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ヨ

っ
そ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る

「
文
学
批
評
」

的
分
析
の
試
み

佐

々

木

啓

序
ー
ー
方
法
と
問
題
の
所
在
|
|

こ
の
論
文
の
第
一
の
目
的
は
、

(
郎
町
民

E
P
。
町
叶
色
町
)
、
お
よ
び
強
意
代
名
詞
(
ち
ま
内
)
を
め
ぐ
っ
て
分
析
を
行
な
い
、
そ
れ
ら
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
上
の
特
徴
を

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
代
名
詞
、
と
り
わ
け
一
・
二
人
称
名
詞
(
々
《
デ
邑
)
、
指
示
代
名
詞

- 83ー

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
従
来
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
研
究
成
果
に
対

し
て
、
本
稿
に
お
け
る
よ
う
な
人
称
・
指
示
代
名
詞
の
分
析
結
果
を
用
い
て
若
干
の
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
第
二
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
第
三
の
目
的
と
し
て
、
こ
こ
で
行
な
う
よ
う
な
分
析
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
独
自
な
解
釈
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
う
る

の
か
を
提
示
し
た
い
。
加
え
て
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
分
析
な
ら
び
に
解
釈
作
業
を
新
約
聖
書
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
新
し
い
「
文

学
批
評

2
Z
E
q
口

H
E
n
-
2
U
)」
に
よ
る
研
究
の
実
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
、
と
い
う
方
法
的
試
み
も
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
始
め
に
、
本
稿
で
言
う
新
約
聖
書
に
対
す
る
新
し
い
「
文
学
批
評
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
あ
る
程
度
明
確
に

北
大
文
学
部
紀
要



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
「
文
学
批
評
」

と
は
、

「
文
献
批
判

(
E
Z
E同町
EW)」
な
い
し
は

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
際
的
作
業
は
「
種
々
の
新
約
諸
文
章
一
回
の
著
者
の
推
定
、
既
存
の

著
作
が
複
合
的
性
格
を
持
つ
可
能
性
の
推
定
、
特
定
の
文
書
の
背
後
に
あ
る
資
料
の
確
認
と
そ
の
規
模
の
推
忌
日
)
な
ど
を
行
な
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
当
然
、
具
体
的
手
順
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
「
文
体
批
判

(ω
巴
町
Er)」
や
「
文
学
(
的
)
分
析

(
F
U
2
2
・

「
資
料
分
析

(
O
S
F
E
E
-苫巾)」

回

E
q白
白
)
」
な
ど
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。

D
・
E
・
ヒ
ル
シ
ュ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
分
析
方
法
は
メ
同
一
文
書
内
に
お
け
る

複
数
の
書
き
手
た
ち
の
聞
の
内
的
関
係
で
あ
れ
、
同
時
代
の
他
の
文
書
と
の
外
的
関
係
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
分
析
す
る
も
の
で
あ

と
い
う
言
葉
で
限
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
が
、
彼
は
そ
れ
ら
の
関
係
を
い
ず
れ
も
「
歴
史

(COREnrg)」

る
よ
う
に
、
従
来
の

「
文
学
批
評
」

と
は
、
あ
く
ま
で
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
に
包
括
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
福
音
警
に
関
し

- 84ー

て
言
え
ば
、
様
式
史
や
編
集
史
な
ど
へ
と
展
開
し
て
行
く
分
析
方
法
の
一
環
と
し
て
、
理
念
的
に
も
技
術
的
に
も
そ
れ
ら
と
切
り
離
せ
な

い
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
意
味
で
の
「
文
学
批
評
」
は
当
初
か
ら
通
時
的
分
析
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
)

そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
採
用
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
意
味
で
の
「
文
学
批
評
」

は
、
上
述
し
た
従
来
の
意
味
で
の
「
文
学
批
評
」
と

は
以
下
の
点
で
か
な
り
趣
を
具
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ご
く
大
雑
把
に
言
え
ば
、
こ
の
新
し
い
意
味
で
の
「
文
学
批
評
」
と
は
、
最
近
の

文
芸
・
文
学
理
論
、
言
語
学
理
論
、
さ
ら
に
言
語
哲
学
な
ど
の
諸
成
果
を
考
慮
し
た
分
析
方
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
、

H
・
テ
ュ
エ
ン
は
そ
れ
ら
の
学
問
的
成
果
を
射
程
に
入
れ
て
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
「
文
芸
学
的
(
宮
四
日

E
2
t∞
g
Z
E
E
-
n
r
)」

問
題
を
再
考
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
し
を
R
・
シ
ュ
ナ
ッ
ケ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
も
い
わ
ゆ
る
「
構
造
分
析
」
、
「
テ
ク
ス
ト
言
語
学
」
、

「
記
号
論
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
新
し
い
解
釈
理
論
を
援
用
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
方
法
的
に
位
置
づ
け
て
行
く
こ
と
の
必

(
5
)
 

要
性
を
説
い
て
い
る
。
本
稿
で
用
い
て
い
る
方
法
も
こ
の
よ
う
な
研
究
の
趨
勢
に
与
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
個



々
の
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
。

(
6
)
 

要
約
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
必
要
最
小
限
の
方
法
上
の
観
点
を

筆
者
自
身
と
し
て
は
、
本
稿
で
採
用
す
る
方
法
を
広
義
で
の
「
構
造
分
析
」
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
主
に
フ
ラ
ン
ス
語
圏

で
公
に
さ
れ
た
よ
う
な
、

C
-
レ
ヴ
イ
"
ス
ト
ロ
ー
ス
や
A

・
I
-
グ
レ
マ
ス
な
ど
の
神
話
や
物
語
に
関
す
る
分
析
を
模
倣
し
た
い
く
ぶ

ん
職
人
的
技
巧
を
要
す
る
い
わ
ゆ
る
「
構
造
主
義
的
」
分
析
で
は
な
い
九
円
)
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
「
構
造
」
や
「
構
造
分
析
」
な
ど
の
詳

細
な
概
念
規
定
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
分
析
の
様
々
な
具
体
例
に
共
通
す
る
前
提
の
い
く
つ
か
を
共
有
す
る
と
い
う

か
ぎ
り
で
、
本
稿
の
方
法
も
ま
た
「
構
造
分
析
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
吃

「
資
料
分
析
」
と
い
う
従
来
の
意
味
で
の
「
文

学
批
評
」
に
は
め
ら
れ
て
い
た
「
歴
史
」
と
い
う
限
定
を
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
く
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
と
り
あ
え

ず
、
し
か
し
徹
底
し
て
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
外
部
の
歴
史
か
ら
遮
断
さ
れ
た
共
時
的
「
統
一
体
」
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
の
諸
前
提
の
う
ち
の
ま
ず
第
一
の
も
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

「
文
献
批
判
」
、

- 85-

「
ま
ず
文
学
的
な
面
は
そ
れ
自
体
で
(
共
時
的
に
)
考
察
す
べ
き
こ
と
。

つ
ま
り
、
文
学
的
生
成
過
程
〔
の
究
明
〕

に
と
っ
て
は
不
確
か

な
モ
デ
ル
〔
つ
ま
り
共
時
的
考
察
〕
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
著
作
の
成
立
に
関
す
る
聞
い
(
通
時
的
観
点
)
が
性
急
に
持
ち
込
ま
れ
て
は

い
け
な
い
寸
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
の
前
提
と
し
て
、
前
述
の
い
く
つ
か
の
理
論
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
持

つ
様
々
な
意
味
は
、
専
ら
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
あ
る
程
度
は
そ
の
(
語
、
文
な
ど
の
)
内
的
諸
要
素
聞
の
有
機
的
関
係
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
も
独
自
な
解
釈
可
能
性
が

生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
基
本
的
問
題
意
識
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ま
さ
に
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
代
名
調
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
新
約
聖
書
研
究
の
枠
内

北
大
文
学
部
紀
要



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

に
切
り
分
け
ら
れ
た
個
々
の
文
書
(
資
料
)

で
は
、
新
約
ギ
リ
シ
ア
語
の
問
題
と
し
て
旧
来
の
「
新
約
聖
書
の
文
法
」
と
い
う
側
面
か
ら
説
明
が
試
み
ら
れ
る
か
喧
あ
る
い
は
通
時
的

の
文
体
的
特
徴
と
し
て
説
明
さ
れ
る
な
ど
、
ま
さ
に
「
歴
史
」
と
い
う
限
定
を
前
提
と
し
て

(
M
)
 

に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
ま

「
テ
ク
ス
ト
世
界
」
と
い
っ
た
概
念
を
め
ぐ
っ

い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
代
名
詞
の
働
き
は
き
わ
め
て
「
構
造
的
」

p
・
リ
ク

l
ル
の
よ
う
な
最
近
の
解
釈
学
理
論
な
ど
で
も
、

「
テ
ク
ス
ト
の
指
示
」
、

(
日
)

て
こ
の
よ
う
な
代
名
詞
が
重
要
な
働
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
代
名
詞
を
め
ぐ

る
問
題
は
、
-
「
文
献
批
判
」
、

た、

「
資
料
分
析
」
と
い
う
意
味
で
の
従
来
の
「
文
学
批
評
」
と
新
し
い
「
文
学
批
評
」
と
の
聞
の
接
点
に
あ
る

と
も
言
え
る
の
で
、
こ
の
面
か
ら
も
ヨ
ハ
ネ
福
音
量
一
日
テ
ク
ス
ト
の
代
名
詞
を
分
析
す
る
必
然
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
後
で
見
る
よ
う

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
代
名
詞
の
こ
の
よ
う
な
新
た
な
視
点
か
ら
の
分
析
は
、
こ
の
テ
グ
ス
ト
に
対
す
る
従
来
の
歴
史

的
・
批
判
的
方
法
に
よ
る
研
究
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
も
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ア
」
、

ー

- 86ー

本

三b.
日間

I 

分

ロ川，
I
b
n
a
v
 

さ
て
、
以
下
で
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
一
・
二
人
称
代
名
詞
(
々
ふ
w

包
)
、
(
実
質
的
に
三
人
称
代
名
詞
と
し
て
機
能
し

て
い
る
)
指
示
代
名
詞
(
含
向
N
Eア
品
叶
色
町
)
お
よ
び
強
意
代
名
詞
(
忌
込
町
)
に
つ
い
て
の
具
体
的
分
析
を
行
な
う
。
こ
こ
で
は
、
主
に
、
各

代
名
詞
の
(
男
性
〉
単
数
の
諾
変
化
形
に
つ
い
て
、
共
観
福
土
白
書
テ
ク
ス
ト
に
比
較
し
な
が
ら
、
若
干
の
数
的
・
統
計
的
分
析
を
加
え
る
。

ま
た
、
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
代
名
詞
の
指
示
対
象
と
し
て
の
「
イ
エ
ス
」
と
の
関
係
を
中
心
に
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。



一、

/¥ 

称

lu

、

何「

S

ま、ず、

一
人
称
代
名
詞
主
格
の
々
ふ
に
関
し
て
、

マ
ル
コ
十
六
(
二
十
二
て

ル
カ
二
十
二
ハ
十
七
)
に
対
し
て
、

福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
数
は
マ
タ
イ
二
十
八
(
二
十
四
て

ヨ
ハ
ネ
で
は
百
三
十
二
も
用
い
ら
れ
て
い
る
喧
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
々
ふ

ノレ

カ
十

で
あ
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、
マ
タ
イ
十
六
(
十
三
)
、
五
十
七
%
、

(
九
)
、
五
十
万
と
ほ
ぼ
近
似
し
た
値
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

マ
ル
コ

が
イ
エ
ス
に
よ
る
発
言
、
す
な
わ
ち
「
私
」

n

「
イ
エ
ス
」

十
(
十
四
)
、
六
十
三
%
、

ヨ
ハ
ネ
で
は
実
に
百
十
七
、

八
十
九
%
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

い
う
表
現
の
特
徴
を
喧
伝
す
る
以
前
に
、
伽
芯
そ
の
も
の
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
も
、

そ
う
す
る
と
E
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー
の
よ
う
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
々
ふ
に
吉
・
:
と

」
の
テ
ク
ス
ト
の
文
体
的
特
徴
と
し
て
何
ら
か
の

説
明
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
り
わ
け
、
も
し
、

E
・ル
y

ク
シ
ュ
ト
ヮ

i
ル
の
言
う
よ
う
に
、

(
日
)

こ
と
な
ど
な
い
よ
う
な
目
立
た
ず
重
要
で
な
い
も
の
」
を
テ
ク
ヌ
ト
の
文
体
的
特
徴
と
考
え
る
べ
き
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
そ
の
必
要
が
あ

「
模
倣
を
促
進
す
る

- 87ー

る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
奇
妙
に
も
、
ル
ッ
ク
シ
ュ
ト
ヮ

l
ル
本
人
を
始
め
テ
ク
ス
ト
の
文
体
分
析
を
詳
細
に
展
開
す
る
E
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア

l

(
加
)

や
W
・
ニ
コ
ル
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
々
ふ
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
今
示
し
た
特
徴
だ
け
で
は
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
々
ふ
の
多
用
や
郎
三
H

「
イ
エ
ス
」

の
割
合
の
多
さ
と
い
っ
た
事
実
は
、

た
ん
な
る
使
用
数
の
問
題

の
問
題
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
福
音
書
「
記
者
」
の
噌
好
の
問
題
と
し
て
説
明
し
尽
く
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
反
論
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
下
で
示
す
よ
う
に
、
々
ふ
の
斜
格
や
他
の
代
名
詞
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用

の
特
徴
を
考
察
し
た
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
こ
の
事
態
を
論
じ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

や
文
法
上
の
「
強
調
」

北
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ヨ
ハ
ネ
福
音
書
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代
名
詞
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「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

属
格
志
向
叫
に
つ
い
て
は
、
各
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
は
マ
タ
イ
八
十
三
(
七
十
)
、

マ
ル
コ
四
十
ハ
五
十
五
)
、
ル
カ
八
十
八
(
七
十
)
に
対
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
は
百
二
と
や
は
り
多
い
。
こ
れ
ら
の

E
U
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
場

次
に
、

々
ふ
の
斜
格
を
見
て
行
く
。

四
十
一
%
に
対
し
て
、

マ
ル
コ
十
四
(
十
九
)
、

ヨ
ハ
ネ
は
七
十
七
、
七
十
八
%
と
や
は
り
ど
ち
ら
も
大
き
い
。

マ
タ
イ
四
十
九
(
四
十
一
)
、

五
十
九
%
、

七
十
五
%
、

ル
カ
三
十
六
(
二
十
九
)
、

合
の
数
と
そ
の
割
合
は
、

次
に
、
与
格
吉
弘
に
つ
い
て
見
る
と
、
使
用
数
は
マ
タ
イ
二
十
九
(
二
十
四
)
、

マ
ル
コ
九
(
十
二
)
、

ル
カ
二
十
八
(
二
十
二
)
に
対

し
て
、

ヨ
ハ
ネ
三
十
九
で
あ
り
、

同
じ
く
そ
れ
ら
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
す
場
合
の
数
と
割
合
も
、

マ
タ
イ
十
六
(
十
二
一
)
、

五
十
五
%
、

マ
ル
コ
七
(
十
)
、

七
十
八
%
、

ノレ

カ

十

(
九
)
、
三
十
九
克
に
対
し
て
、

ヨ
ハ
ネ
三
十
、

七
十
七
%
と
前
の
二
つ
の
格
と
同
様
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
。

に
対
し
て
、

ヨ
ハ
ネ
は
百
で
あ
り
、
同
じ
く
そ
れ
ら
が
「
イ
エ
ス
」

ル
カ
四
十
二
(
三
十
三
)

を
指
す
場
合
の
数
と
割
合
も
、
マ
タ
イ
十
九
(
十
六
)
、
五
十
一
%
、

ル
カ
二
十
四
(
十
九
)
、
五
十
七
%
に
対
し
て
ヨ
ハ
ネ
は
九
十
五
、
九
十
五
%
と
他
の
諸
変
化
形

マ
ル
コ
二
十
七
(
三
十
七
)
、
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さ
ら
に
、
対
格
志
に
つ
い
て
も
、
使
用
数
は
マ
タ
イ
三
十
七
(
一
二
十
一
)
、

マ
ル
コ
十
八
(
二
十
五
)
、
六
十
七
%
、

と
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
の
数
的
結
果
を
ま
と
め
る
と
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
で
は
一
人
称
代
名
詞
品
志
の
主
格
の
み
で
は
な
く
、
斜
格
も
ま

に
よ
る
発
言
、
す
な
わ
ち
恥
志

し
か
も
、
こ
の
一
人
称
代
名
詞
が
「
イ
エ
ス
」

た
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
確
認
さ
れ
る
。

(「私」
)

H

「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
特
に
主
格
と
対
格
に
関
し
て
は
、
共
観
福
音
書
で
は
そ
れ
が
各
々
五
十
万
l
六
十
七
%

つ
ま
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
(
共
観
)
「
福
音
量
日
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
々
ふ
の
主

と
あ
る
程
度
近
似
的
値
を
持
っ
て
い
る
。

格
、
お
よ
び
対
格
使
用
上
の
あ
る
種
の
標
準
の
よ
う
な
も
の
が
予
測
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
は
、
主
格
に
つ
い



て
は
八
十
九
%
、
対
格
に
つ
い
て
は
九
十
五
%
と
そ
れ
か
ら
著
し
く
逸
脱
し
た
値
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
人
称
代
名
詞
を
め
ぐ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
上
の
問
題
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
々
ふ
の
斜
格
に

は
、
文
法
的
に
は
普
通
「
強
調
形
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
郎
、
。
P
守
。
ト
守
臥
と
い
う
変
化
形
が
あ
る
を
こ
れ
ら
の
変
化
形
の
い
ず
れ
も
ま

た
ヨ
ハ
ネ
に
最
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
す
割
合
は
守
色
が
全
使
用
数
二
十
四
中
二
十
二
で
九
十
二
%
、
刷
、
。
h

が
同
じ
く
二
十
八
中
二
十
六
で
九
十
三
%
、
さ
ら
に
守
帆
が
同
じ
く
四
十
二
中
四
十
一
で
九
十
八
万
と
、
前
述
、
。
F
E
F
五
な
ど
よ
り

さ
ら
に
高
い
値
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は

E
m
系
列
の
変
化
形
と
守
色
系
列
の
変
化
形

と
の
聞
で
あ
る
種
の
意
味
的
分
節
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
前
者
を
一
般
的
に
用
い
、
後

者
を
ほ
ぼ
専
ら
「
イ
エ
ス
」

こ
の
傾
向
は
共
観
福
音
書
各
書
に
は
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
と
は

(
拙
)

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
で
は
そ
れ
が
数
的
に
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
守
色
系
列
の
変
化
形
を
た

に
限
定
す
る
と
い
う
用
い
方
で
あ
る
。

ん
tこ

「
強
調
形
」
と
し
て
済
ま
せ
て
し
ま
う
従
来
の
文
法
的
説
明
に
よ
っ
て
は
気
づ
か
れ
難
い
事
実
で
あ
る
。
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言
い
難
い
の
だ
が
、

々
ふ
の
複
数
形
中
、
色
町
お
よ
び
そ
の
変
化
形
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
詳
細
に
論
じ
な
い
が
、

合
お
)

比
較
し
て
多
く
な
っ
て
い
る
。

ヨ
ハ
ネ
で
は
主
格
の
使
用
数
の
み
が
他
と

一、

一
人

称

~ e、

々
ふ
同
様
、
二
人
称
代
名
詞
主
格
邑
に
つ
い
て
も
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
上
の
特
徴
は
明
瞭
で
あ
る
。

ま
ず
、
単
純

な
使
用
数
に
関
し
て
は
、
共
観
福
音
書
各
テ
ク
ス
ト
で
は
、

マ
タ
イ
十
八
(
十
五
)
、

マ
ル
コ
十
(
十
四
)
、

ル
カ
二
十
六
(
二
十
一
)
に

対
し
て
、

ヨ
ハ
ネ
で
は
六
十
一
と
、

一
人
称
代
名
詞
々
ふ
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、

や
は
り
顕
著
に
多
い
と
言
え
る
。

し
か
し
、

そ
れ

北
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ら
の
中
で
、
邑
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
示
す
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、

マ
タ
イ
ム
ハ
(
五
)
、
三
十
五
%
、

マ
ル
コ
五
(
七
)
、
五
十
%
、

ノレ

カ

十
二
(
十
)
、

四
十
四
%
、

ヨ
ハ
ネ
三
十
、

四
十
九
箔
と
な
っ
て
お
り
、

使
用
の
絶
対
数
で
は
や
は
り
ヨ
ハ
ネ
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
全
使
用
数
に
対
す
る
割
合
は
々
ふ
と
は
異
な
っ
て
い
ず
れ
の
テ
ク
ス
ト
も
大
差
が
な
い
。

志
の
斜
格
に
関
し
て
は
、
共
観
福
音
書
と
ヨ
ハ
ネ
の
テ
ク
ス
ト
と
の
聞
に
は
使
用
上
の
顕
著
な
差
異
が
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
使
用

数
自
体
も
、
例
え
ば
、
属
格

gむ
な
ど
の
よ
う
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
が
目
立
っ
て
少
な
い
な
ど
々
ふ
の
斜
格

と
は
具
質
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
グ
ス
ト
に
お
け
る
邑
の
斜
格
の
こ
の
よ
う
な
使
用
状
況
、
つ
ま

り
々
&
の
斜
格
と
比
較
し
た
場
合
の
特
徴
の
な
さ
は
、
次
項
の
三
人
称
の
分
析
と
合
わ
せ
て
考
え
た
場
合
、
主
格
の
使
用
法
の
特
徴
を
際

立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
二
人
称
代
名
詞
の
複
数
形
に
関
し
て
は
、
他
に
比
べ
て
ヨ
ハ
ネ
で
や
は
り
主
格
の
使
用

M
C
 

数
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
が
目
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。

数
的
事
実
や
こ
こ
で
示
し
た
若
干
の
使
用
上
の
特
徴
を
除
け
ば
、
々
ふ
H

「
私
」
や
q
q
H

「
あ
な
た
」
と
い
う
意
味
で
の
こ
れ
ら
の
代

名
詞
の
各
変
化
形
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
法
そ
れ
自
体
は
、
旧
来
の
新
約
文
法
の
中
に
十
分
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し

か
し
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
三
人
称
の
人
称
代
名
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
包
叶
身
や

&
g勾
と
蜘
町
民
E
叫
に
関
し
て
は
、
文
法
的
側
面

か
ら
も
い
く
ぶ
ん
錯
綜
し
た
問
題
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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一一一、
一一一
人

称

一一一. 
一
Q
R
V叶
弘
司

た
ん
に

「
彼
」
と
い
う
意
味
で
三
人
称
代
名
詞
男
性
形
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ち
叶
吟
(
お
よ
び
そ
の
変
化
形
〉
は
、
従
来
の
文
法
的
観



点
か
ら
す
る
か
、
ぎ
り
新
約
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
む
し
ろ
普
通
の
使
用
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
態
を
明
確
に
す
る
た

に
、
こ
め
こ
で
は
主
に
男
性
単
数
形
に
つ
い
て
論
じ
る
可
ま
ず
、
主
格
の
使
用
数
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
そ
の
数
は
、

マ
タ
イ
十
二

(十)、

マ
ル
コ
十
五
(
二
十
一
〉
、

(
紅
)

で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
使
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
実
際
、
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
忌
広
司
は
、
「
:
:
:
自
身
」
と
い
う

ほ
ぽ
専
ら
た
ん
な
る
三
人
称
代
名
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

ル
カ
四
十
六
(
三
十
七
)
、

ヨ
ハ
ネ
十
八
と
、

ヨ
ハ
ネ
に
お
い
て
と
り
た
て
て
多
く
な
っ
て
い
る
わ
け

意
味
で
の
い
わ
ゆ
る
「
強
意
代
名
詞
」
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、

と
こ
ろ
、
が
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
の
傾
向
が
当
て
は
ま
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
で
は
第
二
章
二
四
節
を
始
め
と
し
て
、
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
っ
て
も
叶
吟
を
ほ
ぼ
専
ら
「
強
意
代
名
詞
」
と
し
て
用
い

(
お
)

て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
一
人
称
斜
格
の
強
調
形

Q
E
m
系
列
の
諸
変
化
形
)
と
同
様
に
、
ヨ
ハ
ネ
福

つ
ま
り
以
下
で
言
及
す
る
ご
弘
E
円
や

q
p
z
の
主
格
使
用
と
の
聞
に
設
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音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
代
名
詞
使
用
上
の
あ
る
種
の
配
慮
、

け
ら
れ
た
あ
る
種
の
分
節
化
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
特
徴
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
主
格
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
い

う
興
味
深
い
事
実
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
忌
叶
去
を
専
ら
「
強
意
代
名
詞
」
と
し
て
用
い
る
傾
向
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
も
、
他
の
変
化
形
(
斜
格
)
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
な
の
で
あ
る
。

に
比
べ
て
も
、
際
立
っ
た
特
徴
が
見
ら
れ
な
い
。
)

ま
た
、
そ
れ
ら
の
斜
格
に
は
、
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
、
実
質
的
に
三
人
称
代
名
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る

T
号
ミ
や
む
F
q司
の
分
析
結

果
と
合
わ
せ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

北
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師
、
円
向

h
t
。円

帖

h

向N
E内
の
諸
変
化
形
に
関
し
て
見
る
と
、
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、

P
T
A
H
L
G
叶
叩

h

a
町
、
引
の
よ
う
に

限
定
的
(
三
件
H
F
E
Z目
)
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
意
味
と
し
て
は
、
文
脈
に
応
じ
て

(
珂
)

と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
そ
の
:
:
:
」
と
か

「
こ
の
:
・
:
」

と
翻
訳
さ
れ
る
こ

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
で
は
伊
向
N
E円
の
諸
変
化
形
を
「
彼
」
な
ど
と
実
詞
的
(
由
民
吉
仲
間
三
宮
町
)
に
訳

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
割
合
が
、
そ
の
男
性
単
数
諸
変
化
形
全
使
用
数
五
十
二
中
四
十
六
、
八
十
八
%
と
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て

コ
四
(
五
)
、

ル
カ
十
二
(
十
)
な
の
で
、

郎司向
N
E円
(
お
よ
び
そ
の
男
性
単
数
諸
変
化
形
)
の
使
用
数
そ
の
も
の
を
と
っ
て
み
て
も
マ
タ
イ
十
七
(
十
四
)
、

ヨ
ハ
、
不
は
か
な
り
多
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

円才

/レ

い
る
。
さ
ら
に
、

前
項
で
予
告
し
た
よ
う
に
、
安
向
N
E円
の
諸
変
化
形
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
の
使
用
上
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
前
述
の
よ
う
に
共

観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
で
安
お
さ
勾
の
男
性
単
数
諸
変
化
形
が
実
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
例
は
ほ
ん
の
数
例
し
か
な
く
、
し
か
も
そ
れ
ら
の

- 92-

伽町民
HL
。
円
の
諸
変
化
形
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
示
す
る
場
合
は
ま
っ
た
く
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
場
合
、
主
と
し
て
叫
志
向
V

告
の
の
諸
変
化
形

に
よ
っ
て
何
者
ま
た
は
、
何
事
か
が
指
示
さ
れ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ

ク
ス
ト
で
は
十
コ
一
(
主
格
に
限
定
す
れ
ば
九
)
例
ほ
ど
の
伊
向
N
E町
、
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
量
日
テ

ナ
ヲ
デ
イ
グ

ク
ト
ス
で
は
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
で
の
間
接
的
言
及
を
除
い
て
物
語
の
語
り
手
に
よ
っ
て
「
イ
エ
ス
」
が

T
包
セ
。
円
で
指
示
さ
れ
る

は
、
「
イ
a

エ
ス
」

こ
と
は
な
い
、
と
い
う
特
徴
も
あ
る
。
共
観
福
立
白
書
テ
ク
ス
ト
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
聞
に
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
ご
丸
ビ
。
円
諸
変

化
形
使
用
上
の
差
異
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
三
人
称
代
名
詞
に
相
当
す
る
指
示
代
名
詞
や
Q
ザ
今
使
用
に
際
し
て
何
ら
か
の
語
用
上
の

(
犯
)

分
節
化
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
。



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

P
号
2
の
実
詞
的
使
用
と
い
う
こ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
文
法
学
者
や
文
体
分
析

(

町

四

)

を
行
な
う
学
者
た
ち
も
以
前
か
ら
指
摘
し
て
い
る
が
、

N
・
タ

I
ナ
ー
な
ど
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
用
法
を
新
約
ギ
リ
シ
ア
語
の

「

岨

)

ミ

標
準
か
ら
し
て
は
例
外
的
な
も
の
と
し
て
処
理
し
ょ
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
カ
し
、
こ
の
よ
う
に

?
&
E円
が
実
詞
的
に
使
用

と
こ
ろ
で
、

さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
前
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に
邑
叶
今
が
い
わ
ゆ
る
「
強
意
代
名
詞
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
り
す
る
事
実
を

考
慮
す
れ
ば
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
量
目
テ
ク
ス
ト
の
ギ
リ
シ
ア
語
を
「
文
学
的
で
は
な
い
」
と
か
、

(
適
時
)
的
・
文
法
的
見
震
だ
け
で
は
説
明
し
切
れ
な
い
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
セ
ム
語
的
だ
」
な
ど
と
す
る
従
来
の
歴
史

こ
の
恥
両
町
N
E円
の
実
調
的
使
用
は
、

E
-
シ
ュ
ヴ
ア
イ
ツ
ア
ー
の
三
十
三
個
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
文
体
的
特
徴
以
来
、

(
勾
)

福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
文
体
的
特
徴
の
中
に
加
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、

R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
な
ど
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
伽
宮
町
ピ
。
円
を
福
音
書

目

白

)

ミ

、

。

「
記
者
」
の
文
体
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
「
強
調
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
し
カ
し
今
込
へ
て
き
た
よ
う
な
視
点
、
あ
る
い
は
ヨ(

叫
)

ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
諸
々
の
代
名
詞
そ
の
も
の
の
使
用
の
特
徴
を
見
通
す
視
点
か
ら
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
円
吋
思
叶
去
の
場
合
と
同
様
、
恥
h

向
町
て
色
町
の
斜
格
の
用
法
に
特
徴
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
主
格
の
使
用
上
の
特
徴
が
際

(
岨
)

立
つ
こ
と
に
な
る
。

ヨ
ハ
、
不

- 93ー

一. 
一一一

内。む叶。内

(
岨
)

L
3円
の
主
格
の
実
詞
的
使
用
は
新
約
ギ
リ
シ
ア
語
を
通
し
て
一
般
的
用
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
使
用
例
の
数
は
マ
タ

イ
で
は
三
十
(
二
十
五
)
、

マ
ル
コ
で
は
十
(
十
四
)
、

ル
カ
で
は
三
十
(
二
十
四
)
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

限
定
的
用
法
も
含
め
た

s
g内
の
主
格
全
体
の
使
用
数
も
、

ヨ
ハ
ネ
で
は
三
十
九
と
や
は
り

ヨ
ハ
ネ
福
音
量
百
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

マ
タ
イ
三
十

北
大
文
学
部
紀
要



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

二
(
二
十
五
て

マ
ル
コ
十
二
(
十
五
)
、

ル
カ
三
十
九
(
三
十
)
に
対
し
て
ヨ
ハ
ネ
は
四
十
九
と
や
は
り
多
く
な
っ
て
い
る
切
)

さ
ら
に
、
上
記
の
実
詞
的
用
法
の

L
2内
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
示
す
る
場
合
の
絶
対
数
は
、

ル
カ
十
四
(
十
一
〉
に
対
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
は
二
十
四
と
や
は
り
多
い
ち

。h
2円
の
そ
の
他
の
男
性
単
数
諸
変
化
形
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
そ
の
使
用
数
、
お
よ
び
実
調
的
使
用
の
数
に
つ
い
て
は
ヨ
ハ
ネ
が

(
却
)

や
は
り
や
や
多
い
と
言
え
る
。

マ
タ
イ
十
五
(
十
三
)
、

マ
ル
コ
六
(
八
)
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
三
人
称
代
名
調
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
包
止
ア
?
弘

E
F
L叶
2
の
三
つ
の
男
性
単

数
諸
変
化
形
を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
場
合
の
一
般
的
特
徴
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
一
一
一
つ

(
印
)

マ

ル

コ

、

マ

タ

イ

の

順

で

あ

る

が

、

実

調

的

に

男

性

単

数

主

格

と

し

て

、

こ
こ
で
、

の
代
名
調
の
実
質
的
使
用
数
が
多
い
の
は
、

ヨ
ハ
、
不
、

ル
カ
、

- 94ー

す
な
わ
ち
「
彼
」
な
ど
と
し
て
こ
れ
ら
の
代
名
調
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
の
数
は
、

(
一
二
十
四
)
、

マ
タ
イ
四
十
二
(
三
十
五
)
、

ル
カ
七
十
八
(
六
十
二
て
そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ハ
ネ
は
九
十
七
と
か
な
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
指
示
対

マ
ル
コ
二
十
五

象
が
「
イ
エ
ス
」

四
十
四
と
や
は
り
多で
くあ
な る
つも
ての
し、 vI-
る(、
052マ

タ

イ

十

(
十
八
)
、

マ
ル
コ
十
三
(
十
八
)
、

ル
カ
四
十
一
一
一
(
一
一
一
十
四
)
に
対
し
て
ヨ
ハ
ネ
は

た
だ
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
代
名
詞
の
主
格
以
外
の
他
の
諸
変
化
形
使
用
に
関
し
て
は
、
各
々
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
若
干
の
特
徴
を
除

い
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
グ
ス
ト
が
他
の
福
音
警
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
て
使
用
数
・
使
用
法
に
お
い
て
一
貫
し
た
相
違
を
持
っ
て
い
る
と
は

(
日
)

言
い
難
い
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



ま
ず
、

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の

I
に
お
け
る
分
析
に
関
し
て
一
応
の
ま
と
ま
め
を
呈
示
し
て
お
き
た
い
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
、

お
よ
び
(
実
質
的
に
三
人
称
代
名
詞
男
性
形
と
し
て
機
能
し
て
い
る
)
指

示
代
名
詞
な
ど
の
使
用
上
の
特
徴
は
、
な
に
よ
り
も
そ
の
数
的
事
実
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け

析る
に各
よ代
つ 名

て詞
もの
明 相
ら対
か的
で多
あ用
る』主

が(上
、巴記

取の
り分

分
け
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
各
人
称
代
名
詞
、
お
よ
び
(
実

1 主・能質
参格・し的
照のてに
可Q 実い三
ロ詞 る 人

ま的)称
号用指代

法示名
の代調
多名男
用詞性
でな形
あどと
るのし
(単・て
図数・機

そ
れ
ら
の
指
示
対
象

の
「
イ
エ
ス
」

へ
の
集
中
は
、
絶
対
数
と

し
て
は
や
は
り
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト

に
最
も
多
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
単
純
な
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
も
|
|

あ
る
い
は
単
純
な
特
徴
で
あ
る
が
ゆ
え
に

ー
ー
ー
、
歴
史
的
・
批
判
的
観
点
か
ら
な
る

北
大
文
学
部
紀
要

四福音書における各人称代名詞、および(実質的に三

人称代名詞男性形として機能している)指示代名詞、

日uroc;の単数主格の(各福音蓄の長さに応じて調整し

た)数。

図1

140 ~人称 (lrró)

140 

二人称マσu)140 
v 

三人称 (auros-， SKêtνO~， OÕTO~) 

ーーヨハネ

一切ー

一-)レカ-・・・マルコ一一マタイ



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

従
来
の
「
文
学
批
評
」

に
お
い
て
は
看
過
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
「
文
学
批
評
」
は
そ
の
基
本
的
前
提
と
し
て
、
テ
ク
ス

ト
を
現
に
あ
る
が
ま
ま
の
統
一
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
最
初
か
ら
排
除
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
哩
そ
の
た
め
、
、
こ
の
よ
う
な
文
法
的

に
は
噴
末
な
要
素
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
の
マ
ク
ロ
的
視
点
か
ら
の
分
析
は
、
資
料
問
題
を
中
心
に
し
た
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
に
基
づ
く

通
時
的
「
文
学
批
評
」
に
は
馴
染
ま
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
¥

さ
ら
に
ま
た
、
例
え
ば
々
ふ
に
吉
・
:
な
ど
従
来
神
学
的
に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
一
部
の
表
現
が
、
対
象
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の

の
分
析
ま
で
も
あ
る
程
度
動
機
づ
け
て
き
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
代
名
詞
の
使
用
上
の
特
徴
を
本
稿
の
よ
う
に
テ
ダ

ス
ト
の
構
造
的
特
徴
と
し
て
統
一
的
に
把
握
す
る
試
み
が
い
っ
そ
う
妨
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
哩

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
個
々
の
代
名
詞
使
用
上
の
い
く
つ
か
の
質
的
特
徴
、
例
え
ば
、

し
か
し
、

一
人
称
の
郎
、
急
系
列

- 96ー

の
特
定
化
さ
れ
た
使
用
、
他
の
新
約
テ
ク
ス
ト
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
標
準
か
ら
は
外
れ
る
包
込
町
の
「
強
意
代
名
調
」
と
し
て
の
使
用
、
「
イ
エ

ス
」
を
指
示
す
る
た
め
に
実
詞
的
川
町
向
N
E円
を
語
り
手
が
使
用
し
な
い
こ
と
な
ど
は
、
そ
れ
ら
が
意
図
さ
れ
た
も
の
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
代
名
詞
使
用
上
の
あ
る
種
の
分
節
を
感
じ
さ
せ
る
。
本
稿
の
分
析
方
法
に
お
け
る
基
本
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
な
分

節
を
、
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
の
枠
内
に
あ
る
「
文
学
批
評
」

に
よ
っ
て
「
資
料
」
や
「
記
者
」
、

(
回
)

る
の
で
は
な
く
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
と
で
も
い
う
べ
き
方
向
に
お
い
て
と
ら
え
て
行
こ
う
と
す
る
の
で

「
編
集
者
」

に
よ
る
も
の
と
結
論
づ
け

あ
る
。

つ
い
て
共
通
の
傾
向
し
か
見
出
せ
な
い
。

共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
人
称
・
指
示
代
名
詞
な
ど
の
使
用
上
の
諸
特
徴
は
見
ら
れ
ず
、
当
該
の
問
題
に

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
・
指
示
代
名
詞
な
ど
の
使
用
上
の
特

そ
う
す
る
と
、

徴
は
、

た
ん
な
る
文
法
の
問
題
、
あ
る
い
は
「
資
料
」
や
「
伝
承
」

の
問
題
と
し
て
通
時
的
に
処
理
さ
れ
る
以
前
に
、
最
終
的
に
は
福
音



書
と
い
う
文
書
の
文
学
的
性
格
そ
の
も
の
(
例
え
ば
、
「
ジ
ャ
ン
ル
」
な
ど
)
の
問
題
と
も
関
連
し
て
く
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
ご
く
基

本
的
な
「
文
学
批
評
」
上
の
問
題
、
換
言
す
れ
ば
文
学
的
構
造
の
問
題
と
し
て
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

E
 

歴
史
的
・
批
判
的
研
究
へ
の
問
題
提
起

ヨ
ハ
ネ
福
音
量
日
に
対
し
て
従
来
の
歴
史
的
・
批
判
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
あ
る
ひ
と
つ
の
研
究
成
果
と
の
関
連
の
中
で
、

ー
で
示
し
た
よ
う
な
分
析
結
果
が
提
起
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

従
来
の
研
究
を
顧
み
る
と
、
こ
の
福
音
書
に
関
す
る
立
ち
入
つ
だ
神
学
的
議
論
を
始
め
る
に
先
だ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
即
応

L
て

ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
背
景
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
分
析
を
方
法
的
に
具
体
化
し
た
も
の
b

の

一
つ
が
「
資
料
問
題
(
分
析
ど
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
本
文
批
判

2
2停
止
江
主
」
を
経
た
後
、
歴
史
的
・
批
判
的
観
点
か
ら

す
る
こ
の
「
資
料
問
題
(
分
析
)
」
へ
の
第
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
文
学
批
評

(
F
F
2
R
E
E
F
)」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う

「
文
学
批
評
」
と
は
、
「
序
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
べ
何
ら
か
の
か
た
ち
で
ま
さ
に
「
歴
史
」
と
い
う
限
定
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
試
み
る
探
求
の
一
つ
の
側
面
、
そ
の
消
極
的
側
面
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
的
基
盤
に
立
っ
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
下
の
「
資
料

問
題
(
分
析
)
」
に
対
じ
て
、

I
で
行
な
っ
た
よ
う
な
分
析
結
果
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
新
し
い
「
文
学
批
評
」
的
観
点
か
ら
一
定
の
批
ー
判

¥
 

を
加
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

f

h

さ
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
量
日
に
関
し
て
現
在
最
も
存
在
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
「
資
料
」
は
「
し
る
し
資
料
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ

を
、
イ
エ
ス
の
受
難
に
関
す
る
「
資
料
、
」
と
結
合
さ
れ
た
「
し
る
し
の
福
音
書
」
と
い
う
文
書
資
料
と
し
て
現
在
あ
る
福
音
書
一
ア
ク
ス
ト

か
ら
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
R
・
T
・
フ
ォ

l
ト
ナ
の
「
資
料
」
仮
説
を
取
り
上
げ
て
批
判
し
て
み
た
い
。
そ
う
す
る
の
は
、
彼
の
仮
説

」
こ
で
は
、

北
大
文
学
部
紀
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要
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が
ま
さ
に
文
書
資
料
を
厳
密
に
逐
語
的
に

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

例確
だ定
かし
らよ
で う
あ と
るす
。~る

繰試

り手
返 Z

よE
な 端
るな

が
、
そ
も
そ
も
本
稿
の
目
的
の
一
つ
は
、

可そ
能 の
性ょ
をう
示な
陵 探
す求
るの
こ現
と実
で的
あ・
る方
O~ 法

的
不

実
際
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
代
名
詞
の

よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
墳
末
な
要
素
で
さ
え

お七
、あ

る
L 、
は
噴
末
な
要
素
で
あ
る
ヵ:
ゆ

フ
ォ

l
ト
ナ
な
ど
の
い
わ
ゆ
る

「
資
料
」
仮
説
に
対
し
て
十
分
反
証
を
提

出
し
う
る
の
で
あ
る
。

」
こ
で
は
、
そ
の

よ
う
な
反
証
の
中
で
も
最
も
明
確
な
も
の

を
示
し
て
お
き
た
い
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
ま
ず
第
一

に
、
各
人
称
・
指
示
代
名
調
な
ど
の
使
用

フ
ォ

1
ト
ナ
の
再
構

状
況
に
関
し
て
は
、

四福音書および「しるしの福音書」における各人称代名詞、

および(実質的に三人称代名詞男性形として機能している)

指示代名詞、日。roc;; の単数主格の(各福音書の長さに応じ

て調整した)数。

140 一人称 (lr，b)

図2

140 、J

二人称 (σの
140 

v 

三人称 (αuros，elisfνO¥;， OO"O¥;) 

ーしるしの福音書一ーーヨハネ
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成
し
た
「
し
る
し
の
福
音
書
」
も
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
と
同
じ
よ
う
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
の

「
し
る
し
の
福
音
書
」

の
文
書
資
料
と
し
て
の
独
立
性
に
対
し
て
、
こ
の
点
で
は
疑
問
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

I
で

確
認
し
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
・
指
示
代
名
調
な
ど
の
使
用
上
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
主
格
の

(

邸

)

(

臼

)

フ
ォ

l
ト
ナ
の
再
構
成
し
た
「
し
る
し
の
福
音
書
」
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
図
2
参
照
)
。

多
用
と
い
う
事
実
が
、

々
ふ
が
「
し
る
し
の
福
音
量
百
」
で
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
共
観
福
音
書
よ
り
は
か

な
り
多
い
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
々
ふ
が
少
な
い
の
は
、
従
来
の
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
に
お
い
て
こ
の
語
は
々
ふ
丸
、
?
:
表
現
な
ど

と
結
び
つ
い
て
非
常
に
注
目
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
フ
ォ

l
ト
ナ
も
こ
れ
を
こ
と
さ
ら
神
経
質
に
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
資
料

デ
ィ
ス
ク
1
P

再
構
成
の
基
本
的
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
々
ふ
使
用
表
現
を
多
く
含
む
イ
エ
ス
の
談
話
部
分
は
も
と
も
と
「
し
る
し
の
福
音

ナ

ラ

テ

イ

グ

デ

ィ

ス

ク

1
9

書
」
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
(
「
し
る
し
の
福
音
書
」
)
部
分
と
談
話
(
現
在
の
ヨ
ハ
、
不
福
音
書
テ
ク
ス
ト

ナ
ヲ
テ
イ
グ

か
ら
「
し
る
し
の
福
音
」
書
を
除
い
た
)
部
分
と
い
う
叙
述
上
の
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
部
分
に
も
共
観
福
音
書
に
比
し

て
々
ふ
使
用
が
や
は
り
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、

ナ

ヲ

テ

イ

グ

デ

ィ

ス

ク

3
w
w

こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
物
語
部
分
と
談
話
部
分
両
方
の
基
本
的
・
文
学
的
構
造
に
相
違
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く

- 99ー

で
あ
ろ
う
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
と
「
し
る
し
の
福
音
書
」
と
の
類
似
性
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
顕
著
だ
と
言
え
る
。

り
、
こ
の
「
し
る
し
の
福
音
室
百
」
に
お
け
る
代
名
詞
使
用
上
の
特
徴
は
、
共
観
福
音
書
よ
り
も
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
ず
っ

(
師
)

と
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
再
び
図
2
参
照
)
。

つ
ま

問
題
を
さ
ら
に
細
か
い
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、

フ
ォ

l
ト
ナ
は
慎
重
に
も
三
人
称
主
格
代
名
詞
の
実
詞
的
使
用
に
関
し
て

北
大
文
学
部
紀
要



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

は
、
智
弘
E
円
を
除
い
て
号
制
叶

2
の
み
を
彼
の
「
し
る
し
の
福
音
書
」

に
保
存
で
き
て
い
る
か
に
見
え
る
(
せ
代
名
詞
の
使
用
状
況
全
体
か

ら
考
察
し
た
同
じ
三
人
称
主
格
単
数
代
名
詞
男
性
形
の

r
a
E内
の
実
詞
的
使
用
の
特
徴
は
、
ー
に
お
い
て
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、

在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
こ
れ
と
同
じ
特
徴
が
フ
ォ

l
ト
ナ
に
よ
っ
て
再
構
成
さ

叫

出

)

、

A

れ
た
「
し
る
し
の
福
音
書
」
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
こ
の
事
実
は
先
に
述
へ
た
主
格
代
名
詞
の
特
徴
同
様
、
こ
の

現

「
し
る
し
の

福
音
書
」
が
共
観
福
音
書
よ
り
も
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
示
し
、

」
の
点
で
も
ま
た
、

「
し
る
し
の
福
音
書
」

の
資
料

と
し
て
の
独
自
性
を
疑
問
視
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
を
一
体
フ
ォ

l
ト
ナ
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
し
る
し
の
福
音
書
」
と
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
ア

ク
ス
ト
と
が
結
果
的
に
文
体
上
の
緊
密
な
類
似
性
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
た
り
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
代
名
詞
使

用
上
の
特
徴
な
ど
は
余
り
に
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

か
え
っ
て
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
室
日
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
フ
ォ

l
ト
ナ
の

「資

-100-

料
」
分
析
の
根
本
的
困
難
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
代
名
詞
の
特
徴
は
、
「
資
料
」
に
対
す
る
「
記
者
」
な
り
「
編
集
者
」
な
り
の
後
の
手
に
よ
る
「
付
加
」
的
特
徴

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
代
名
詞
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
基
本
的
要
素
の
特
徴
を
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
「
資
料
」
か
ら
一

貫
し
て
排
除
す
る
こ
と
な
ど
は
原
理
的
に
不
可
能
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の

特
徴
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
量
日
の
「
記
者
」
が
「
資
料
」

の
文
体
的
特
徴
を
模
倣
し
た
結
果
だ
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し

か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
模
倣
に
よ
る
説
明
を
代
名
詞
の
使
用
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
噴
末
な
要
素
に
ま
で
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
フ
ォ

i
ト
ナ
自
身
が
拠
っ
て
立
つ
方
法
上
の
前
提
|
|
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
相
違
を
持
っ
た
も
の
と
し
て

(
印
)

料
」
が
導
出
で
き
る
と
い
う
前
提
ー
ー
に
や
は
り
重
大
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一「

資



さ
ら
に
フ
ォ

l
ト
ナ
は
、
彼
の
再
構
成
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
、
「
し
る
し
の
福
音
書
」
は
共
観
福
音
警
の
よ
う
な
あ
る
種
の
「
福
音
書

(
問
的

O
田
宮
古
で
あ
る
と
論
じ
る
が
ち
「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
た
だ
ち
に
主
張
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
許
さ
な
い
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
代
名
詞
使
用
上
の
い
く
つ
か
の
特
徴
は
、
先
に
示
し
た
と
お
り
、
明
ら
か
に
他
の
三
つ
の
福
音
書
と

「
究
極
的
に
は
、
福
音
量
日
と
は
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
で
は
な
く
使
信
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
発
言

は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

は
、
テ
グ
ス
ト
の
事
実
を
無
視
し
て
神
学
的
前
提
を
先
取
り
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
こ
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
よ

う
な
「
文
学
批
評
」
上
の
問
題
は
依
然
と
し
て
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
な
ぜ
代
名
詞
使
用
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
基
本
的
要
素
の
特
殊
性
が
、
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
も
、
そ

の
「
資
料
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
し
る
し
の
福
音
書
」

ま
く
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

に
も
同
じ
く
見
ら
れ
る
の
か
は
、

フ
ォ

I
ト
ナ
の
よ
う
な
「
資
料
」
仮
説
で
は
う

-101ー

フ
ォ

l
ト
ナ
の
提
唱
す
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
資

料
」
仮
説
に
対
し
て
は
、
本
稿
で
試
み
た
よ
う
な
分
析
か
ら
い
く
つ
も
の
反
証
を
提
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、

こ
の
立
の
考
察
で
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
事
柄
が
明
ら
か
に
な
る
。

つ
ま
り
、

フ
ォ

l
ト
ナ
の
よ

の
確
定
を
眼
目
と
す
る
以
上
、
原
理
的
・
方
法
的
に
は
、
彼
は
い
ち
い
ち
そ
れ
ら
に
整
合
的

な
弁
明
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
行
な
わ
ず
に
自
ら
存
在
を
主
張
す
る
「
資
料
」
か
ら
推
論
を
積
み
重
ね
、

の
神
学
を
論
じ
誌
の
は
蓋
然
性
の
累
積
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

う
に
正
確
な
、

し
か
も
逐
語
的
な
「
資
料
」

ヨ
ハ
ネ
の
「
資
料
」

の
思
想
や
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
記
者
」

さ
ら
に
、
旧
来
の
「
文
学
批
評
」
の
例
と
し
で
、
フ
ォ

l
ト
ナ
の
よ
う
な
「
資
料
」
の
分
析
は
た
だ
ち
に
「
歴
史
」
と
結
び
つ
け
ら
れ

る
哩
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
す
る
か
ぎ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
共
時
的
あ
る
い
は
マ
グ
ロ
な
「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
に
つ
い

北
大
文
学
部
紀
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ヨ
ケ
ネ
一
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

て
も
「
歴
史
」
的
(
例
え
ば
「
セ
ミ
テ
イ
ズ
ム
」
を
仮
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
文
法
的
)
に
一
貫
し
た
説
明
が
必
要
と
な
る
が
、
上
述
の

分
析
ー
が
い
く
つ
か
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
フ
ォ

l
ト
ナ
の
よ
う
な
方
法
的
観
点
を
採

用
す
る
か
ぎ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
代
名
詞
の
諸
特
徴
な
ど
は
等
閑
に
付
さ
れ
る
か
見
過
ご
さ
れ
る
か
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、

フ
ォ

l
ト
ナ
の
よ
う
に

「
資
料
」

{
祁
)

の
厳
密
な
復
元
を
目
指
す
こ
と
を
し
な
い
例
え
ば
C
-
H
・
ド
ッ
ド
の
よ
う
な
説
明
に

対
し
て
も
、
本
稿
で
試
み
た
テ
ク
ス
ト
の
マ
ク
ロ
な
分
析
は
、
あ
る
種
の
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

つ
ま
り
、
文
書
資
料
の
有
無
は
と
も
か

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
共
観
福
音
書
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
化
以
前
の
伝
承
経
路
の
相
違
の
よ
う
な
歴
史
的
(
通
時
的
)
説
明
よ
り
は
、
両

者
の
聞
の
か
な
り
根
本
的
な
文
学
的
(
共
時
的
)
差
異
を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
哩
そ
れ
と
対
応

くし
て
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
伝
承
史
的
研
究
を
も
含
め
て
、
様
式
史
的
な
い
し
は
編
集
史
的
研
究
方
法
な
ど
の
共
観
福
音
書
の

-102-

研
究
方
法
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
に
並
行
し
て
援
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
も
疑
問
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
様
式
史
に
し

ろ
編
集
史
に
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
分
析
が
可
能
な
の
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
共
観
福
音
書
と
い
う
文
書
群
が
特
別
な
性
格
を
も
つ
た
め
な

で
き
る
と
い
う
こ
と
(
こ
れ
と
て
実
際
に
は
同
一
の
傾
向
的
文
書
群
の
閉
鎖
的
資
料

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
ま
さ
に
「
共
観
」

に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
て
文
体
、
思
想
な
ど
の
面
で
お
互
い
に
比
較
対
照
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

細
部
に
お
い
て
そ

の
よ
う
な
作
業
す
ら
で
き
な
い
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
こ
れ
ら
の
方
法
を
安
易
に
並
行
し
て
用
い
る
の
は
原
理
的
な
困
難
を
引
き
起

に
し
ろ
、
「
資
料
」
、
「
記
者
ヘ
「
編
集
者
」

」す。

つ
ま
り
、

ヨ
ハ
ネ
に
お
け
る
「
資
料
」
探
求
の
過
程
は
、
「
文
体
」

に
し
ろ
「
思
想
」

な
ど
テ
ク
ス
ト
各
層
の
特
徴
を
探
求
し
な
が
ら
同
時
に
そ
れ
ら
の
特
徴
を
用
い
て
各
層
を
分
離
す
る
、
と
い
う
循
環
論
証
に
陥
る
危
険
を

(π) 

常
に
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
疑
問
は
素
朴
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
解
決
し
な
い
う
ち
は
、
フ
ォ

l
ト
ナ
の
よ
う
な
「
資
料
仮
説
」
は
恋

意
的
で
あ
る
可
能
性
を
払
拭
し
え
な
い
。



E
 

一
つ
の
解
釈
の
試
み

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
・
指
示
代
名
詞
お
よ
び
強
意
代
名
詞
の
使
用
状
況
に
関
し
て
、
本
稿
で
行
な
っ
た

分
析
、
す
な
わ
ち
筆
者
が
新
し
い
「
文
学
批
評
」
的
観
点
か
ら
の
も
の
と
考
え
る
分
析
結
果
に
基
づ
い
て
、
最
終
的
に
は
こ
の
テ
ク
ス
ト

最
後
に
、

の
思
想
に
も
関
わ
っ
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
独
自
の
解
釈
を
試
み
た
い
。

そ
も
そ
も
、

E
で
行
な
っ
た
よ
う
な
、
従
来
の
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
に
よ
る
「
資
料
仮
説
」
に
対
す
る
反
論
は
、
本
稿
で
提
一
高
し
よ

う
と
す
る
軒
い
い
「
文
学
批
評
」
的
分
析
方
法
に
と
っ
て
は
そ
の
消
極
的
側
面
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
言
う
軒
い
い
「
文
学
批
評
」

人
称
・
指
示
代
名
詞
な
ど
の
特
徴
の
よ
う
な
純
粋
な
「
テ
ク
ス
ト
の

』ま

「序」

で
も
若
干
述
べ
た
よ
う
に
、
積
極
的
な
目
的
と
し
て
、

-103ー

事
実
」
を
分
析
・
解
釈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
釈
義
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
分
析
で
確
認
し
え
た
最
も
基
本
的
な
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
事
実
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
代
名
詞
の
多

用
、
お
よ
び
時
と
し
て
あ
る
種
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
使
用
方
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
際
立
っ
た
特
徴
は
、
各
人
称
・
指
示
代
名

詞
な
ど
の
(
実
詞
的
)
主
格
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
な
ど
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
叙
述
上
の
文
学
的
・
構
造
的
特
徴
は
、
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
ハ
人
称
・
指
示
)
代
名
詞
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
古
典
的
な
文
法
に
お
け
る
呼
び
か
た
と
並
ん
で
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
最
近
の
言
語
学
や

(

抱

)

(

拘

)

言
語
哲
学
に
お
い
て
は
「
転
換
詞
(
印
古
片
町

g)」
、
「
指
標
詞
(
百
合
也

S
F
)」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
る

諸
問
題
の
細
部
に
関
し
て
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
基
本
的
特
徴
を
も
と
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
、

(
実
質
的
に
人
称
代
名
調
と
し
て
機
能
し
て
い
る
)
指
示
代
名
詞
な
ど
の
使
用
上
の
特
徴
を
考
察
し
て
み
た
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

の
第
一
の
特
質
と
言
え
る
の
は
、

は
「
発
話
状
況
へ
の
依
存
性
・
コ
ン
テ
キ
ス
ト
へ
の
可
感
性
」
)
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

何
よ
り
も
、

「
転
換
詞
」
、

「
指
標
詞
」

(
別
)

そ
れ
ら
が
持
つ
例
え
ば
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
関
説
」
あ
る
い

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
、
普
通
名
詞
の
よ

う
に
、

意
味
(
指
示
対
象
)
が
辞
書
的
に
は
一
義
的
に
決
定
さ
れ
ず
、

そ
れ
ら
の
意
味
(
指
示
対
象
)
は
発
話
者
や
「
発
話
の
状
況
」

「
コ
ン
テ
キ
ス
ト
」

に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
転
換
詞
」
、
「
指
標
詞
」

は
そ
れ
を
含
む
発
話
内
容
そ
の
も
の
に

よ
っ
て
始
め
て
意
味
が
確
定
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
発
話
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
時
間
的
・
直
線
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
関
係
は
一
過
的
で
あ
り
、
そ
の
場
に
い
な
か

』主 っ
た
者
た
ち
が
後
に
異
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
「
転
換
詞
」
、
「
指
標
詞
」
の
意
味
(
指
示
対
象
)
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に

最
低
限
、
「
A
が
B
に
つ
い
て

C
に
む
か
つ
て
『
私
は
彼
が
:
:
:
し
た
こ
と
を
あ
な
た
に
知
ら
せ
る
』
と
言
っ
た
」
な
ど
と
説
明
的

に
敷
街
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
の
点
が
ま
さ
に
、

「
転
換
詞
」
、

「
指
標
詞
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
(
人
称
・
指
示
)
代
名
詞
の
基
本
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と的
言特
わ徴
れな
るの

082で
あ
る

ま
た
特
に
、

一
人
称
・
二
人
称
代
名
詞
に
関
し
て
は
、

「
そ
れ
が
表
示
す
る
対
象
と
実
存
的
関
係
に
あ
る
」
な
ど

わ
れ
て
来
な
い
。
発
話
状
況
と
読
書
と
で
は
「
転
換
詞
」
、
「
指
標
詞
」

と
こ
ろ
が
、
こ
の
後
者
の
性
質
は
、
記
述
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
発
話
状
況
に
お
け
る
場
合
と
一
致
す
る
現
象
と
し
て
は
現

の
機
能
に
徴
妙
な
相
違
が
見
ら
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
福
音
警
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
現
実
の
歴
史
的
場
面
に
お
い
て

「
私
」
は
そ
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
生
身
の
イ
エ
ス
の
み
を
指
示
す
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
に
記
述
さ
れ
た
「
イ
エ
ス
」
が
「
私
」

と
発
言
す
る
場
合
、
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
で
物
語
ら
れ
て
い
る
|
l
i
特
に
、
正
典
と
し
て
あ
る
種
の
内
的
完
結
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
よ
う

(
叫
)

な
新
約
聖
書
の
場
合
は
、
そ
の
書
物
全
体
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
|
|
i
「
イ
エ
ス
」
を
も
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
テ

「
私
は
:
:
:
」
と
イ
エ
ス
が
発
言
し
た
な
ら
ば
、
そ
の



ク
ス
ト
に
お
け
る
こ
の
人
称
代
名
詞
「
私
」

t主

発
話
状
況
に
お
け
る
文
脈
依
存
性
(
史
的
イ
エ
ス
に
対
す
る
直
接
的
指
示
)
、

と
テ
ク

ス
ト
の
文
脈
に
お
け
る
文
脈
依
存
性
(
史
的
イ
エ
ス
に
対
し
て
は
間
接
的
指
示
な
い
し
は
非
指
示
〉
の
機
能
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
両
者
が
一
種
の
偽
装
関
係
を
持
つ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
喧
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
で
代
名
詞
に
よ

っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
人
物
、
例
え
ば
「
イ
エ
ス
」
を
史
的
実
在
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
た
だ
ち
に
直
接
的
に
結
び
つ
け
て
何
か
を
論
じ
る

の
は
、
記
述
さ
れ
た
「
転
換
詞
」
、
「
指
標
詞
」
な
ど
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
二
重
化
す
る
機
能
を
用
い
た
テ
ク
ス
ト
の
(
必
ず
し

も
意
識
的
と
は
言
え
な
い
)
戦
略
を
考
慮
し
な
い
ナ
イ
l
ヴ
な
考
え
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
喧

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
の
際
立
っ
た
使
用
法
は
、

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
転
換
詞
」
、

「指

苦
円
コ
同
一

i
A札
v
z
=日
」

の
機
能
と
い
う
側
面
か
ら
も
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
と
、
例
え
ば
、

一
人
称
代
名
詞
H

々
ふ
と

「イ
a

エ
ス
」

と
の
関
係
に
関
し
て
見
て
み
る
と
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
室
田
テ
ク
ス
ト
で
は
、
長
大
な
談
話
(
第
一
三
章
以
下
)
や
々
ふ
向
NE-

一
見
顕
著
に
イ
エ
ス
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
に
は
、
代
名
詞
の
多
用
と
い
う
も
う
一
つ

円

U

表
現
の
多
用
な
ど
に
よ
っ
て
、

の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
常
に
文
脈
に
依
存
・
回
帰
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
む
し
ろ
テ
ク
ス

〈
幻
)

ト
は
潜
在
的
な
仕
方
で
は
あ
る
が
「
イ
エ
ス
」
を
語
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
例
で
は
、
専
ら
一
人
称
代
名
詞
と
「
イ
エ
ス
」
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
「
イ
エ
ス
」
を
指
示
す
る
二
人
称
・
三
人
称

代
名
詞
(
さ
ら
に
、
木
稿
で
は
分
析
を
留
保
し
た
「
イ
エ
ス
」
が
誰
か
あ
る
い
は
何
か
を
指
示
す
る
の
に
用
い
る
二
人
称
・
三
人
称
代
名

(
邸
)

詞
)
な
ど
に
つ
い
て
も
同
種
の
戦
略
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
、
(
実
質
的
に
人
称
代
名
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
)
指
示
代
名
詞
な
ど
の
際
立
っ
た

使
用
法
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
「
振
れ
た
直
接
性
」
、
「
偽
装
さ
れ
た
直
接
性
」
|
|
逆
に
「
振
れ
た
間
接
性
」
、
「
偽
装
さ
れ
た
間
接
性
」

北
大
文
学
部
紀
要



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
!
ー
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
独
特
の
機
能
を
読
み
手
に
対
し
て
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ

う
な
「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
の
純
粋
に
言
語
的
・
文
学
的
解
釈
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ハ
ネ
福
音
量
一
回
テ
ク
ス
ト
の
性
格
を
さ
ら
に
明

(一叩)

確
に
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

本
稿
で
行
な
っ
た
よ
う
な
基
本
的
に
統
計
的
分
析
に
基
づ
く
解
釈
は
、
テ
ク
ス
ト
の
個
々
の
文
言
の
解
釈
に
は
寄
与
し
な
い
と
い
う
批

判
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
全
体
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
試
み
の
方
法
的
基
盤
を
本
稿
で
は
筆
者
が
新
し
い
「
文
学
批
評
」
と
考
え
る
も

-106ー

解
釈
を
試
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

の
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
上
記
の
よ
う
な
反
論
を
提
起
す
る
者
は
、
逆
に
、
テ
ク
ス
ト
の
個
々
の
文
言
の
説
明
か
ら
析
出
さ
れ

る
と
す
る
あ
る
種
の
暗
黙
の
(
例
え
ぽ
神
学
的
)
前
提
か
ら
全
て
を
演
縛
し
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
全
体
的
特
徴

を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
代
名
詞
の
よ
う
な
噴
末
な
要
素
に
対
し
て
す
ら
、
あ
る
い
は
噴
末
な
要
素
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
、
本
稿
で
は
折
り
に
触
れ
て
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
批
判
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
稿
の
論
究
が
明
ら
か
に
し
た
「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
「
文
学
批
評
」
的
方
法
と
従
来
の
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
と
の
相
補
的
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

実
は
、
こ
の
新
し
い
純
粋
な
「
文
学
批
評
」
的
分
析
は
、
む
し
ろ
そ
の
純
粋
さ
に
よ
っ
て
従
来
の
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
と
の
接
点
を



持
つ
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
な
分
析
・
解
釈
結
果
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
約
聖
書
内
に
お
け
る
諸
文
書
の
位
置
づ
け
の
問

題
(
例
え
ば
「
福
音
書
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
は
何
か
)
や
正
典
成
立
史
上
の
問
題
(
ど
の
よ
う
な
文
学
的
構
造
を
も
っ
た
文
書
が

正
典
化
さ
れ
た
の
か
、
同
時
代
の
世
俗
的
文
書
あ
る
い
は
グ
ノ

l
シ
ス
主
義
的
文
書
な
ど
の
文
学
的
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ

ら
の
相
違
は
何
か
な
ど
マ
そ
し
て
、
最
後
に
、
あ
る
種
の
文
学
的
構
造
と
史
的
イ
エ
ス
と
は
ど
の
様
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

(
幻
)

を
問
う
て
行
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
逆
説
的
な
が
ら
、
む
し
ろ
徹
底
し
て
文
学
的
・
言
語
的
分
析
に
固
執

す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
注
)

(
1
〉
者
-kr・
F
R
E
F
E
H
q号
、
。
込
宣
言
。
¥
H
r
zさ

同
JS芯
E
S
H
(司
主
日
間

ιo-1M町
田
川
町
C
H
片岡作
ω印
刷
ν同
市
凹
♂
]
戸
申
吋
。

v
巳

・

土

屋
博
訳
『
新
約
聖
書
と
文
学
批
評
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
三
年
、
六

頁

(
D
・
O
-
ヴ
ア
イ
ア

-
K
に
よ
る
「
編
者
ま
え
が
き
」
)
。

(

2

)

ロ
・
開
・
同
町
田
口

ywum山
正
宵
片
山

t
r
cロ円
-
E
Z
H田
岡
田
口

mL富
市
山
口

H
i
R
E

芯
ロ

HWAqgm叩
円
山
口
旦

J
N見
可
u品

ωw
呂
町
。
¥
日

HUω-HN由・

(

3

)

巧
・
〉
-
F
R含
-
5
4
2
2
H
E
z
s
q
Q
E
P
R
J
同
]
宮

弓同
H向、
叫

dhHas-mミ
ミ
民
吉
出
向
。
丸
町
三

LP
号、・
5
3
(色
・
開

-H-

HWB-hr
。・

4ぐ
・
冨

R
F
O
)
(司
E
E
m
q
z
f
3
5
2
p
g
u

H由
g
v
宅・

HaiH由
∞
・
取
り
分
け

B
-
H
4
2・

(

4

)

同
・
吋

}MM10P3kr口
田
内
同
町
門
戸
吉
川

E
E
H
Nロ
B
H
o
r
gロ
巾
明
。
ぐ
白
ロ
g

開
乙
宮
口

Mhhw
山
寸
』

VNNWZ-司
-
S
F
同
由
記

u
ω
-
A
3・

北
大
文
学
部
紀
要

(
5
)
H
N・
ωnFロ
白
ロ
}
州
市
ロ
ゲ
己
岡
間

w
ミ
肘
ロ
プ
司

Fnr-ロ
ロ

m
g
M
L
ω
仲
田
ロ
仏
仏

OH

』

qr田
口
ロ
巾
山
田
口

HM叩
口
町
，

OHmロ
ゲ
ロ
ロ

m
m
o宵

]5町一凶
EU
ド

wNNGSF町
民
向
、
仏

h

e
r
g
(
O
R
宮
・

P
H
O口
問
巾
)
(
戸

2
4巾
ロ
リ
ド
閉
口

4
8
C包
括
gFH可

匂

H
m
m
g
H由叶叶
)wω
・

AHN
同・

(

6

)

木
稿
で
採
用
す
る
よ
う
な
方
法
の
理
論
的
問
題
に
関
し
て
は
、
筆
者

は
か
つ
て
そ
の
一
側
面
を
少
々
立
ち
入
っ
て
、
と
り
わ
け
P
・
リ
ク
ー

ル
の
い
わ
ゆ
る
「
テ
タ
ス
ト
理
論
」
と
の
関
連
の
中
で
論
じ
た
。
拙
稿

「
ポ
ー
ル

-
p
p
l
ル
の
『
テ
ク
ス
ト
理
論
』
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
」

『
哲
学
』
(
北
海
道
大
学
哲
学
会
)
第
二
十
五
号
、
一
九
八
九
年
、
一
二

七
t
一
四
七
頁
。

(

7

)

こ
の
よ
う
な
「
構
造
主
義
的
」
分
析
の
典
型
的
な
例
は
、
以
下
の
著

作
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
ロ
・

]Mag-
語
、

FQH
な
め
円
、
程
内
HSa品
目
。
三
円
ゃ

に
さ
二
(
司
z
v
p
f
r一
回
日
明
白
同
片
岡
町
田
印
可
同

om♂

SJa)・
山

内

一

郎

他
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z
m
己
目
ロ
寸
2
5
旨
町
三
)
(
c
g
片
山
口
開
叩
ロ
い
〈
同
ロ
ι叩
口
}
百
四
ロ
r
h
w
河
口
同
Y

H
o
n
r
Z
5
2
5
・
ω
・
N
F
〉
ロ
B
-
H
・
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
例
え
ば
、
次
の
論
文
な
ど
を
参
照
。
肺
・
∞
2
2
ロ
町
田
F
A
2
2
n
g
B
]

。
ロ
ロ
ロ
関
口
町
m
w
t
ρ
ロ
O
》
w
《
ω
片
岡
口
口
門
戸
同
門
町
内
山
町
田
H
O
日
同
氏
。
ロ
ω
L
O
H
M
伶
門
田
口
ロ
ロ
m

E
ロ
m
F
3
与
四
》
旦
《
H
k
m
H
E
Z
H
叩
営
団
官
。
ロ
O
B
5
・
H
V
3
~
証
言
h
h

丸
町
内
志
向
臣
民
h
H叫
尚
昆

G
m
m
h
詰
忌
d
F
H
(
可
阻
止
由
日
の
己
目
山
田
阻
止
w
呂
田
由
V

司
]
Y

U
H
l
由
∞
u
N
N
印
自
由
2
N
印
H
N
印
叶
・
岸
本
通
夫
監
訳
「
一
言
語
学
に
お
け

る
《
構
造
》
」
、
「
動
詞
に
お
け
る
人
称
関
係
の
構
造
」
、
「
代
名
詞
の
性

質
」
、
『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』
み
す
ず
書
一
房
、
一
九
八
三
年
、
九
九

t
一
O
七
頁
、
二

O
三
1
二
一
六
頁
、
二
三
四
l
二
四
一
一
貝
。

(
日
)
例
え
ば
、
次
の
論
文
な
ど
を
参
照
。
]
U
-
E
n
g
E
♂
《

οロ
グ
∞
マ
ロ
。

A
C
U
E
ロ
件
。
洋
o
y
b
R
N
G
N
R
b
N
W
Q
Q凡

g
w
N
出
色
白
な
礼
w
p
-
q
E
h
b
g
H
r

宮
内
w
H
H
(
司
阻
止
印
日
ω
2
-
r
H
U
∞
3
3
・
5
4
i
H
印
申
・
前
掲
拙
稿
、
一
二

七

t
一
四
七
頁
、
さ
ら
に
、
本
稿
の
本
論

E
を
も
参
照
。

(
凶
)
こ
れ
ら
の
限
定
は
怒
意
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
限
定
を
行

な
う
理
由
は
、
本
稿
で
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
事
態
が
で
き
る
だ
け

明
確
に
な
る
よ
う
に
、
分
析
が
あ
ま
り
に
繁
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た

め
で
あ
る
。
ま
た
「
福
音
書
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
殊
性
の
ゆ
え

に
、
指
示
対
象
u
「
イ
エ
ス
」
へ
の
限
定
も
あ
る
程
度
妥
当
性
を
持
つ
と

考
え
る
。
例
え
ば
、
言
語
学
的
に
人
称
代
名
詞
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、

指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
々
芯
に
対
し
て
は
、
立
を
用
い
て

「
イ
エ
ス
」
が
だ
れ
か
を
指
示
す
る
場
合
を
対
称
的
な
も
の
と
し

τ考

北
大
文
学
部
紀
要

察
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
芯
・
国
自
認
巳
丘
二
(
戸
田
口
同
Z
B
仏

g

H
U
H
-
ロ
O
B
目
y
。
N
F
円
た
J
H
V
-
N
E
・
岸
本
通
夫
監
訳
、
一
一
一
二
六
頁
、
お
よ

び
、
本
稿
の
注
(
位
)
、
(
部
)
を
参
照
]
。
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず
、
こ

こ
で
は
、
「
イ
エ
ス
」
が
ど
の
代
名
詞
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
の
か
と

い
う
観
点
を
も
っ
て
比
較
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
れ
ら
の
限
定
を
は
ず
し
て
分
析
を
さ
ら
に
拡
張
し
て
も
、
本
稿

の
中
心
的
主
張
(
本
稿
の
結
論
を
参
照
)
を
補
強
し
こ
そ
す
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
そ
の
主
張
に
反
す
る
知
見
を
見
出
す
こ
と
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

(
幻
)
以
下
の
数
的
デ
ー
タ
は
次
の
コ
ン
コ

I
〆
ン
ス
、
お
よ
び
統
計
に
よ

る
。
巧
・
司
-

Y
向

2
r
S
F
-
ω
-
P
宏
之
国
・
同
・
冨
2
-
z
p
h

向
。
苫
円
2
・
礼
色
、
同
町
内
芯
H
b
G
C
之
内
知
同
J
S
H
Q
S
刊
誌
同
(
開
門
戸
宮
ゲ
ロ
同
m
r
H
吋
-

h
r
H
(
U
F
F
S
g
h
v

む語、
R
H
E
-
-
ー
~
円
。
詰
雪
氏
S
M
M
君
、

完
。
H
V
R
E
叫

J
h
h
H
S
否
認
さ
言
。
、
白
内
円
。
(
切
2
-
z
w
Z
叩
司
J
円
。
同
日
内
い
ハ
H
O

P
3
5
u
g
g
)
・
剛
山
・
云
O
同
m
O
R
E
-
巾
♂
~
w
s
h
H
N
b
凡
な
弓
S
H
同
t

h
H
S
Z
S
H
N
仇
円
N
X
苫

S
Uミ
R
F
白
H
N
G
h
w
(
ロ
ロ
ι
切
o
p
由
同
門
N
口
同

ω・
〉
口
町
)

(
N
口
円
山
口
F
H
C
0
3
F
色
町
〈
R
F
m
u
H
由
∞
N
M
)
た
だ
し
、
最
終
的
確
認

は
次
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
。
z
o
m
門
戸
守
〉
日
出
ロ
p
b
h
。
d
R詰
叫
J
S
H
Q
遣
さ
'

言
語

C
1
b
m
w
町
内
(
ω
Z
片
仲
間
間
同
門
H
U
O
E
仲
間
n
H
M
O
回目
r
o
H
m
g
o
-
-
m
n
r
白
h
f

H
也
∞
吋
N
由
)
・
な
お
、
括
弧
の
中
の
数
は
ヨ
ハ
ネ
の
テ
ク
ス
ト
を
一
と
し
た

場
合
の
各
福
音
蓄
の
相
対
的
長
さ
、
マ
タ
イ
一
・
一
九
、
マ
ル
コ

0
・

七
二
二
ル
カ
一
・
二
六
(
戸
冨
O
H
m
S
H
E
-
2
の
統
計
を
基
に
し
た

ー109一



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

筆
者
自
身
に
よ
る
計
算
)
に
即
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
(
少
数
点

以
下
四
捨
五
入
)
。

(
叩
叫
)
開
・

ωnHM耳冊目
NO♂
同
向
。
同
Nミ
許
じ
に
之
内
役
な
さ
崎
町
M円玄円
Empbmw

同
町
、
宮
誌
、

Rミ
HNwsrhHRENW丘
町

R
H
g
h
札
同
こ
s
a
g司
令

h
b
s

望
丸
、
h
b
p
H宮崎町、
E
S
H
U
N
S
h
H号
、
ぬ
位
向

Nhshybh同
b
h

d
弘司
h
G
詰

同
d
a
詰
町
内
忠
臣
室
h

(

の
公
立
ロ
m
o
H
H
H

ぐ
田
口
仏
O
ロ
V
0
2
r
h
w

同
区
切
H
O
口
Z.
同
由
白
日
目
)
・
取
り
分
け
凶
，
o
即日
H

を
参
照
。

(
四
〉
開
・
河
口
n
r
z
=
r
r
A
4
0
r
g
M
H同日ロ
O
戸
田
ロ
ぬ
口
同
開
叩
田
口
門
田

ω
q
H
0・
吋

FO

。ロ巾凹昨日
O
ロ
ch
斗

r
a
H
Cロ
-qww
円、
u
h
d
g同
正
町
民
間
丸
町
、
REM-
一司
-
H
N
印・

(
却

)
H
W
-
ω
n
r
3
-
N
2
4・円
N
F
d司

-zro--
叫

Jt
匂
間
当
呂
町
自
営
苦

旬。官、
H
V
C
S
M晶
れ

叫

]snmS詰
ぬ
詰
丸
容
を
円
同
町
。
詰
(
戸
叩
町
内
凶
閉
口
日
開
・

ト『・回己目「
H

由、刊凶)・

(
幻
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
マ
ル
コ
が
ヨ
ハ
ネ
と
ほ
ぼ
同
じ
割
合
を
一
示
す

こ
と
が
日
を
引
く
。
ま
た
、
こ
の
マ
ル
コ
の
傾
向
は
以
下
の
本
文
で
見

る
よ
う
に
、
々
ら
の
斜
格
形
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
、
マ
ル
コ
に
お
い
て
は
使
用
の
絶
対
数
そ
の
も
の
は
少
な
い
点
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
勾
)
例
え
ば
以
下
の
箇
所
を
参
照
。
同
・
回
F
m凹¥
k

r

・
ロ
め
ゲ
同
ロ
ロ
ロ
O

同(司・

月
刊

r
r
c℃
。
。
h
v
・
円
た
-u

叩日吋申

wH・
同
・
出
・
宮

oz-zp
。』
P

円た
-u

可
-

ω
∞・

(
お
)
凡
な
&
の
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
は
、
マ
タ
イ
十

八
(
十
五
)
、
マ
ル
コ
八
(
十
一
一
)
、
ル
カ
十
九
(
十
五
)
。
そ
れ
ら
が

「
イ
エ
ス
」
を
指
示
対
象
と
す
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、
マ
タ
イ
十
五
、

八
十
三
%
、
マ
ル
コ
六
、
七
十
五
%
、
ル
カ
十
二
、
六
十
三
%
。
晶
、
ミ

の
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
は
、
マ
タ
イ
七
(
六
)
、

マ
ル
コ
二
(
三
)
、
ル
カ
六
(
五
〉
。
そ
れ
ら
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
示
対

象
と
す
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、
マ
タ
イ
三
、
四
十
三
%
、
マ
ル
コ

一
、
五
十
%
、
ル
カ
三
、
五
十
%
。
舎
臥
の
共
観
福
音
書
テ
ダ
ス
ト

に
お
け
る
使
用
数
は
、
マ
タ
イ
九
(
八
)
、
マ
ル
コ
五
(
七
)
、
ル
カ
九

(
七
)
。
そ
れ
ら
が
「
イ
エ
ス
」
を
指
示
対
象
と
す
る
場
合
の
数
と
割
合

は
、
マ
タ
イ
八
、
八
十
九
%
、
マ
ル
コ
五
、
百
%
、
ル
カ
七
、
八
十

九
%
。

(
出
)
吉
町
系
列
の
変
化
形
に
関
す
る
木
文
の
記
述
と
、
者
。
山
系
列
の
変

化
形
に
関
す
る
前
注
の
記
述
と
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
こ
の
こ
と
が

理
解
で
き
る
。

-110ー

(
お
)
各
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
数
は
、
マ
タ
イ
五
(
四
)
、

マ
ル
コ
一
一
一
(
四
)
、
ル
カ
五
(
四
)
、
ヨ
ハ
ネ
十
八
で
あ
る
。
だ
が
、
や

は
り
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
は
、
共
観
福
音
書
に
見
ら
れ
な
い

一
人
称
代
名
詞
複
数
主
格
の
特
殊
な
使
用
例
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、

指
示
対
象
が
判
然
と
し
な
い
ヨ
ハ
ネ
第
一
章
一
六
節
の
中

3
3
ゃ、

同
じ
く
第
四
章
二
二
節
、
第
八
章
四
一
節
、
第
一
七
章
一
一
節
、
二
二

節
な
ど
に
お
い
て
砂
古
川
町
日
「
わ
れ
わ
れ
」
の
中
に
イ
エ
ス
自
身
が
含

ま
れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
「
イ
エ
ス
」
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
発
畳
一
周

す
る
場
合
な
ど
が
そ
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
人
称
代
名



詞
複
数
主
格
の
特
徴
は
、
一
見
些
細
に
見
え
る
が
、
二
人
称
代
名
詞
の

複
数
形
同
様
、
言
語
学
的
に
も
重
要
な
問
題
を
学
ん
で
お
り
、
稿
を
あ

ら
た
め
て
の
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
人
称
代
名
詞
の
問

題
に
関
し
て
は
次
の
論
文
な
ど
を
参
照
。
同
・
回
巾
ロ
4
2岡
山
田
仲
畑
《
戸
田
口
守

吉
岡
町
応
叩
由

]VHCロ
c
g
m
y

。hv・
円
た

-w
回以
γ

日印

H
N印
斗
・
岸
本
通
夫
監
訳

「
代
名
詞
の
性
質
」
『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』
。
も
っ
と
も
、
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
テ
タ
ス
ト
に
お
け
る
こ
の
一
人
称
代
名
詞
の
複
数
形
の
釈
義
上
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
論
文
な
ど
で
す
で
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
〉
・
4
・
民
日
ロ
向
島

:
b
g
通
R

E
母

Z
C
E
s
s
n
r
S

F
Z
5
2
J
出向
H号
待
守
志
向
苫
同
官
、

b
N
H
S
N
G
R
F
F
E
H
H

(
切
。
片
山
山
口
叩
円
〉
}
内
同

LOB-02FH印
公
開

HHugo
∞ム由
ω
。
)
(
戸
色
目

)N-muNO守

可
曲
目
同

E
S
E片
山
田
仲
母
同

P
B
o
r
g片山田口
r
g
H
N
4
d
r
E
r
5
8
v

ω・
由
N
G
l白
人
肝

ω・

(
M
A
)

邑
の
斜
格
の
使
用
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
属
格

2
引
の

各
福
音
量
百
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
は
、
マ
タ
イ
百
十
四
(
九
十

六
)
、
マ
ル
コ
四
十
(
五
十
一
)
、
ル
カ
百
十
四
(
九
十
)
、
ヨ
ハ
ネ
三

十
五
。
そ
れ
ら
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
場
合
の
数
と
割
合

は
、
マ
タ
イ
二
十
、
十
八
%
、
マ
ル
コ
十
て
二
十
八
%
、
ル
カ
二
十
、

十
八
%
、
ヨ
ハ
ネ
五
、
十
四
%
、
与
格

2
ヘ
の
各
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
使
用
数
は
、
マ
タ
イ
四
十
七
(
三
十
九
)
、
マ
ル
コ
二
十
(
二

十
七
)
、
ル
カ
四
ヤ
八
(
三
十
八
)
、
ョ
ケ
不
二
十
九
。
そ
れ
ら
の
指
示

対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、
マ
タ
イ
十
四
、
三

北
大
文
学
部
紀
要

十
%
、
マ
ル
コ
九
、
四
十
五
%
、
ル
カ
九
、
十
九
%
、
ヨ
ハ
ネ
三
、
十

%
、
対
格
止
の
各
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
は
、
マ
タ
イ

二
十
九
(
二
十
四
て
マ
ル
コ
十
九
(
二
十
六
)
、
ル
カ
三
十
七
(
こ
十

九
)
、
ヨ
ハ
ネ
二
十
九
。
そ
れ
ら
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る

場
合
の
数
と
割
合
は
、
マ
タ
イ
十
、
三
十
四
%
、
マ
ル
コ
七
、
三
十
七

%
、
ル
カ
十
一
、
コ
一
十
%
、
ヨ
ハ
ネ
十
一
、
三
十
八
%
。

(
幻
)
二
人
称
複
数
主
格
に
関
し
て
は
、
一
人
称
複
数
主
格
の
使
用
上
の
問

題
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
独
特
の

意
味
作
用
に
つ
い
て
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
そ
れ
ら
の
使
用
上
の
問
題
は
、
従
来
一
言
わ
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
の

「
教
団
」
と
の
関
わ
り
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
注
の
ハ
お
)
も
参
照
。

(
お
〉
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
箇
所
な
ど
を
参
照
。
明
，
・
回
目
白
回
目
¥
〉
・

U
5
2ロロ
2
(吋
-MNOFro-)"
。
MP
円
p
m
N
3・
H・
出
・
冨

2
-
z
p

。h
v

町
内

H-w]VMU・
ω吋『・

(
お
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
箇
所
な
ど
を
参
照
。
明
，
・
盟
問
団
凹
¥
〉
・

ロ
o
r
H
E口
氏
(
匂
・
列
島

}
8
1
v
。h
y

円凡
N
G

叩

凶

3
・L

『
・
国
・
富
。
ロ

-
z
p

。、.円

HH-u]MHV・品。『・

(
却
)
そ
も
そ
も

q
U
叶
去
の
女
性
・
中
性
諸
変
化
形
の
使
用
数
は
男
性
諸
変

化
形
に
比
べ
て
か
な
り
少
な
い
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
あ
る
種
の
記
事

(
例
え
ば
、
女
性
主
格
白
斥
北
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
は
、
「
ラ
ザ
ロ
の
復
活
」
や
「
空
虚
な
墓
」
な
ど
の
記
事
)



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

に
偏
在
し
て
い
る
。
複
数
形
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
使
用
数
は
比
較

的
多
い
が
、
差
し
当
た
り
各
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
顕
著
な
使
用
上
の
特

徴
は
見
ら
れ
な
い
。

(
む
)
こ
れ
ら
の
う
ち
、
そ
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
も
の
お
よ

び
そ
の
割
合
は
、
マ
タ
イ
十
二
、
五
十
%
、
マ
ル
コ
十
五
、
四
十
七
%
、

ル
カ
二
十
九
、
六
十
三
%
、
ヨ
ハ
ネ
十
一
、
六
十
一
%
で
あ
る
。

(
沼
)
司
・
切
目
白
回
目
¥kr・
口
。
-uHロ
ロ
ロ
叩
岡
(
司
・
岡
山
orroHvhv
。
M
P
R
F
W
即
日

J1Fω
・

一
『
・
出
・
冨
E
-
z
p
。、.町民同
-u
可
-
A
8・

(
お
)
そ
れ
ら
の
箇
所
は
、
第
二
章
二
四
節
の
他
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
第
二
章
二
五
節
、
第
四
章
二
節
、
一
二
節
、
四
四
節
、
五
三
節
、

第
五
章
二

O
節
、
第
六
章
六
節
、
一
五
節
、
第
セ
章
四
節
、
一

O
節、

第
九
章
二
一
節
(
二
箇
所
て
第
一
二
章
二
四
節
、
四
九
節
、
第
二
川

章
二
七
節
、
第
一
八
章
一
節
。
こ
れ
は
白
守
弘
明
の
全
使
用
数
の
八
十

九
%
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
見
守
去
の
複
数
主
格
包
叶
ミ

に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
の
特
徴
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

z・
吋
Z
H
ロ
2
な
ど
も
、
斜
格
の
過
剰
さ
な
ど
に
つ

い
て
は
論
じ
て
い
る
。
し
「
・
出
・

H
A
o
己
H
o
p
。
、
.
丸
町
-w
ー〈
C
戸
同
〈
日

ω
q
H
O
(
Z
-
H，EHHHO円
)
(
開
門
出
口

r
E
m
y
H

吋
-
h
w
H，・の
F
H
r
w
H由
、
吋
由

)W

MM・斗
N
・
し
か
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
主
格
の
特
徴
に
は
、
彼

も
言
及
し
て
い
な
い
。
従
来
の
文
法
的
観
点
か
ら
は
、

2
U
叶
去
の
斜
格

の
多
用
は
、
「
セ
ム
語
的
」
で
あ
る
と
歴
史
的
に
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
う
す
る
と
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
白

rr
の
「
強

意
代
名
詞
」
と
し
て
の
使
用
と
い
う
こ
の
特
徴
の
歴
史
的
・
文
法
的
観

点
か
ら
の
説
明
は
困
難
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
用
法
は
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
古
典
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、

次
の
箇
所
も
参
照
。
同
・
回
同
国
主
kr・
ロ
与
同
国
田
口

2
(匂・

H
N
o
v
r
0
1
)
w

。、・円札
H
-
w
m
N
斗
ω
・
ト
『
・
出
・
冨
c
c
r
o
p
。、.町民同
-u
〈
o
-
-
H
H
H
H
M山可
HT

S
H
(
Z
-
吋
5
5
H
)
W
M
Y
H
E
-

(
担
)
属
格
白
U

叶
。
引
の
各
々
の
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
、
お

よ
び
そ
れ
ら
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、

マ
タ
イ
二
百
六
十
三
(
二
百
二
十
一
可
百
、
一
二
十
八
%
、
マ
ル
コ
百

七
十
三
(
二
百
三
十
七
)
、
百
六
、
六
十
一
%
、
ル
カ
二
百
五
十
四
(
二

百
二
て
百
五
、
四
十
一
沼
、
ヨ
ハ
ネ
百
七
十
三
、
百
五
、
六
十
一
万
。

与
格
再
守
山
市
の
各
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
、
お
よ
び
そ

れ
ら
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、
マ
タ

イ
百
七
十
一
(
百
四
十
四
て
百
一
二
、
六
十
%
、
マ
ル
コ
百
二
十
(
百

六
十
四
)
、
七
十
て
五
十
九
%
、
ル
カ
百
五
十
一
二
(
百
二
十
一
て
六

十
七
、
四
十
四
%
、
ヨ
ハ
ネ
百
七
十
三
、
九
十
一
、
五
十
三
%
。
対
格

見
守
令
の
各
々
の
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数
、
お
よ
び
そ
れ

ら
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
場
合
の
数
と
割
合
は
、
マ
タ
イ

百
二
十
五
(
百
五
)
、
七
十
八
、
六
十
三
沼
、
マ
ル
コ
百
七
十
八
(
二
百

四
十
四
)
、
百
十
九
、
六
十
七
%
、
ル
カ
二
百
十
一
(
百
六
十
七
)
、
百

二
十
四
、
五
十
八
%
、
ヨ
ハ
ネ
百
七
十
六
、
百
十
七
、
六
十
六
%
。

(
お
)
い
「
・
出
・
冨
O
E
-
z
p
。』
T
R
F
u
.〈
D
-
・
口
同
日

ω
〕三
M
g
H
(
Z・、吋己同ロ由同
)u

-112ー
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burg : Paulus， 1951/Gottingen : Vandenhoek & Rup-

recht， 1988)， S. 194. W. Nicol， op. cit.， p. 17. 
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(事〉 王室必":!;!'E. Haenchen， Das Johannesevangelium (Tu-
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ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

し
、
た
と
え
E
・
ヘ
ン
ヒ
ェ
ン
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
と
し
て

も
、
こ
の
安
め

P
S
の
使
用
法
が
依
然
と
し
て
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス

い
げ
が
や
併
で
あ
る
事
実
に
は
変
わ
り
な
い
。
本
稿
で
行
な
お
う
と
し
て

い
る
よ
う
な
新
し
い
「
文
学
批
評
」
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ダ
ス
ト
と
他

の
コ
イ
ネ
l
ギ
リ

γ
ア
語
の
文
書
を
比
較
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
単

に
そ
れ
ら
の
個
々
の
語
や
文
体
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
「
諸
々
の

代
名
詞
使
用
そ
の
も
の
の
特
徴
」
と
い
う
い
わ
ば
あ
る
種
の
文
学
的

「
構
造
」
を
比
較
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
「
お
わ
り
に
」
を
も
参
照
。

(
必
)
本
稿
の
注
(
釘
)
を
参
照
。

(
必
)
明
・

ω-曲目
白

¥
k
r

・
ロ
巾
}
U
H
d
ロ
ロ
巾
同
(
匂
・
同
市

rroHVO
也
、
.
門
社
-
u
m
N
叶、円

ω・

(
幻
)
し
た
が
っ
て
、
限
定
的
用
法
も
加
え
た
。

V
S
の
使
用
数
全
体
に

対
す
る
実
詞
的
用
法
の
割
合
は
、
マ
タ
イ
六
十
九
%
、
マ
ル
コ
六
十
七

%
、
ル
カ
六
十
五
%
、
ヨ
ハ
ネ
六
十
七
%
と
、
ヨ
ハ
ネ
が
特
に
大
き
な

値
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
必
)
た
だ
し
ま
た
、
こ
れ
ら
の
数
の
払
叶
去
の
実
詞
的
用
法
に
対
す
る
比

率
を
見
る
と
、
マ
タ
イ
四
十
七
%
、
マ
ル
コ
五
十
%
、
ル
カ
三
十
六
町
m、

ヨ
ハ
ネ
五
十
一
%
と
、
ル
カ
の
値
の
低
さ
が
目
を
引
く
が
(
恐
ら
く
、

こ
れ
は
ル
カ
に
お
け
る
白

rr
の
多
用
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
で
あ

ろ
う
が
て
前
注
の
比
率
同
様
際
立
っ
た
差
異
が
見
ら
れ
な
い
。

(
川
佃
)
。
同
叶
去
の
斜
格
の
そ
れ
ぞ
れ
の
福
音
書
テ
グ
ス
ト
に
お
け
る
使
用
数

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
(
属
格
、
与
格
、
対
格
の
順
)
。
マ
タ
ィ
、

四
ハ
三
〉
、
七
(
六
〉
、
四
(
一
ニ
〉
。
マ
ル
コ
、
二
(
三
)
、
四
(
五
)
、

三
(
四
〉
。
ル
ヵ
、
七
会
ハ
)
、
十
二
(
十
〉
、
十
一
(
九
〉
。
ヨ
ハ
ネ
、

十
九
、
十
一
一
一
、
十
三
。
こ
の
う
ち
実
詞
的
使
用
法
で
あ
る
も
の
の
数

は
、
マ
タ
ィ
、

o、
一
ニ
(
一
二
)
、
一
(
一
)
。
マ
ル
コ
、

o、
二
(
一
ニ
)
、

0
。
ル
ヵ
、

o、
囚
(
コ
一
)
、
七
(
六
〉
。
ヨ
ハ
ネ
、
六
、
九
、
七
。
こ

れ
ら
の
。
計
三
の
斜
格
形
の
う
ち
そ
の
指
示
対
象
が
「
イ
エ
ス
」
で

あ
る
も
の
は
、
属
格

g
た
き
で
は

O
、
与
格

g
p
e
で
は
ヨ
ハ
ネ
一
、

対
格

3
年
E
で
は
ル
カ
二
(
二
)
、
ヨ
ハ
ネ
四
で
あ
る
。
そ
の
他
、
男

性
複
数
諸
変
化
形
、
女
性
単
数
、
お
よ
び
複
数
の
諸
変
化
形
に
関
し
て

は
四
つ
の
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
間
に
際
立
っ
た
差
異
は
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
明
記
し
て
お
く
。

(
印
)
本
稿
で
取
り
上
げ
た
見
守
弘

C

T
ぬ
E
C
。
同
叶
去
の
男
性
単
数
諸
変

化
形
の
合
計
数
は
、
マ
タ
イ
、
六
百
三
十
五
(
五
百
三
十
四
)
、
マ
ル

コ
、
五
百
十
一
(
七
百
)
、
ル
カ
、
七
百
四
十
五
(
五
百
九
十
二
)
、
ヨ

ハ
ネ
六
百
八
十
六
で
あ
る
。

(
口
ち
し
か
し
、
見
守
弘
円
u

恥
宮
町

E
内
切
。
同
叶
去
の
男
性
単
数
主
格
す
べ
て
の
使

用
数
(
す
な
わ
ち
限
定
的
用
法
も
加
え
た
数
)
に
対
す
る
こ
の
数
の
割

合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
マ
タ
イ
六
十
九
%
、
マ
ル
コ
九
十
四
%
、
ル
カ
八

十
二
%
、
ヨ
ハ
ネ
七
十
七
%
で
あ
る
。

(
回
)
し
か
し
、
白
山
叶
弘
円
w

凪同町町

E
C
。
町
叶
去
の
男
性
単
数
一
主
格
の
実
詞
的
使

用
数
に
対
す
る
こ
の
数
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
マ
タ
イ
五
十
%
、
マ

ル
コ
五
十
二
%
、
ル
ヵ
五
十
五
%
、
ヨ
ハ
ネ
四
十
五
%
と
、
各
福
音
書
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ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

(
位
)
代
名
詞
の
よ
う
な
テ
ダ
ス
ト
の
演
末
な
要
素
の
文
体
分
析
上
、
お
よ

び
釈
義
上
の
重
要
さ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
「
序
」
を
参
照
。

(
出
)
フ
ォ

l
ト
ナ
が
再
構
成
し
た
「
し
る
し
の
福
音
書
」
は
吋
F
n
c
s
'

ミ
向
。
h
b
h
E
と
同
]
宮
、
。
足
立
F

C。
旬
、
N

Sに
帆
号
、
ミ
札
同
町
内
hh。、

と
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
お
い
て
は
、
資
料

の
部
分
を
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
容
易
に
分
離
で
き

な
い
」
(
叫
J宮
、
。
R
Y
H
F
C
S
Y
N
S礼
言
、
司
令
Q
a。コ

3
・
HOU

2
?
)
な
ど
と
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
第
四
章
四
節

t
四
二
節
を
そ
れ
か
ら
除

い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
両
著
作
に
お
け
る
「
し
る
し
の
福
音

書
」
の
代
名
詞
使
用
状
況
に
も
若
干
の
数
的
変
動
が
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
は
本
稿
の
議
論
の
大
勢
に
は
影
響
を
与
え
な
い
。
こ
こ

で
は
、
こ
と
が
ら
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
最
初
の
著
作
に
お
い
て
提

示
さ
れ
た
「
し
る
し
の
福
音
書
」
を
分
析
対
象
と
す
る
。
そ
も
そ
も
新

著
に
お
い
て
第
四
章
四
節

t
四
二
節
を
彼
の
「
し
る
し
の
福
音
書
」
か

ら
除
く
理
由
は
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
改
訂
こ
そ
、
逐
語
的
な
文
書
資
料
再
構
成
作
業

の
怒
意
性
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
な

お
、
フ
ォ

l
ト
ナ
よ
り
は
迄
か
に
陵
昧
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
ベ
ツ

ヵ
ー
な
ど
は
第
四
章
四
節

t
四
二
節
を
も
「
し
る
し
資
料
」

(
ω
O
B
O
E
-

門官

MO--自
)
に
帰
し
て
い
る
(
切
叩
口
r
o♂
ロ
同
国
何

S
口
問
。
ロ
ロ
旨
ロ
伊
口
HH

Hovmwロロ
omwω
・]戸印)。

(
山
田
)
こ
の
図
に
お
け
る
各
代
名
詞
の
数
は
、
フ
ォ

l
ト
ナ
の
再
構
成
し
た

「
し
る
し
の
福
音
室
己
(
戸
、
叶
-
H
1
2
g
p
同
J
r
c
h
y
N
A
¥
色
町
三

日

Y

M
印日

l
E印
・
)
に
見
出
さ
れ
る
代
名
詞
の
数
を
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書

と
の
比
率
(
四
・
七
倍
)
に
よ
っ
て
相
対
的
に
調
整
し
た
数
で
あ
る
。

(
伍
)
戸
吋
・
同
0
5
5・同
J
E
C
h
M民
向
。
¥
匂
凡
W
E
u

。.
H
5・

(
侃
)
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
共
観
福
音
量
同
テ
ク
ス
ト
間
の
類
似
が
非
常

に
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
釘
)
こ
れ
は
共
観
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
標
準
に
は
合
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
三
人
称
主
格
代
名
詞
と
し
て
の
機
能
を
持
つ

む
ヨ
円
の
使
用
法
は
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
て
例
え
ば
ヨ
ハ

ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
包
叶
今
守
口
ヒ
・
・
・
な
ど
の
代
名
詞
+
繋
辞
表

現
の
多
用
と
い
う
テ
タ
ス
ト
の
も
う
一
つ
の
「
文
学
批
評
」
上
の
特
徴

を
も
考
慮
に
い
れ
て
叫
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
回
)
ヨ
ハ
ネ
第
四
章
二
五
節
、
第
一
八
章
一
七
節
、
二
五
節
。

(
印
)
こ
こ
で
仮
定
し
て
い
る
よ
う
な
説
明
の
試
み
は
、
フ
ォ

l
ト
ナ
自
身

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
・

4
・
句
。
江
口
P
叫J
F
O

F
Rヌ
H
F
C号
、
町
内
日
ミ
宮

NJ6町、同町
2
8
3
匂

-
N
H
O抽
出
・
日

S
・
さ
ら

に
、
例
え
ば
hm

古川

E
円
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
取
る
に
足
り
な
い
特
徴

と
し
て
考
え
、
「
資
料
」
抽
出
上
の
メ
ル
タ
マ

l
ク
と
し
て
重
視
し
な

い

(
E
o
p
吋
ど
の
h
y
N
。¥
b
h
E切

MM-NHS。
し
か
し
、
向
2
P
S
を

そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
対
す
る
反
論
は
、
開
・
河
口
口
rmrHY己

RHcrmHHEロ
ω
戸
田
口
関
口
同
問
。
白
ロ
仏

ω
q
-
p
、H，F
目
。
ロ
g
z
oロ
D
『
吋
Fo-同

C
E
Q
J
h
u
h
d
b
w片
岡

hNGh叫AW
匂史料、
H(沼
恒
吋
ロ
へ
[
・
内
目
。
一
す
口
問
。
)
W

℃

-Eω
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ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

マ
l
ル
は
必
ず
し
も
第
一
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

本
稿
の
序
の
注
(

9

)

で
取
り
上
げ
た
S
・D
-
ム

I
ア
の
著
作
な
ど
も

参
照
。

〈
行
)
こ
の
点
は
、

E
・
ル
ッ
ク
ジ
ュ
ト
ゥ

l
ル
や
U
・
ジ
ュ
ネ
レ
な
ど
に
よ

っ
て
も
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
開
・
阿
川
E
n
r
田

E
区切

J
o
H
H同ロロ
5
0

門
担
ロ
間
口
担
問
。
同
ロ
仏

ωq-UJ
ト
w
N
m
d
Q
己
h
h
h
町
&
町
、
R
N
Z
(
唱
曲
吋
伊
向
・
内
同
刊

し「

O
口
問
。
)
毘
Y
H
ω
。同・

C
-
ω

口
ゲ
ロ
巴
-
0
・。、・

h
p
w
ω
・
H
a
-

(
m
m
)

こ
の
語
は

0
・
F
名
2
8
p
h
s
m
g
h
G
U
N
W伺
ミ
ミ
号
、
w
N
)一言町内
a

。、
s
g
H
U

お
司
、
。
江
町
営

(Zm唱
ペ
O
H
W
U
H申
N
U
V
]
v
m
γ
H
N
ω
l
H
N
A
肝
に

お
い
て
用
い
ら
れ
、
同

-
r
r
c寸
印
。
ロ
・
食

ω
r
5
0同印、〈
2
r曲目

g
g
m
0・

同日巾mr開口門同同月
H

白
河
口
∞
田
町
田
口
4
0
同V
・W

・句、町内川町
NGR叫

S
1江
良
司
h
J
]
[
♂
語
、
。
、
、

S
札

h
g
h
N
h
b
h
n
(吋
}
岡
町
民
同
関
口
叩

U

宮
o
E
o
p
H但
吋

H
V
-
u・
5
0
i

EU可
・
川
本
茂
雄
監
修
、
田
村
す
父
子
他
訳
「
転
換
詞
と
動
詞
範
騰
と
ロ

シ
ア
語
動
詞
」
『
一
般
一
言
語
学
』
み
す
ず
書
一
房
、
一
九
七
三
年
、
一
四

九

t
一
七

O
頁
な
ど
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(
m
m
)

こ
の
垣
間
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
な
ど
を
参
照
。
野
本
和
幸
『
フ
レ
l

ゲ
の
一
言
語
哲
学
』
勤
草
書
一
房
、
一
九
八
六
年
、
取
り
分
け
第
七
章
。
厳

密
に
言
え
ば
指
示
代
名
詞
は
「
指
標
詞
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
指
示
代
名
詞
は
、
そ
の
実
質
的
機
能
が
人

称
代
名
詞
と
等
し
い
も
の
な
の
で
、
両
者
の
区
別
を
こ
こ
で
は
無
視
し

て
か
ま
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
強
意
代
名
詞
白
斥
去
に
つ
い

て
も
こ
の
点
は
同
様
で
あ
る
。

(加

)
m
-
F
r
D
V
S
F
。M
Y
E
N
-
w
M
M
・
5
ω
・
川
本
茂
雄
監
修
、
田
村
す
工
子

他
訳
、
一
五
二
一
良
。

(
m
U
)

野
本
和
幸
著
、
前
掲
書
三
六
二
頁
。

(
回
)
戸
一

F
r
o
r
g
p
。hv・円
p
w
-
u
・
5
ω
・
川
本
茂
雄
監
修
、
田
村
す
に
子

他
訳
、
一
五
二
一
貝
。
次
注
(
お
)
も
参
照
。

(
出
)
こ
れ
は
、

F
E
・
バ
ン
ヴ
エ
ニ
ス
ト
が
言
う
と
こ
ろ
の
一
・
二
人
称
代

名
詞
に
特
徴
的
な
、
「
話
の
現
存
0
・5
2
2
2
P
E
R
2
2
)
へ
の
:
・

指
向
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
怖
・
即
冊
目
〈
O
ロ
山
田
「
《
戸
回
口
問

E
B

門同町田

U
H
O
ロ
O
B
G
w

。、.町民同
-
w
M
M
U
-
N
日N
同
・
岸
本
通
夫
監
訳
、
一
一
一
一
一
五

t

二
三
六
T

良。

(
剖
)
そ
の
際
、
こ
の
「
私
」
は
前
注
で
述
べ
た
「
話
の
現
存
」
を
反
映
し

な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
私
」
は
、
む
し
ろ
パ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト

が
言
う
と
こ
ろ
の
三
(
非
)
人
称
的
機
能
を
持
っ
た
代
名
詞
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
師
・
回
。
ロ
話
口
山
田
F

。
、
.
円
帆
円
増
匂
-
旧
日
町
・
岸
本
通
夫
監
訳
、

二
回

O
頁。

(
回
)
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
は
、
記
述
さ
れ
て
い
る
事
柄
や

記
述
内
容
の
史
的
・
現
実
的
真
偽
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
探
求
は
、
あ
く
ま
で
純
粋
な
文
学
的
・

機
能
的
側
面
を
論
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
点

が
、
本
稿
で
提
起
す
る
新
し
い
「
文
学
批
評
」
の
一
つ
の
顕
著
な
方
法

的
側
面
で
も
あ
る
。

(
山
山
)
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
論
究
、
す
な
わ
ち
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
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ト
の
「
イ
エ
ス
」
か
ら
史
的
イ
エ
ス
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
試

み
は
、
現
在
で
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
い
わ
ゆ

る
「
ヨ
ハ
ネ
教
団
」
に
関
し
て
な
ど
は
、
テ
ク
ス
ト
の
「
わ
れ
わ
れ
」

を
直
接
そ
れ
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
よ
う
な
、
文
字
ど
お
り
短
絡
し
た

視
点
が
依
然
ょ
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
著
作

に
お
け
る
ま
と
め
が
役
に
立
つ
。

d-ω
口『ロ
o-ru
。
M
y
h
p
u
m凶・印
ω
l

四
国
・

(
町
山
)
歴
史
的
・
批
判
的
観
点
か
ら
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
む
し

ろ
自
明
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
長
大
な
告
別
説
教
に
し

ろ
々
ふ
丸
、
?
・
・
表
現
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
が
ど
こ
ま
で
イ
エ
ス
自
身
の

一
言
葉
に
遡
れ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
多
い
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ

た
よ
う
な
文
学
的
機
能
が
テ
ク
ス
ト
の
意
味
陸
界
、
言
語
世
界
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
か
を
解
釈
し
、
し
か
る
後
に
始
め
て
、
さ

ら
に
そ
の
テ

F
ス
ト
の
言
語
世
界
が
歴
史
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
行

く
の
か
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
に
よ
る

研
究
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
本
文
中
の
「
イ
エ
ス
」
と
イ
エ
ス

の
書
き
分
け
は
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
例
え
ば
、
本
稿
の
注
(
お
)

で
あ
げ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
論
文
で
は
、
イ
エ
ス
自
身
な
ど
の
歴
史
的
実

体
の
用
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
、
テ
ク
ス
ト
に
記
述
さ
れ
て
い
る
(
福

音
書
記
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
)
「
わ
れ
わ
れ
」
の
聞
に
、
本
稿
で

論
及
し
て
い
る
よ
う
な
人
称
代
名
詞
の
言
語
学
上
の
機
能
的
差
異
を
何

ら
認
め
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
ま
っ
た
く
同
列
に
論
じ
て
い
る
よ
う

北
大
文
学
部
紐
要

に
見
え
る
。
あ
る
い
は
、
意
図
的
に
そ
れ
ら
の
本
質
的
差
異
に
一
言
及
し

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
な
ど
や
は
り
、
あ
る
種
の
「
歴
史
」

中
心
主
義
が
本
稿
で
試
み
た
よ
う
な
「
文
学
批
評
」
的
探
求
を
疎
外
し

て
い
る
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〉
・
ぐ
・
国
民
ロ
田
口
]
h
w

。、.町村同・

(
部

)
E
の
分
析
の
項
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
共
観
福
音
書
テ
タ
ス
ト
に
比

し
た
場
合
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
タ
ス
ト
に
お
け
る
全
人
称
に
渡
る
代
名

詞
使
用
の
数
的
特
徴
は
、
こ
の
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
人

称
の
代
名
詞
の
連
動
し
た
機
能
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
本
文
中
に
掲
げ
た
図
な
ど
も
参
照
。

(
回
)
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
}
に
お
い
て
こ
の
「
振
れ
た
直
接
性
」
、
「
偽

装
さ
れ
た
直
接
性
」
を
示
す
の
は
何
も
人
称
代
名
詞
の
み
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
接
続
詞

rh
の
多
用
や
そ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
実
質
的

直
接
話
法
の
多
用
な
ど
に
も
そ
の
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
稿

「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
町
誌
の
問
題
」
参
照
。
恐
ら
く
、
こ
の
よ

う
な
代
名
詞
の
特
殊
な
働
き
が
、
リ
ク
ー
ル
が
言
う
と
こ
ろ
の
テ
ク
ス

ト
化
よ
る
「
指
示
の
変
質
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
論
文
な
ど
を
参
照
。
H
V

・

E
8
2♂
《
円
、
m
w
h
o
ロロ昨日
D
ロ

F
R
B
A山口
2E

己
A
E
m
w
仏
叩

F
丘
ωgロ
己
主
目
0
ロ
y
b
R
R
a
H
Hぬ
b

h

u
白
円

HH.

。PH
U・
HHω
・

久
米
博
訳
「
疎
隔
の
解
釈
学
的
機
能
」
『
解
釈
の
革
新
』
白
水
社
、
一

九
七
八
年
、
一
九
一
一
良
。
拙
稿
「
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
『
テ
ク
ス
ト

理
論
』
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
」
。

(
卯
)
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
境
界
言
語
(
の
お
ロ
N

印官
s
r
m
)」(吋・
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ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
」
的
分
析
の
試
み

。
口
出
r
r
(川町吉町民司
K
A
W
Rお
礼
」
干
吋
ANNH
弘
、
詰
匂
。
F
昌己詰
GRdhH己ι
町内忠臣、、
NW

叉
詰
切
。
九
円
、
白
牛
肉
H
臣、~吋吋
d
h由
主
H円
N
V
N
P
E
r
hな円
FGWNRWNR叫
』
守
、
ふ
刊
若
干

号
円
F
E
N
-ミ
ご
伊
良
。
詰
九
三
し
な
p
b
z
w同町民
h円F
S
》

b
g
h
hミ
Nhhp
口出回目

2
5
0
H
h
H
Z
2
E
H
n
r
g叩
同
ぐ
2
目白出
w
g
E
-
ω
・
日
出
向
・
ロ
凹
司
・
)
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
「
テ
ク
ス
ト
の
事
実
」
に
即
し
て
、
よ
り
具
体

的
に
探
求
し
て
行
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
川
出
)
福
音
蓄
に
お
け
る
垣
間
や
文
体
の
統
計
的
処
理
に
関
し
て
、
例
え
ば

G
・
リ
ヒ
タ

l
は
、
「
第
四
福
音
書
の
文
学
的
単
一
性
」
を
主
張
す
る

に
は
そ
れ
が
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
。
・
対
日
ロ
r
Z
H
W
匂
H2九
百
詰

hH宮
崎
=
旬
。
』
尽
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開
の
統
計
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よ
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証
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そ
の
都
度
の
場
所
に
お
け
る

個
々
の
語
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
確
か
に
、
統
計
的
数
字
自
体
は
何
も
語
ら
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
に
対
す
る
解
釈
は
、
「
そ
の
都
度
の
場
所
に
お
け
る
個
々
の
語
」

の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
機
能
」
に
つ
い
て
は
何
事
か
を
語
り
う
る
。

上
記
の
リ
ヒ
タ
ー
の
よ
う
な
考
え
方
の
背
後
に
あ
る
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な
ら
ば
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か
ら
抽
象
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れ
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神
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的
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の
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演
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に
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そ
の
都
度
の
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所
に
お
け
る
個
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の
語
の
内
容
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を

決
定
し
う
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
テ
F
ス
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釈

す
る
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で
、
そ
の
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内
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と
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機
能
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の
裁
然
と
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た
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が
不
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能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
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し
ろ
テ
ダ
ス
ト
の
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味
が
そ
れ
ら
両
者
の

相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
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こ
と
な
ど
は
、
福
音
書
に
関
す
る
最

近
の
新
し
い
「
文
学
批
評
」
が
指
摘
し
て
い
る
重
要
な
問
題
点
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
著
作
を
参
照
。
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(
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文
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と
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方
法
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拭
い
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な
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と
り
わ
け
そ
の
第
二
論
文
を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
す
る

H
・
C
・

キ
ー
に
よ
る
批
判
ゃ
、
新
し
い
「
文
学
批
評
」
的
観
点
か
ら
の
批
判
に

つ
い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
。
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