り
、
赦
し
が
先
行
し
て
初
め
て
罪
が
分
か
り
、
そ
し
て
償
い
の
決

意
も
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
認
識
が
出
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
）。
そ
う
し
て
自
分
の
旧
来
の
価
値
観
が
崩
さ
れ
、
異
な
っ
た
地
平
が
見

え
て
来
る
の
は
、
新
し
い
発
見
で
あ
り
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
冒
険
で
す
。
そ
の
時
、
通
り
一
遍
の
読
み
で
は
見
え
て
来
な
い
、
研

究
対
象
の
深
い
真
意
・
真
理
・「
真
実
」
が
初
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
時
、
自
分
も
確
か
に
変
わ
る
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
を

熟
読
し
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
と
格
闘
し
た
前
と
後
で
は
、
自
分
の
価
値
観
が
根
本
的
に
変
わ
る
。
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
研
究
の

醍
醐
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 　

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
自
分
の
存
在
を
賭
け
た
営
み
で
す
か
ら
、
自
己
崩
壊
の
リ
ス
ク
を
伴
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
リ
ス
ク
に
堪
え
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て
、
敢
え
て
自
分
の
今
ま
で
の
生
き
方
、
自
明
の
前
提
と
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
信
奉
し
て
い
た
価
値
観
を
ぶ
つ
け
て
、
挑
戦
し
、

 
― 
こ
の
場
合
、
し
ば
し
ば
負
け
る
が
勝
ち
な
わ
け
で
す
が

―
自
分
の
旧
来
の
思
い
込
み
の
弱
点
が
見
え
、
む
し
ろ
新
た
な
知
見

が
啓
け
て
く
る
喜
び
は
、な
か
な
か
他
に
は
経
験
し
が
た
い
、
小
躍
り
す
る
よ
う
な
喜
び
で
す
。
研
究
の
何
が
お
も
し
ろ
い
と
言
っ
て
、

こ
の
喜
び
を
経
験
す
る
こ
と
以
上
の
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。 

 　

あ
る
い
は
角
度
を
変
え
て
、
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 　

確
か
に
研
究
に
は
困
難
が
伴
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
お
勉
強
と
同
じ
苦
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
強
制
的
に
思
い
詰
め
て
、
一
定
の
ノ
ル
マ

を
果
た
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
を
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
バ
テ
シ
ェ
バ
事
件
の
例
で
言
え
ば
、
レ
バ
ド
の
用
例
を
虱
潰
し
に
分
析
し
て

行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
い
う
結
論
に
な
る
か
も
、
そ
も
そ
も
結
論
が
出
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
、
不
安
な
闇
夜
の
手
探
り
状
態
で

す
）。
し
か
し
思
い
詰
め
て
や
っ
て
い
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
ど
こ
か
で
閃
き
が
訪
れ
る
。 

 　

閃
き
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん
、
日
常
生
活
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
経
験
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。《
今
日
の
夕
食
、
何
に
し
よ
う
か

と
考
え
て
い
て
、
そ
う
言
え
ば
最
近
焼
き
肉
食
べ
て
い
な
い
こ
と
が
閃
い
た
》
と
い
う
の
で
も
よ
い
。《
ス
マ
ホ
を
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
探

し
た
け
ど
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
そ
う
だ
、
友
達
の
家
に
置
き
忘
れ
た
ん
だ
と
閃
い
た
》
と
い
う
の
で
も
よ
い
。
閃
き
と
は
、
雷

光
が
閃
く
と
か
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
閃
く
と
い
う
よ
う
に
、
元
来
、
暗
い
と
こ
ろ
に
一
瞬
光
る
こ
と
を
指
す
言
葉
で
す
。
夕
食
、
何
食
べ
て

い
い
か
迷
う
、
ス
マ
ホ
が
消
え
て
困
っ
た
と
い
っ
た
暗
い
状
態
に
光
が
突
然
射
す
こ
と
。
こ
れ
は
嬉
し
い
体
験
で
は
な
い
で
す
か
。
こ

れ
が
研
究
生
活
に
は
、
も
っ
と
大
き
な
形
で
あ
る
。 

 　

で
は
閃
き
の
特
色
と
は
何
か
。
少
な
く
と
も
三
つ
ほ
ど
あ
る
と
思
う
の
で
す
。 

 　

一
つ
は
、
自
分
で
積
み
上
げ
て
行
っ
て
閃
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
自
分
の
探
求
を
超
え
て
、
向

こ
う
か
ら
突
然
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
が
閃
き
で
あ
る
。 
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し
か
も
第
二
に
そ
こ
で
ガ
ラ
ッ
と
新
し
い
認
識
が
開
け
る
。
ち
ょ
う
ど
闇
夜
を
暗
中
模
索
し
て
い
て
ピ
カ
ッ
と
稲
光
が
光
る
。
そ
こ

で
一
気
に
辺
り
の
風
景
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
も
閃
き
の
も
う
一
つ
の
特
色
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 　

し
か
も
研
究
生
活
の
閃
き
の
場
合
、
第
三
の
特
色
と
し
て
、
一
瞬
後
は
元
の
木
阿
弥
で
見
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
焼
き
肉
食
お
う
と
か
、
ス
マ
ホ
を
友
達
の
家
に
と
り
に
行
こ
う
と
い
う
程
度
の
閃
き
だ
っ
た
ら
―
―
そ
れ
も
嬉
し
い
も

の
で
す
が
―
―
、
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
研
究
生
活
の
閃
き
は
、も
う
少
し
概
念
的
論
理
的
で
込
み
入
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

そ
の
場
合
、
一
瞬
閃
い
て
辺
り
の
風
景
が
パ
ッ
と
見
え
た
け
ど
、
我
々
観
察
力
が
鈍
く
て
、
ど
う
い
う
風
景
か
全
貌
を
つ
か
み
き
れ
な

か
っ
た
、
記
憶
力
が
貧
し
く
て
そ
の
残
像
が
永
続
き
し
な
い
、
あ
る
い
は
ま
た
語
彙
が
乏
し
く
て
そ
の
見
た
も
の
を
的
確
に
言
語
表
現

に
も
た
ら
し
得
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
閃
い
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
客
観
的
に
検
証
し
て
行
っ
て
、
そ
の
閃

き
が
幻
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
分
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
研
究
の
閃
き
の
場
合
、
そ
う
い
う
ガ
セ
ネ
タ
も
混
じ
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
う

い
う
も
の
は
固
執
し
な
い
で
潔
く
ど
ん
ど
ん
捨
て
て
行
っ
て
、
し
か
し
そ
れ
で
も
残
る
本
物
の
閃
き
た
ち
を
繋
げ
て
行
き
、
論
文
の
筋

道
な
り
、
著
書
の
結
構
な
り
が
見
え
て
来
る
時
、
我
々
は
自
分
を
超
え
た
も
の
へ
と
進
ん
だ
喜
び
を
経
験
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
個
人

を
超
え
て
い
る
認
識
で
あ
る
限
り
、
他
者
に
も
社
会
に
も
、
あ
る
普
遍
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
認
識
で
あ
り
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ

ば
、
真
理
で
あ
り
真
実
で
あ
り
得
る
。
個
人
的
に
自
分
の
認
識
が
進
展
す
る
、
自
分
の
実
存
が
代
わ
る
、
そ
の
醍
醐
味
に
引
か
れ
て
お

も
し
ろ
く
て
始
め
た
研
究
が
、
こ
こ
で
辛
う
じ
て
他
者
と
も
繋
が
り
、
及
ば
ず
な
が
ら
社
会
の
お
役
に
も
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

 　

皆
さ
ん
も
高
校
時
代
ま
で
の
お
勉
強
を
終
え
て
せ
っ
か
く
大
学
の
研
究
生
活
に
入
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
研
究
の
お
も
し
ろ

さ
を
一
つ
で
も
二
つ
で
も
経
験
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
や
、
切
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
我
々
、
教
員
も
授
業
や
論
文
指
導

で
は
、
単
な
る
知
識
の
伝
授
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
の
お
手
伝
い
を
少
し
で
も
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。 
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し
か
も
真
理
の
前
に
は
教
員
も
学
生
も
平
等
で
あ
っ
て
、
教
員
も
怠
け
て
い
る
と
閃
き
ま
せ
ん
。
私
は
こ
う
見
え
て
も
結
構
蒲
柳
の

質
で
す
し
、
元
来
が
怠
け
者
で
す
か
ら
、
大
学
や
学
会
の
業
務
が
忙
し
い
と
勉
強
し
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
遊
び
モ
ー
ド
に
入
る
と

そ
っ
ち
が
楽
し
く
な
っ
て
、
仕
事
モ
ー
ド
に
戻
る
の
が
つ
ら
い
。
そ
し
て
そ
う
い
う
時
は
、
全
然
閃
か
な
く
な
り
ま
す
。
閃
く
の
は
ど

う
せ
向
こ
う
か
ら
の
こ
と
だ
か
ら
、
Ｔ
Ｖ
で
も
見
て
棚
ボ
タ
を
決
め
込
ん
で
い
れ
ば
、い
つ
か
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
待
っ
て
い
て
も
、

こ
れ
は
絶
対
や
っ
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
日
夜
、
思
い
詰
め
て
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
考
え
、
学
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
閃
き

は
訪
れ
ま
せ
ん
。
閃
く
の
は
、
私
の
場
合
は
朝
起
き
て
ベ
ッ
ド
の
中
で
ボ
ー
と
し
て
い
る
時
と
か
、
散
歩
に
出
て
三
〇
分
位
た
っ
て
心

が
静
ま
っ
て
き
た
時
と
か
が
多
く
て
、
机
に
向
か
っ
て
い
る
時
は
む
し
ろ
少
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
閃
く
前
後
は
机
の
前
に
座
っ
て
う

ん
う
ん
勉
強
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 　

付
言
す
れ
ば
、
閃
い
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
場
で
メ
モ
す
る
の
も
大
変
で
す
か
ら
、
私
は
ス
マ
ホ
を
持
ち
歩
い
て
、
閃

い
た
内
容
を
音
声
レ
コ
ー
ダ
ー
に
録
音
し
て
お
き
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
凄
い
こ
と
が
閃
い
た
こ
と
は
覚
え
て
い
て
も
、
そ
の
内
容
が

何
だ
っ
た
か
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
悲
劇
が
起
こ
り
ま
す
か
ら
。 

 　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
思
い
詰
め
て
い
な
い
と
閃
き
は
訪
れ
な
い
。
そ
の
点
で
、
教
員
も
学
生
も
真
理
の
前
に
は

平
等
で
あ
っ
て
、
共
に
、
真
理
に
思
い
詰
め
る
ほ
ど
憧
れ
て
、 veritas 

（
真
実
）
と
い
う unum

 

（
一
つ
の
こ
と
）
に verto 

し
て
（
向

か
っ
て
）、 universitas 

（
大
学
）
と
い
う
共
同
体
を
、
共
に
形
成
し
活
性
化
し
て
行
こ
う
で
は
な
い
で
す
か
。
普
遍
性
へ
と
開
い
た
真

理
・
真
実
に
対
す
る
憧
憬
を
も
っ
て
、
閃
き
の
喜
び
に
満
ち
た
研
究
へ
と
、
共
に
進
ん
で
行
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
聖
学
院
大
学
の
創
立
を
記
念
す
る
講
演
と
い
た
し
ま
す
。 

 　

ご
清
聴
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

  

（
二
〇
一
六
年
十
月
十
二
日
、「
聖
学
院
大
学
創
立
記
念
講
演
会
」
講
演
よ
り
） 
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註 

 （
1
） 
よ
り
詳
し
く
は
、
藤
原
正
彦
『
管
見
妄
語　

で
き
す
ぎ
た
話
』
新
潮
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
四
―
一
四
五
頁
参
照
。 

 （
2
） 
猪
木
武
徳
「
実
学
・
虚
学
・
権
威
主
義
」『
中
央
公
論
』
二
〇
一
六
年
二
月
号
、
八
二
―
八
九
頁
。 

 （
3
） 
同
、
八
五
頁
。 

 （
4
） 

例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ボ
ー
ル
『
ヒ
ト
ラ
ー
と
物
理
学
者
た
ち
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
（
池
内
了
・
小
畑
史
哉
訳
）
は
、
M
・
プ

ラ
ン
ク
、
P
・
デ
バ
イ
、
W
・
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
と
い
っ
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
錚
々
た
る
ド
イ
ツ
の
科
学
者
た
ち
が
、
ナ
チ
ス
政

権
に
、
利
用
さ
れ
た
り
、
取
り
入
っ
た
り
、あ
る
い
は
少
な
く
と
も
無
関
心
を
決
め
こ
ん
だ
り
し
て
、
十
分
な
批
判
的
姿
勢
を
示
せ
な
か
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 （
5
） 

マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
『
経
済
成
長
が
す
べ
て
か
？　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
人
文
学
を
必
要
と
す
る
理
由
』（
小
沢
自
然
・
小
野
正
嗣
訳
）
岩

波
書
店
、
二
〇
一
三
年
。 

 （
6
） 

同
書
、
一
二
五
頁
。 

 （
7
）  Seizo Sekine,   D

ie T
ritojesajanische Sam

m
lung (Jes 56  

―  66) redaktionsgeschichtlich untersucht.   (B
eiheft zur Zeitschrift für 

die alttestam
entliche W

issenschaft B
d. 175, de G

ruyter, 1989).  
 （

8
） 

こ
う
し
た
研
究
の
詳
細
は
、
拙
著
『
旧
約
に
お
け
る
超
越
と
象
徴
―
解
釈
学
的
経
験
の
系
譜
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、

一
六
五
―
二
八
一
頁
。 




