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ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
残
り
の
時
」
（
上
村
忠
男
訳
、
二
O
O

五
、
九
、
岩
波
書
店
）
で
、
律
法
の
原
理
は
分
割
で
あ
る
と
言
い
、
ユ
ダ
ヤ

の
律
法
の
基
本
的
区
分
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に

よ
れ
ば
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
邦
人
」
｜
の
区
分
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
パ
ウ

ロ
が
そ
の
書
簡
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
や
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
な

ど
で
、
肉
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
か
霊
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ

人
／
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
律
法
上
の
区
分
を
無
効
に
し
て
い
く
箇
所
に
ふ
れ

て
、
「
メ
シ
ア
的
分
割
は
、
も
ろ
も
ろ
の
民
の
律
法
上
の
一
大
分
割
に
、
ユ

ダ
ヤ
人
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
が
構
成
上
『
す
べ
て
で
は
な
い
』
よ
う
な
ひ
と
つ

の
残
余
を
導
き
入
れ
る
の
で
あ
る
」
（
同
書
八
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
「
ユ
ダ
ヤ
人
な
ら
ぬ
ユ
ダ
ヤ
人
と
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
な
ら
ぬ
非
ユ
ダ
ヤ
人

が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
同
八
三
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

の
残
余
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
分
割
と
ま
っ
た
く
等
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
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奥

野

一
冗

政

数
量
的
で
も
実
質
的
実
体
を
も
っ
た
残
基
で
も
な
く
、
「
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
人

／
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
二
極
分
割
を
切
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

に
し
て
直
観
的
な
タ
イ
プ
の
別
の
論
理
へ
移
行
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
」
（
同
八
四
頁
）
と
言
う
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
こ
う
し
た
論
理
を
説
明

す
る
た
め
に
、
ク
ザ

l

ヌ
ス
が
、
「
他
な
ら
ざ
る
も
の
」
（
日
本
語
訳
で
は

「
非
他
な
る
も
の
」
松
山
康
国
訳
、
一
九
九
二
、
一
、
創
文
社
）
で
用
い
た

類
の
論
理
だ
と
も
い
う
。
「
そ
こ
で
は
、
A
／
非
A

の
対
立
は
、
A
で
な
い

の
で
は
な
い
、
と
い
う
二
重
否
定
の
形
式
を
採
る
第
三
項
の
存
在
を
許
す
」

（
同
八
四
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
喚
起
は
、
コ
リ
ン

ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
九
章
二
O
節
か
ら
二
三
節
に
見
ら
れ
る
パ
ウ
ロ
の
言

明
「
律
法
の
も
と
に
な
い
者
、
神
の
律
法
を
も
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
救
世
主
の
律
法
に
従
っ
て
い
る
者
」
に
定
義
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ

れ
を
「
メ
シ
ア
的
律
法
の
う
ち
に
あ
り
つ

F

つ
け
る
者
は
、
律
法
の
う
ち
に
な

い
の
で
は
な
い
者
な
の
で
あ
る
」
（
同
八
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
ク
ザ
1

ヌ
ス
自
身
は
、
「
非
他
な
る
も
の
」
の
言
説
に
よ
っ
て
、
何

-1 一
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を
言
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
「
非
他
な
る
も
の
」
そ
れ
自
体
と
し
て
見
倣
し
て
お
り
ま
す
も
の

は
、
他
な
る
何
も
の
か
に
よ
っ
て
は
、
ま
た
、
何
ら
か
他
な
る
仕
方
で
は
、

表
現
さ
れ
得
な
い
も
の
な
の
で
す
。
何
故
な
ら
、
も
し
か
り
に
、
何
ら
か
他

な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
な
い
し
は
、
他
な
る
仕
方
に
よ
っ
て
説
明
が
な
さ
れ

る
と
致
し
ま
し
で
も
、
そ
の
よ
う
な
説
明
は
す
べ
て
、
「
非
他
な
る
も
の
」

あ
っ
て
後
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ま
さ
し
く
、
「
非
他
な
る
も

の
」
の
下
位
に
あ
る
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
精
神
が
、
「
非
他

な
る
も
の
」
そ
れ
自
身
を
介
し
て
視
よ
う
と
試
み
て
い
る
も
の
は
、
お
よ
そ

語
ら
れ
考
え
ら
れ
う
る
一
切
の
も
の
に
先
ん
じ
て
あ
り
ま
す
が
故
に
、
そ
の

よ
う
な
も
の
は
、
［
「
非
他
な
る
も
の
」
と
し
て
で
な
け
れ
ば
］
他
に
、
一

体
、
如
何
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
実
際
、
す
べ
て
の
神

学
者
た
ち
は
、
神
を
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
う
る
以
上
に
、
偉
大
な
も
の
で
あ

る
と
見
倣
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
、
神
そ
の
も
の
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
、
「
超
実
体
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
か
っ
、
「
一
切
の
名
称
を

超
え
る
も
の
」
で
あ
る
等
々
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
彼
ら
は
、
彼

ら
の
謂
わ
ゆ
る
、
「
超
」
、
「
不
」
、
「
無
」
、
「
非
」
、
「
先
」
に
よ
っ
て
、
そ
の

都
度
、
神
に
お
い
て
の
異
な
っ
た
も
の
を
、
私
た
ち
に
語
っ
た
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
神
自
身
は
、
超
実
体
的
実
体
で
も
あ
れ
ば
、

ま
た
、
実
体
な
き
実
体
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
無
実
体
的
実
体
で
も
あ
れ

ば
、
非
実
体
的
実
体
、
な
い
し
実
体
に
先
ん
ず
る
実
体
で
も
あ
る
の
で
す

が
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
全
く
同
じ
事
柄
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
か
ら
な
の
で

す
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
貴
方
が
、
ど
の
よ
う
な
表
現
を
な
さ
い
ま
し
ょ
う
と

も
、
貴
方
の
お
話
に
な
る
事
柄
自
身
は
、
同
じ
一
つ
の
事
柄
に
他
な
り
ま
せ

ん
が
故
に
、
［
こ
の
場
合
、
こ
の
他
な
ら
な
い
も
の
た
る
］
「
非
他
な
る
も

の
」
こ
そ
が
、
よ
り
純
一
に
し
て
、
よ
り
原
初
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
れ
が
、
他
な
る
も
の
に
よ
っ
て
は
、
語
り
つ
く
さ
れ
得
ず
、
言
葉
で
は
叙

述
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
の
で
す
。
（
前
掲
書
、
一
五

か
ら
一
六
頁
）

つ
ま
り
ク
ザ
1

ヌ
ス
は
、
「
非
他
な
る
も
の
」
に
よ
っ
て
、
神
自
身
を
語

ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
生
き
る
世
界
や
宇
宙
に
先
ん

じ
て
あ
る
も
の
の
言
表
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
人
間
の
認
識
が
否
定
の
極
み

に
達
す
る
一
点
で
の
み
示
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ

う
し
た
超
越
的
な
存
在
に
つ
い
て
、
「
超
」
と
か
、
「
非
」
と
か
「
無
」
と
か

の
言
葉
で
表
そ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
想
像
し
思
い
描
き
得
る
有

と
し
て
の
、
あ
る
い
は
自
己
同
一
性
に
支
え
ら
れ
た
言
表
で
も
あ
っ
て
、
た

と
え
「
無
」
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
認
識
に
捉
．
え
得
る
と

い
う
意
昧
で
有
で
も
あ
る
と
－
＝

そ
の
こ
と
は
、
ク
ザ
l
ヌ
ス
が
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
神
学
者
デ
ィ
オ
ニ

シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
l
テ
ス
の
書
簡
と
し
て
引
用
さ
れ
た
次
の
言
葉
、

「
も
し
或
る
人
が
神
を
見
て
、
し
か
も
自
分
の
見
た
も
の
を
知
性
的
に
理
解

し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
、
彼
の
見
た
も
の
は
神
で
は
な
く
、
彼
は
、
何
ら

2 



か
或
る
物
を
見
た
の
で
あ
る
。
：
・
神
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
存
在

す
る
こ
と
な
く
し
て
、
超
実
体
的
に
存
在
し
、
か
っ
、
超
精
神
的
に
認
識
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
・
：
認
識
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
の
一
切
の
も
の
に
卓
越
せ
る

神
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
全
き
無
知
で
あ
る
」
（
前
掲
書
、
七
九
頁
）
に
よ

く
示
さ
れ
て
い
る
。
ク
ザ
l
ヌ
ス
の
主
著
の
題
名
が
「
知
あ
る
無
知
」
で
あ

る
こ
と
も
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
が
、
人
間
の
認
識
が
否
定
さ
れ
尽
く
す
究
極

の
残
余
の
部
分
に
、
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
所
に
、
神
と
人
間
と
の
正
し

い
位
置
を
置
か
ん
と
す
る
彼
の
信
仰
も
よ
く
一
不
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
残
余
の
部
分
と
は
、
必
ず
し
も
単
純
に
普
遍
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
、
バ
ウ
ロ
の
ユ
ダ
ヤ
人
／
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
分

割
に
拘
っ
て
注
目
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
ろ
う

が
、
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
ろ
う
が
、
「
凶
保
理
と
し
て
も
、
目
的
と
し
て
も
、
普

遍
的
な
人
間
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
は
ひ
と
つ

の
残
余
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
や
ギ
リ
シ
ア
人
が
自
己
自
身
と
一

致
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
メ
シ
ア
的
召
命
は
、

あ
ら
ゆ
る
召
命
を
自
己
自
身
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
ら
に
さ
ら
な
る
自
己
同
一

性
を
供
給
す
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
ら
を
自
己
自
身
と
の
緊
張
に
置

く
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
上
で
、
プ
ラ
ン
シ
ョ
の
言
葉
「
人
間
と
は
か
ぎ
り

な
く
破
壊
さ
れ
う
る
破
壊
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
を
解
説
し
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
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こ
の
定
式
化
に
合
意
さ
れ
て
い
る
逆
説
の
構
造
を
よ
く
考
え
て
み
て
い
た

だ
き
た
い
。
人
聞
が
限
り
な
く
破
壊
さ
れ
う
る
破
壊
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ

る
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
破
壊
す
べ
き
、
あ
る
い
は
見
い
だ
し
な
お
す

べ
き
人
間
の
本
質
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
人
間
と
は
か
ぎ
り
な
く

自
己
自
身
に
欠
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
、
つ
ね
に
す
で
に
自
分
自
身
か
ら
分

か
た
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
聞
が
か
ぎ
り

な
く
破
壊
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
破
壊
を

超
え
た
と
こ
ろ
に
、
ま
た
、
こ
の
破
壊
の
な
か
に
あ
っ
て
、
つ
ね
に
な
に
も

の
か
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、
人
間
と
は
こ
の
残
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ

れ
ら
を
も
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
前
掲
書
、
八
七
頁
）

3 

つ
ま
り
残
り
の
も
の
と
は
、
す
べ
て
の
切
断
や
分
割
を
超
え
る
た
め
の
差

異
を
廃
絶
す
る
原
埋
と
し
て
の
、
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
同
一
性
を
保
障

す
る
普
遍
性
の
、
場
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
先
に
あ
げ
た
排
中
律
の
論
理
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
な
ら

ば
、
「
あ
る
も
の
は

A

で
あ
る
か
、
非
A

で
あ
る
か
で
あ
っ
て
、
第
三
の
も

の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
が
排
中
律
の
論
理
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
非

A

で
な
い
も
の
と
い
う
第
三
一
の
存
在
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の

も
の
を
、
し
か
も
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
理
念
確
立
の
論
理
学
、
つ
ま
り
弁

証
法
を
立
て
た
の
が
へ
l

ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
排
中
の
原
理
に
つ
い

て
、
「
矛
盾
を
避
け
よ
う
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
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矛
盾
を
犯
す
、
有
限
な
悟
性
の
命
題
で
あ
る
」
と
述
べ
、
A
は
＋

A
か
一
A

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
＋
で
も
一
で
も
な
く
、
し
か
も
＋
で

も
一
で
も
あ
り
得
る
A

そ
の
も
の
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
プ

ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
で
さ
え
、
ゼ
ロ
を
第
三
の
も
の
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
と
し
、
「
＋
と
一
の
よ
う
な
空
虚
な
悟
性
的
対
立
で
も
、

ま
さ
に
数
や
方
向
な
ど
の
よ
う
な
抽
象
物
に
お
い
て
は
、
そ
の
場
所
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
」
（
「
小
論
理
学
下
」
松
村
一
人

訳
、
二
九
頁
、
一
九
七
八
、
九
、
岩
波
文
庫
）
と
言
っ
て
い
る
。
へ
l

ゲ
ル

に
と
っ
て
こ
の
第
三
の
も
の
と
は
、
対
立
す
る
も
の
が
統
一
す
る
普
遍
の
場

で
も
あ
っ
た
。
定
立
、
反
定
立
、
総
合
の
総
合
と
は
、
こ
う
し
た
普
遍
の
場

へ
の
帰
還
と
統
一
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
弁
証
法
を
基
礎
づ
け
る
の
に
へ
｜
ゲ
ル
が
用
い
た
言
葉
が
、

〉
丘
町
田
宮
ロ
（
止
揚
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
言
葉
が
、
パ
ウ
ロ
の
手
紙
を
訳

し
た
ル
タ

l

の
翻
訳
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
強
調
し

て
い
る
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
七
章
五
、
六
節
の
言
葉
、
「
わ

た
し
た
ち
が
肉
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
聞
は
、
罪
へ
誘
う
欲
情
が
律
法
に

よ
っ
て
五
体
の
中
に
働
き
、
死
に
至
る
実
を
結
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
今

は
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
を
縛
っ
て
い
た
律
法
に
対
し
て
死
ん
だ
者
と
な

り
、
律
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
文
字
に
従
う
古
い
生
き

方
で
は
な
く
、
ぷ
デ
に
従
う
新
し
い
生
き
方
で
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
」
（
新
共
同
訳
）
の
中
の
「
死
ん
だ
者
と
な
り
」
に
あ
た
る
部
分

の
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
の
言
葉
町
内
忠
男
宮
匹
冊
目
自
に
基
づ
く
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
動
詞
カ
タ
ル
ゲ
オl

（
日
宮
守m
g
）
は
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
の
「
語

葉
宝
鑑
」
に
よ
っ
て
、
「
行
為
に
な
く
無
効
な
状
態
に
引
き
戻
す
、
行
い
を

停
止
さ
せ
る
、
取
り
除
く
、
廃
止
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
本
質
的
に
新
約

聖
書
の
も
の
だ
と
い
う
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
さ
ら
に
そ
れ
を
強
調
し
て
、
純
粋

に
パ
ウ
ロ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
パ
ウ
ロ
の
手
紙
同
文
中
の

「
欲
望
が
律
法
に
よ
っ
て
五
体
の
中
に
働
き
」
の
働
き
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
文

g

角

c
mヨ
ユO

（
作
動
さ
せ
る
、
活
性
化
す
る
）
と
の
語
源
的
対
置
と
し
て

示
さ
れ
て
あ
る
の
に
注
目
し
て
、
「
カ
タ
ル
ゲ
オ

l

は
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
（
現

勢
化
）
か
ら
逃
れ
出
さ
せ
る
こ
と
（
受
動
形
で
は
、
も
は
や
働
き
に
な
い
こ

と
、
宙
吊
り
状
態
に
あ
る
こ
と
）
を
指
し
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
つ
ま
り
「
メ
シ
ア
的
な
カ
タ
ル
ゲ
｜
シ
ス
は
、
た
ん
に
廃
棄
す
る
の
で

は
な
く
、
保
存
し
、
成
就
へ
と
も
た
ら
す
の
で
あ
る
」
（
前
掲
書
、
一
五
七

頁
）
と
も
言
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
わ
た
し
た
ち
は
信
仰
に
よ
っ
て
、
律
法
を
無
に
す
る
の
か
。

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
律
法
を
確
立
す
る
の
で
す
」
（
ロ
l

マ

の
信
徒
へ
の
手
紙
三
章
三
一
節
）
と
い
う
バ
ウ
ロ
の
言
葉
は
、
純
然
た
る
メ

シ
ア
的
な
用
語
で
あ
り
、
信
仰
と
福
音
の
可
能
態
の
効
果
に
よ
る
律
法
の
変

容
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
へ
l

ゲ
ル
は
止
揚
さ
れ
た
も
の
が
、
無

に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
無
限
の
順
延
と
し
て
の
時
間
、
つ
ま
り
普

遍
を
付
加
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
世
俗
化
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
と
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
廃
棄
、
保

存
、
成
就
と
い
う
メ
シ
ア
的
時
間
と
は
、
「
い
ま
L
の
不
可
把
捉
性
と
し
て
、
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表
象
さ
れ
た
時
間
に
断
絶
と
遅
延
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時

間
に
補
足
あ
る
い
は
無
限
の
順
延
を
付
加
す
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ

の
時
間
表
象
の
表
出
を
完
了
さ
せ
、
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
「
突

破
口
」
な
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
彼
は
、
メ
シ
ア
的
時
間
に
つ
い
て
、
特
に
パ
ル
l
シ
ア
（
宮

E
o
s

－E

傍
ら
に
在
る
こ
と
）
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
に
注
目
し
、
「
メ
シ
ア
的
臨
在

（
パ
ル
l
シ
ア
）
は
、
自
分
自
身
の
傍
ら
に
存
在
し
て
い
る
」
と
言
い
、
さ

ら
に
「
メ
シ
ア
は
す
で
に
到
来
し
て
い
る
、
メ
シ
ア
的
出
来
事
は
す
で
に
成

就
し
て
い
る
、
け
れ
ど
も
、
そ
の
臨
在
は
そ
の
内
側
に
も
う
ひ
と
つ
の
時
聞

を
含
ん
で
い
て
、
バ
ル
l

シ
ア
を
遅
延
さ
せ
る
た
め
に
で
は
な
く
、
逆
に
パ

ル
1

シ
ア
を
把
捉
で
き
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
パ
ル
l
シ
ア
を
引
き
延
ば

す
の
で
あ
る
」
（
前
掲
書
一
一
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
カ
タ
ル
ゲ

オ
！
と
い
う
語
義
に
含
ま
れ
る
廃
棄
と
は
、
た
ん
に
そ
こ
で
自
己
が
「
死
ん

だ
者
」
と
な
っ
て
無
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
無
化
の
状
態
の
ま
ま

保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
シ
ア
到
来
の
事
実
で
あ
る
パ
ル
｜
シ
ア
を

把
捉
で
き
る
よ
う
に
成
就
さ
れ
る
、
こ
の
メ
シ
ア
的
時
間
の
全
体
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
契
機
と
な
る
否
定
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
否
定
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
同
一
性
そ
の
も
の

が
、
そ
こ
で
は
廃
棄
、
無
化
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

依
然
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

残
余
と
永
遠
｜
｜
受
難
の
文
芸
序
説
｜
｜

メ
シ
ア
の
到
来
は
、
神
の
律
法
の
完
成
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
出
来
事

は
す
で
に
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
時
間
と
い
う
の
は
、
そ
の

臨
在
の
把
捉
に
至
る
た
め
の
引
き
延
ば
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
引
き
延
ば
し
の
時
間
と
は
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
瞬
間
と
は
一
致
す
る
こ

と
の
な
い
カ
イ
ロ
ス
的
（
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
操
作
時
間
と
い
う
概
念
を
考
え
て

い
る
）
時
間
で
あ
る
。
た
と
え
ば
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
第
二
章
二
節
に
、

神
が
天
地
創
造
を
完
成
し
て
安
息
に
入
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
「
第
七

の
日
に
、
神
は
御
自
分
の
仕
事
を
完
成
さ
れ
、
第
七
日
の
目
に
、
神
は
御
自

分
の
仕
事
を
離
れ
、
安
息
な
さ
っ
た
」
こ
の
文
言
に
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
が

あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
七
十
人
訳
聖
書
で
は
、
創
造
の
作
業
が
終

わ
っ
た
日
を
、
別
の
「
第
六
日
に
」
と
し
て
修
正
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
『
創
世
記
ラ
パ
l
』
と
し
て
知
ら
れ
る
ラ
ビ
の
注
釈
書
は
、
「
お
よ
そ
時

な
る
も
の
を
知
ら
な
い
人
間
は
、
世
俗
の
時
聞
か
ら
な
に
も
の
か
を
取
り
、

そ
れ
を
聖
な
る
時
間
に
付
与
す
る
。
し
か
し
、
聖
人
は
、
あ
り
が
た
い
こ
と

に
も
、
時
な
る
も
の
を
知
っ
て
い
て
、
ほ
ん
の
肌
一
枚
の
と
こ
ろ
で
安
息
日

に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
注
釈
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
け

て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
「
安
息
日
メ
シ
ア
的
時
間
は
、
他
の
日
々
と
均

質
な
も
う
ひ
と
つ
の
日
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
時
間
の
う
ち
に

あ
っ
て
、
－
肌
一
枚
の
と
こ
ろ
で
｜
時
聞
を
把
捉
し
、
そ
れ
を
完
成
に
導
く

こ
と
が
で
き
る
内
的
な
断
絶
な
の
だ
」
（
同
書
一
二
ハ
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
的
な
断
絶
の
瞬
間
、
あ
る
い
は
時
間
、
そ
れ
が
「
残
り
の

時
し
な
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

5 



残
余
と
永
遠
｜
｜
受
難
の
文
芸
序
説
｜
｜

四

し
か
し
、
あ
る
い
は
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
「
残
り
の
時
」
は
、

メ
シ
ア
臨
在
の
可
能
性
、
そ
れ
に
目
覚
め
る
人
間
の
側
か
ら
の
信
仰
を
保
障

す
る
希
望
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
己
同
一
性
が
否
定
さ

れ
、
廃
棄
さ
れ
、
無
化
さ
れ
る
こ
と
が
、
未
来
に
保
障
さ
れ
た
メ
シ
ア
到
来

に
結
び
つ
く
と
き
に
は
、
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
最
も
根
源
的
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
十
字
架
上
の
「
刑
死
」
と
い
う
事
実
に
深
く
か
か
わ
る
事
柄
で
も
あ
る
。

大
貫
隆
は
、
「
苦
難
を
『
用
い
る
』
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
十
字
架
の
苦
難
の

神
学
」
（
『
受
難
の
意
味
』
宮
本
久
雄
、
大
貫
隆
、
山
本
瀦
編
著
、
ニ
O
O

六
、
七
、
一
O
、
東
京
大
学
出
版
会
、
所
収
）
で
、
原
始
エ
ル
サ
レ
ム
教
会

の
嫡
罪
信
仰
が
、
十
字
架
に
よ
る
凄
惨
な
刑
死
で
あ
る
事
実
を
消
し
て
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
「
わ
た
し
た
ち
の
罪
の
た
め
に
」
死
ん
で
く
だ
さ
っ
た

と
い
う
、
出
来
事
の
有
意
味
性
の
方
へ
重
心
を
移
動
さ
せ
た
と
指
摘
し
、

「
イ
エ
ス
の
『
死
』
は
贈
罪
の
出
来
事
、
つ
ま
り
救
い
の
出
来
事
だ
と
い
う

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、

そ
の
イ
エ
ス
の
死
は
残
酷
極
ま
り
な
い
方
法
で
の
処
刑
で
あ
っ
た
と
い
う

『
死
の
形
』
が
忘
却
さ
れ
て
い
き
、
逆
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
『
死
』
と

い
う
抽
象
的
な
表
現
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
」
と
言
う
。
（
同
書
三
二
頁
）

こ
れ
に
対
し
て
、
パ
ウ
ロ
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
は
、
モ
l

ゼ
律
法

で
言
え
ば
、
木
に
か
け
ら
れ
て
呪
わ
れ
た
者
の
死
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
市
民
の 目

か
ら
は
奴
隷
の
処
刑
法
に
よ
る
唾
棄
す
べ
き
死
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
意

識
し
て
い
た
と
し
、
イ
エ
ス
の
刑
死
は
、
律
法
の
枠
外
に
イ
エ
ス
を
棄
却
し

た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
自
身
が
自
ら
を
棄
却
し
た
行
動
で
も
あ
っ
て
、

律
法
の
拘
束
力
が
棄
却
さ
れ
る
、
こ
の
棄
却
を
、
パ
ウ
ロ
は
カ
タ
ル
ゲ
オ
！

と
い
う
動
詞
で
表
し
て
、
罪
に
死
す
べ
き
こ
の
体
に
存
在
の
命
を
与
え
る
神

と
の
出
会
い
の
契
機
と
し
た
の
で
あ
る
と
言
う
。
（
同
四
六
頁
）

ま
た
特
に
、
イ
エ
ス
の
死
は
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
購
罪
と
し
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
十
字
架
上
の
呪
わ
れ
た
刑
死
と
い
う
苦
難
の
極
み

で
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
パ
ウ
ロ
の
言
及
に
沿
っ
て
強
調
し
た
の
は
、
青
野
太

潮
で
あ
っ
た
。
（
「
『
十
字
架
の
神
学
』
の
成
立
」
一
九
八
九
、
六
、
二O、

ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
二
五
頁
）
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
死
が
、
人
間
の
罪
の
購

ぃ
、
救
い
の
出
来
事
と
し
て
、
い
わ
ば
栄
光
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す

る
教
義
の
成
立
は
、
制
度
と
し
て
の
教
会
存
立
に
と
っ
て
、
実
に
分
か
り
ゃ

す
く
信
徒
を
安
心
さ
せ
信
頼
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
イ
エ
ス
を
実

体
的
な
し
る
し
と
し
、
あ
る
い
は
卓
越
し
た
「
人
格
性
」
の
完
成
と
い
う
御

札
の
よ
う
な
虚
像
に
も
し
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
る
。

十
字
架
の
苦
難
と
は
、
青
野
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
弱
く
愚
か
で
、
悲

惨
の
極
み
」
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
面
は
、
マ
ル
コ
、
マ
タ
イ
両
福
音
書

に
、
十
字
架
上
で
の
イ
エ
ス
の
絶
叫
と
し
て
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
マ
タ

イ
で
は
「
エ
リ
、
ェ
リ
、
レ
マ
、
サ
パ
ク
タ
ニ
」
（
二
七
一
四
六
）
、
マ
ル
コ

で
は
「
エ
ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
－
こ
（
一
五
二
二
四
）
。
新
共

同
訳
聖
書
で
は
、
こ
の
訳
と
し
て
共
に
、
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
ぜ
わ
た
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し
を
お
見
捨
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
」
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
後
再
び
高
く
叫

ば
れ
て
死
ん
だ
と
な
っ
て
い
る
が
、
ル
カ
で
は
こ
の
絶
叫
が
「
父
よ
、
わ
た

し
の
霊
を
御
手
に
ゆ
だ
ね
ま
す
」
（
一
二
二
四
六
）
と
な
っ
て
お
り
、
ヨ
ハ

ネ
で
は
「
成
し
遂
げ
ら
れ
た
し
（
一
九
二
二
O
）
と
言
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。十

字
架
の
イ
エ
ス
、
そ
の
最
後
の
叫
び
に
見
ら
れ
る
、
こ
れ
ら
一
初
音
警
の

対
極
的
な
証
言
の
記
述
に
は
、
神
と
人
と
の
渡
り
得
な
い
裂
け
目
、
あ
る
い

は
深
淵
を
前
に
し
た
人
間
の
驚
惇
と
絶
望
と
歓
喜
と
が
、
交
々
反
響
し
合
っ

て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
マ
ル
コ
、
マ
タ
イ
両
福
音
書
で
は
、
十
字
架

上
の
イ
エ
ス
の
苦
難
の
す
べ
て
を
見
た
証
人
と
し
て
、
百
人
隊
長
を
と
り
あ

げ
、
「
本
当
に
、
こ
の
人
は
神
の
子
だ
っ
た
」
と
い
う
証
言
を
置
い
て
い
て
、

こ
の
深
淵
へ
の
架
け
橋
を
わ
ず
か
に
引
き
つ
な
ご
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
架
け
橋
は
、
己
の
弱
さ
、
愚
か
し
さ
、
苦
難
と
お
の
の
き
、
そ
う
し
た

悲
惨
さ
か
ら
の
解
放
と
し
て
見
え
て
く
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
幻
想

で
も
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
悲
惨
さ
の
た
だ
中
で
、
絶
望

的
な
叫
び
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
神
を
意
識
し
続
け
る
こ
と
、
た
と
え
ば
架

け
橋
の
存
在
不
可
能
性
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
可
能
性
が
明
ら
か
に
な
る
と

い
う
逆
説
的
な
出
来
事
と
し
て
、
踏
み
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
に
、
実
は
架
け
橋

の
上
を
歩
ん
で
い
た
と
い
う
出
来
事
も
出
現
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

か
。
架
け
橋
は
単
純
に
そ
こ
や
彼
処
に
在
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
可
能

性
の
中
に
こ
そ
あ
る
。
そ
し
て
不
可
能
性
の
可
能
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ

そ
、
自
由
の
本
来
の
意
味
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

残
余
と
永
遠
｜
｜
受
難
の
文
芸
序
説
｜
｜

五

十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
最
後
の
姿
が
、
四
つ
の
福
音
書
で
、
ま
さ
に
引
き

裂
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
旧
約

聖
書
の
天
地
創
造
の
第
七
日
日
の
神
の
安
息
に
見
ら
れ
る
、
す
で
に
触
れ
た

w

肌
一
枚
の
と
こ
ろ
で
μ

の
内
的
時
間
、
そ
の
断
絶
の
瞬
間
を
改
め
て
思
い

起
こ
さ
せ
る
。
証
言
が
こ
の
よ
う
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
が

言
い
尽
く
さ
れ
た
後
で
も
、
残
さ
れ
た
時
川
は
、
ど
こ
ま
で
も
残
さ
れ
続
け

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
残
余
が
永
遠
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

A
M
 意

識
と
時
間
、
可
能
と
不
可
能
、
こ
の
逆
説
に
満
ち
た
裂
け
目
に
つ
い

て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
全
体
性
と
無
限
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

7-

い
ヲ
令
。

意
識
と
は
暴
力
へ
の
抵
抗
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
暴
力
を
回
避
す
る
の
に

必
要
な
時
間
を
意
識
が
残
す
か
ら
だ
。
人
川
の
自
由
は
、
不
自
由
が
未
来
で

あ
る
こ
と
、
最
小
限
で
あ
っ
て
も
い
つ
で
も
な
お
未
来
で
あ
る
こ
と
に
あ

る
。
つ
ま
り
、
な
お
も
残
さ
れ
て
い
る
時
川
を
か
い
し
て
切
迫
す
る
、
暴
力

を
予
見
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
意
識
的
で
あ
る
と
は
時
聞
を
有

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
未
来
を
先
ど
り
し
、
そ
れ
を
早
め
る
こ
と
で
現
在

を
あ
ふ
れ
出
る
の
で
は
な
く
、
現
在
か
ら
の
隔
た
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
c

そ
れ
は
、
到
来
す
べ
き
存
在
と
関
係
す
る
か
の
よ
う
に
関
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係
し
、
存
在
に
よ
る
圧
迫
を
す
で
に
こ
う
む
り
な
が
ら
も
、
存
在
に
対
し
て

隔
た
り
を
確
保
す
る
。
自
由
で
あ
る
と
は
、
暴
力
の
脅
威
の
も
と
で
じ
ぷ
ん

自
身
が
失
墜
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
い
く
ば
く
か
の
時
聞
を
有
し
て
い

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
：
：
：
苦
し
み
に
よ
っ
て
、
自
由
な
存
在
は
自
由
で
あ

る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
不
自
由
な
も
の
で
あ
る
こ
の
存
在

も
な
お
自
由
な
の
で
あ
る
。
苦
し
み
は
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
な
い
苦
し
み
の
意

識
で
あ
る
が
ゆ
え
に
苦
痛
に
対
し
て
隔
た
り
を
も
ち
つ
づ
け
、
し
た
が
っ
て

ま
た
苦
し
み
が
英
雄
的
な
意
志
に
反
転
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
運
動
の
自

由
を
す
べ
て
奪
わ
れ
た
意
識
が
現
在
に
対
し
て
な
お
最
小
限
の
隔
た
り
を
有

し
て
い
る
こ
の
状
況
、
そ
れ
で
も
絶
望
的
な
し
か
た
で
行
為
と
希
望
に
転
じ

よ
う
す
る
、
こ
の
究
極
的
な
受
動
性
が
「
忍
耐
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
う

む
る
と
い
う
受
動
性
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
統
御
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
忍
耐
に
お
い
て
、
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
（
ア
ン
ガ

ジ
ュ
マ
ン
）
た
だ
な
か
で
身
を
引
き
離
す
こ
と
（
デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
）
が
達
成

さ
れ
て
い
る
。
（
「
全
体
性
と
無
限
・
下
」
熊
野
純
彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
二

O
O
六
、
一
、
一
七
、
二
ニ
二1

一
三
五
頁
）

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
こ
こ
で
言
う
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
と
デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
の
同

時
達
成
と
は
、
忍
耐
で
あ
る
と
共
に
、
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
に
引
き
つ
け
て

言
い
直
す
な
ら
ば
、
悲
惨
と
栄
光
と
の
同
時
達
成
で
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
同
時
達
成
の
な
か
に
、
苦
難
の
た
だ
な
か
に
あ
り
つ
つ
も
、
そ
の

苦
難
を
「
用
い
る
」
と
い
う
距
離
感
が
生
じ
る
余
地
も
あ
る
。
大
貫
隆
は
、

パ
ウ
ロ
が
「
苦
難
を
誇
る
」
と
語
る
言
い
方
（
ロl
マ
五
二
二
、
二
一
一
一

二
、
コ
リ
ン
ト
E

一
二
一
五
、
そ
の
他
）
の
う
ち
に
、
独
特
の
弁
証
法
的
な

「
距
離
感
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
苦
難
を
嘆
き
悲
し
む
こ
と
に
よ
っ
て

「
所
有
さ
れ
る
」
状
態
か
ら
脱
す
る
道
は
、
唯
一
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て

「
用
い
る
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
「
イ
エ
ス
の
時
」
、
岩
波
書
店
、

二
O
O
六
、
五
、
二
三
、
一
八
三
頁
）
確
か
に
バ
ウ
ロ
は
そ
の
伝
道
途
上
に

お
い
て
、
実
に
様
々
な
苦
難
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
具
体
的
に
列
挙
し
な

が
ら
悲
惨
と
栄
光
に
つ
い
て
の
弁
証
法
的
な
叙
述
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
六
章
八
節
か
ら
十
節
で
あ
る
。

栄
光
と
恥
辱
と
に
よ
っ
て
、
悪
評
と
好
評
に
よ
っ
て
［
、
己
を
示
し
て
い

る
］
。
私
た
ち
は
、
人
を
惑
わ
す
者
で
い
て
、
同
時
に
真
実
な
者
で
あ
り
、

人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
者
で
い
て
、
同
時
に
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
死
ん

で
い
る
者
で
い
て
、
同
時
に
、
見
よ
、
生
き
て
い
る
者
で
あ
り
、
懲
ら
し
め

ら
れ
て
い
る
者
で
い
て
、
同
時
に
殺
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
者
で
あ
り
、
悲
し

ん
で
い
る
者
で
い
て
、
し
か
し
常
に
喜
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
貧
し
い
者

で
い
て
、
し
か
し
多
く
の
人
を
富
ま
せ
る
者
で
あ
り
、
何
も
も
た
な
い
者
で

い
て
、
同
時
に
す
べ
て
を
も
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
は
岩
波
書
店

版
新
約
聖
書
第
四
分
冊
、
「
パ
ウ
白
書
簡
」
一
九
九
六
、
八
、
一
三
七
頁
、

を
使
用
）

-8ー

ま
た
パ
ウ
ロ
は
、
ロ
l
マ
人
へ
の
手
紙
八
章
二
六
節
で
、
苦
難
と
苦
痛
の



極
み
に
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
つ
い
て
、
「
H

霊
μ
も
弱
い
わ
た
し
た
ち
を
助

け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
ど
う
祈
る
べ
き
か
を
知
り
ま
せ
ん

が
、
4
F
自
ら
が
、
一
言
葉
に
表
せ
な
い
う
め
き
を
も
っ
て
執
り
成
し
て
く

だ
さ
る
か
ら
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
言
葉
に
言
い
表
せ
な
い
霊

の
う
め
き
を
、
意
識
に
よ
る
距
離
感
を
も
っ
て
用
い
、
言
葉
に
よ
っ
て
問
い

続
け
、
向
き
合
う
と
こ
ろ
に
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
文
芸
に
と
っ
て
の
ア
ポ
リ

ア
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
故
の
文
芸
的
意
味
も
あ
る
と
一
言
守
え
る
の
で
は
な
い
か
。

9 
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