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「
太
陽
は
神
様
（
で
あ
る
、
で
あ
っ
た
）」
と
言
わ
れ
た
り
、
読
ん
だ
り
す
る
と
き
、
現
代
の
私
た
ち
は
ど
ん
な

ふ
う
に
思
う
で
し
ょ
う
か
。
た
い
て
い
は
、相
手
が
何
を
言
い
た
い
の
か
、状
況
や
前
後
の
文
脈
か
ら
察
し
て
、「
そ

う
で
す
ね
」
と
相
づ
ち
を
打
っ
た
り
、
特
定
の
文
化
を
報
告
す
る
興
味
深
い
記
事
だ
と
思
っ
た
り
す
る
で
し
ょ
う

が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
特
殊
な
信
念
を
主
張
す
る
変
わ
っ
た
人
だ
と
後
ず
さ
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、｢

太
陽｣

と
「
神
様
」
を
（be

動
詞
で
）
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
一
呼
吸
お
い

た
反
応
を
求
め
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
天
体
」
と
「
神
様
」
は
、い
ず
れ
も
近
代
を
境
目
に
、大
き
く
異
な
っ
た
受
け
止
め
ら
れ
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
の
代
表
で
し
ょ
う
。
ち
ょ
っ
と
哲
学
を
囓か

じ

っ
た
大
学
生
く
ず
れ
な
ら
、
そ
も
そ
も
近
代
以
前
と
以
後
と
で

同
じ
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
問
題
に
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
ま
で
堅
い
こ
と

を
言
わ
な
く
て
も
、
現
代
の
私
た
ち
は
、「
太
陽
」
に
せ
よ
「
神
様
」
に
せ
よ
、
と
て
も
よ
く
知
っ
て
い
る
お
な

じ
み
の
単
語
の
つ
も
り
で
口
に
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
い
く
ら
か
覚お

ぼ

束つ
か

な
い
気
分
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
覚
束
な
さ
を
手
が
か
り
に
、
私
た
ち
の
言
葉
の
使
い
方
と
世
界
認
識
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、「
お
題
」

を
め
ぐ
る
小
さ
な
報
告
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
太
陽
は
神
様
か
」
　―
21
世
紀
の
庶
民
感
覚
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ま
ず
は
「
太
陽
は
神
様
で
あ
る
」
の
引
き
起
こ
す
困
惑
、
覚
束
な
い
気
分
の
原
因
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
太
陽
は
恒
星
で
あ
る
」
や
「
太
陽
は
惑
星
で
あ
る
」
は
真
偽
の
問
え
る
命
題
な
の
に
、「
太
陽
は
神
様
で
あ
る
」

は
そ
う
い
う
種
類
の
命
題
で
は
な
い
。
そ
う
私
た
ち
は
一
瞬
に
し
て
判
断
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
だ
と

も
言
え
ま
す
。｢
恒
星
で
あ
る
」（
と
述
語
づ
け
る
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
き
っ
ち
り
ど
こ
か
で
規
定
さ
れ
て

い
る
と
思
え
ば
、
困
惑
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
そ
の
規
定
を
知
ら
な
い
場
合
は｢

わ
か
り
ま
せ
ん
」

で
済
む
話
で
す
し
、何
か
思
い
違
い
し
て
い
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
。｢

神
様
で
あ
る
」

の
方
は
、
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

他
方
で
、
私
た
ち
は
、
思
い
が
け
な
い
も
の
同
士
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
き
も
、
新
し
い
表
現
と
し
て
受
け
入

れ
る
余
地
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。成
功
し
た
詩
人
や
預
言
者
は
、そ
う
い
う
力
を
も
つ
フ
レ
ー

ズ
を
見
つ
け
出
し
て
、
私
た
ち
の
世
界
認
識
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
人
た
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
新
し
さ
と

と
も
に
説
得
力
の
あ
る
表
現
と
し
て
直
ち
に
、あ
る
い
は
ゆ
っ
く
り
と
共
感
が
ひ
ろ
が
り
、人
々
に
浸
透
し
て
い
く
。

そ
う
い
う
表
現
を
生
む
人
た
ち
を
構
成
員
の
内
部
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
に
固
有
の
言
語
の
あ
り

方
と
し
て
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
誰
か
が
や
み
く
も
に
言
葉
を
結
び
つ
け
て
、
例
え
ば
「
太
陽
は
蟹か

に

で

あ
る
」
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。「
え
っ
、
何
の
こ
と
？
」
と
聞
き
返
す
の
が

普
通
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、「
神
様
で
あ
る
」の
方
は
、そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
違
い
は
何
な
の
で
し
ょ

う
か
。

一
つ
の
答
え
方
は
、「
太
陽
」
と
「
神
様
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
組
み
合
わ
せ
だ
か
ら
、

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
神
話
や
伝
承
が
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
大
昔
の
誰
か
が
そ
う
言
い
出
し



68

て
そ
れ
な
り
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
、
と
現
代
の
私
た
ち
は
想
像
で
き
る
。
け
れ
ど
蟹
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は

な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
説
明
は
、「
神
様
で
あ
る
」
は
「
蟹
で
あ
る
」
よ
り
は
ス
ム
ー
ズ
だ
け
れ
ど
、「
恒
星
で
あ
る
」
ほ
ど
に
は

素
早
く
反
応
で
き
な
い
表
現
だ
と
い
う
こ
と
を
幾
ら
か
納
得
さ
せ
て
く
れ
ま
す
が
、「
神
様
で
あ
る
」
が
も
た
ら

す
困
惑
は
説
明
し
て
く
れ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

文
脈
か
ら
読
み
取
る

私
た
ち
は
「
太
陽
」
の
こ
と
を
、「
神
様
」
よ
り
は
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。「
太
陽
」
か

ら
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

私
た
ち
が
言
葉
に
接
す
る
と
き
、単
語
だ
け
が
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。

誰
か
が
一
声
、
単
語
だ
け
発
し
た
（「
太
陽
！
」）
な
ど
と
い
う
と
き
で
も
、
そ
の
特
定
の
状
況
の
中
で
、
そ
れ
が

理
解
さ
れ
る
こ
と
を
発
言
者
は
期
待
し
て
い
る
は
ず
で
す
（「
雲
の
間
か
ら
太
陽
が
見
え
始
め
た
よ
！
」）。
私
た

ち
が
文
を
理
解
す
る
と
き
、単
語
の
意
味
を
私
た
ち
は
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
文
の
中
で
読
み
取
っ
て
い
ま
す（
単

純
に
済
ま
せ
た
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、
ご
く
短
い
文
を
想
定
し
て
く
だ
さ
い
）。
他
方
、
単
語
の
意
味
は
そ
の

文
の
意
味
が
成
立
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
は
ず
で
、
文
が
意
味
を
持
て
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ

も
そ
の
文
自
体
が
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
文
を
構
成
し
て
い
る
単
語
の
使
わ
れ
方
（
た
と
え
ば
比
喩
と

し
て
）
を
読
み
手
が
知
ら
な
い
た
め
に
意
味
を
と
れ
な
い
の
か
、
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。（
注
１
）

例
え
ば
、
同
じ
日
の
朝
刊
で
、
ち
ょ
っ
と
不
気
味
な
太
陽
の
黒
点
の
変
化
に
つ
い
て
、
物
理
学
者
に
よ
る
一
般
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向
け
の
解
説
記
事
を
読
ん
だ
直
後
に
、
別
の
ペ
ー
ジ
で
「
○
○
さ
ん
は
、
こ
の
施
設
の
皆
さ
ん
の
太
陽
で
す
」
と

読
ん
で
も
、
私
た
ち
は
当
惑
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
「
太
陽
」
と
い
う
単

語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
適
切
に
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、「（
太
陽
は
）
神
様
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
（
命
題
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
文

脈
で
あ
れ
ば
困
惑
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
み
る
と
、
や
は
り
、
少
し
話
は
少
し
違
う
よ
う
で
す
。
も
う
少

し
丁
寧
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

さ
ら
に
別
の
ペ
ー
ジ
で
、
登
山
者
が
御
来
光
を
拝
ん
で
い
る
写
真
記
事
を
見
て
も
、
私
た
ち
は
そ
ん
な
に
驚
か

な
い
で
し
ょ
う
。
黒
点
の
記
事
を
書
い
た
物
理
学
者
が
そ
の
登
山
者
の
中
に
い
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
え
ま
す
。
現

代
の
山
小
屋
で
は
少
な
か
ら
ぬ
登
山
者
が
暗
い
う
ち
に
近
く
の
ピ
ー
ク
ま
で
出
か
け
て
行
き
ま
す
が
、
太
陽
が
顔

を
み
せ
る
と
自
然
に
拍
手
が
起
こ
っ
た
り
し
ま
す
。
手
を
合
わ
せ
て
拝
ん
で
い
る
人
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
場
面

に
遭
遇
す
る
と
き
、
そ
の
人
た
ち
を
特
別
な
信
仰
を
持
つ
人
た
ち
だ
と
思
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
三
つ
の
記
事
は
、
ど
れ
も
私
た
ち
に
、
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。
御
来
光
の

話
は
写
真
記
事
の
例
か
ら
で
し
た
が
、
い
わ
ば
振
る
舞
い
の
文
脈
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
み
れ
ば
、

手
を
合
わ
せ
て
い
る
人
た
ち
の
姿
を
奇
異
に
感
じ
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は

「
太
陽
」
に
つ
い
て
、
ど
の
表
現
も
す
ん
な
り
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
三
つ
の
例
は
、
実
は
ず
い
ぶ
ん

違
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
手
を
合
わ
さ
れ
て
い
る
対
象
は
何
な
の
か
、
気
に
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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天
体20

世
紀
後
半
か
ら
21
世
紀
に
か
け
て
歳
を
重
ね
た
私
た
ち
は
、
す
で
に
、
現
代
の
物
理
学
が
告
げ
る
、
も
の
凄

い
規
模
の
宇
宙
論
の
な
か
に
位
置
す
る
太
陽
系
の
話
を
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
同
じ
よ
う
に
ま
た
、
太
陽
を
中
心
に
し
て
回
っ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
の
惑
星
や
、
45
億
年
く
ら
い
前
に
で
き

た
（
し
か
も
「
神
様
」
な
し
に
）
ら
し
い
地
球
の
話
を
、
ご
く
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
義
務
教
育
に
よ
る
そ
れ
な
り
の
下
地
が
あ
れ
ば
、
そ
の
程
度
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
自
分
が
説
明

で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
と
も
、
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
人
た
ち
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
大
筋
で
は
疑
わ

な
い
、
そ
う
い
う
く
ら
い
に
は
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
「
現
代
」
の
一
員
で
あ
る

と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

も
う
ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
で
す
が
、
９
月
の
北
ア
ル
プ
ス
で
、
山
頂
の
山
小
屋
を
揺
す
る
ほ
ど
の
強
風
の
後
、

夜
中
に
起
き
出
し
て
文
字
通
り
満
天
の
星
空
の
下
に
立
ち
す
く
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
強
く

圧
倒
的
な
威
力
を
も
っ
て
輝
く
空
が
鳴
り
響
く
よ
う
で
、
そ
の
迫
力
に
魅み

い
ら
れ
な
が
ら
、
歯
の
根
が
合
わ
な
い

よ
う
な
寒
さ
と
昼
間
の
疲
れ
で
何
分
も
見
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
た
。
見
慣
れ
た
星
座
の
見
分
け
も
つ

か
な
い
ほ
ど
無
数
の
星
か
ら
浮
か
び
上
が
る
「
は
く
ち
ょ
う
座
」
は
襲
い
か
か
る
よ
う
に
翼
を
広
げ
て
、
悠
然
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ほ
ど
の
星
ぼ
し
を
恒
星
や
ほ
か
の
銀
河
系
と
し
て
意
識
し
て
い
る
脳
の
片
隅
が
、
さ
ら
に
震

え
を
助
長
し
ま
す
。
そ
の
孤
独
感
、
心
細
さ
は
太
陽
系
に
「
仲
間
」
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
で
し
た
。
現
代
の

私
た
ち
は
、「
太
陽
」
が
相
対
的
に
は
大
き
く
な
い
存
在
で
あ
る
と
語
る
「
知
識
」
を
脳
の
片
隅
か
ら
追
い
出
す



71

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
実
感
し
た
次
第
で
す
。

そ
れ
で
も
私
た
ち
は
、
初
日
の
出
や
御
来
光
を
な
に
か
し
ら
神
々
し
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
矛
盾
や
不
合
理
を

言
い
募
る
こ
と
も
な
く
、
手
を
合
わ
せ
て
い
る
人
の
ふ
る
ま
い
を
「
迷
信
」
だ
と
か
「
迷
妄
」
だ
と
蔑
む
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
的
な
意
味
を
仮
託
さ
れ
た
造
形
（
仏
像
や
十
字
架
の
よ
う
な
あ
る
種
の
シ
ン
ボ
ル
）
に
対
す

る
の
と
は
異
な
り
、誰
も
が
一
目
で
そ
れ
と
わ
か
る
対
象
に
向
け
ら
れ
る
ご
く
直
接
的
な
次
元
で
の
「
祈
り
」（
と

ま
で
言
っ
て
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
）
や
「
表
敬
」
は
、
む
し
ろ
、
ど
こ
か
で
、
ゆ
る
や
か
に
説
得
力
が
働

く
余
地
を
も
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
少
し
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
人
間
が
自
ら
の
文
化
的
な
環

境
を
整
合
的
な
も
の
と
し
て
再
構
成
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
過
程
で
必
要
に
な
る
、
あ
る
種
の
全
体
的
な
適
応
力

の
ひ
と
つ
の
反
映
か
も
し
れ
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

神
話
・
伝
承

　
「
神
様
」
は
、
た
い
て
い
ど
こ
の
文
化
で
も
（
ふ
つ
う
は
）
見
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
「
太
陽
」
は
、
文
字
通
り
上
空
に
あ
っ
て
、
誰
で
も
見
た
り
温
度
を
感
じ
た
り
で
き
る
よ
う
な
、
広
く
あ
ま

ね
く
知
ら
れ
て
い
る
存
在
で
す
。
天
候
が
気
に
な
る
農
耕
が
始
ま
っ
た
の
は
１
万
年
く
ら
い
前
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
前
か
ら
、人
類
は
そ
の
大
い
な
る
力
を
感
受
し
て
い
た
は
ず
で
し
ょ
う
。夜
と
昼
と
を
分
か
つ
、

他
の
何
に
も
比
べ
ら
れ
な
い
強
い
光
源
と
し
て
、
ま
た
、
日
射
し
か
ら
肌
に
直
接
感
じ
ら
れ
る
暖
か
さ
（
熊
本
で

な
ら
暑
さ
）
の
遠
い
遠
い
熱
源
と
し
て
。
そ
し
て
、
そ
の
威
力
と
超
絶
的
に
届
か
な
い
遙は

る

か
さ
の
認
識
は
、
私
た

ち
の
誰
も
が
今
で
も
共
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代
の
物
理
学
が
教
え
て
く
れ
る
燃
え
さ
か
る



72

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
塊
は
、
地
上
に
あ
っ
て
仰
ぎ
見
る
、
お
お
い
な
る
光
と
熱
の
源
と
し
て
、
大
昔
か
ら
受
け
止
め
ら

れ
て
き
た
で
し
ょ
う
。
信
仰
心
の
さ
き
が
け
と
な
る
「
恐
れ
」
や
「
待
ち
望
む
」
と
い
う
よ
う
な
感
情
は
、「
太
陽
」

と
い
う
遙
か
な
存
在
を
対
象
に
す
る
こ
と
で
宗
教
的
な
最
初
の
歩
み
を
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。多

く
の
神
話
や
伝
承
が
、
太
陽
を
「
神
的
な
も
の
」
と
し
て
伝
え
て
き
ま
し
た
。
世
界
中
の
い
ろ
い
ろ
な
神
話

の
起
源
が
大
も
と
で
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
太
陽
は
擬
人
化
さ
れ
て

男
性
神
に
な
っ
た
り
、
女
性
神
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
神
々
が
出
て
く
る
神
話
の
世
界
で
は
、

必
ず
し
も
飛
び
抜
け
て
一
番
と
い
う
位
置
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
太
陽
は
ど
の
神
話
に
お
い
て
も
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
特
別
な
グ
レ
ー
ド
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
何
万
年
も
か
け
て
、
人
類
の
言
語
が
成
立
し
て
き
た

過
程
で
、
自
然
現
象
は
そ
れ
ぞ
れ
の
及
ぼ
す
力
や
影
響
力
を
見
積
も
ら
れ
な
が
ら
「
神
々
」
と
し
て
識
別
さ
れ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
力
を
あ
ら
わ
す
神
々
へ
の
「
恐
れ
・
畏
れ
」
は
、
も
ち
ろ
ん
ず

い
ぶ
ん
後
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
、
人
間
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
認
識
（
有
限
や
無
常
）
を
反
映
す
る
、
戒

め
や
、
憐
れ
み
を
と
り
こ
ん
で
、
今
日
の
私
た
ち
が
「
神
話
・
伝
承
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
享
受
し
て

い
る
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

人
類
が
い
つ
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
を
も
つ
と
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
分
野
が
温
め
続

け
て
い
る
興
味
深
い
問
い
で
す
が
、
少
な
く
と
も｢

神
話
・
伝
承｣
の
成
立
す
る
こ
ろ
に
は
、
自
分
た
ち
を
い
つ

か
は
死
ぬ
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
す
し
、
亡
び
る
こ
と
の
意
味
も
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
限
界
も
、

幾
多
の
英
雄
伝
説
を
描
き
な
が
ら
か
み
し
め
て
い
っ
た
で
し
ょ
う
。そ
の
上
で
ま
た
、人
を
超
え
る
存
在
に
対
す
る
、
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人
間
的
な
営
み
の
も
つ
意
味
を
、
怒
り
や
ね
た
み
が
引
き
起
こ
す
多
く
の
事
件
、
悲
し
み
、
喜
び
、
愛
惜
、
な
ど

な
ど
に
彩
ら
れ
た
登
場
人
物
（
神
々
）
を
配
し
た
、「
作
品
」
と
し
て
共
有
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
各
地
の

神
話
文
学
は
、
抗
し
き
れ
な
い
力
を
発
揮
す
る
神
々
と
人
間
と
の
交
流
を
描
き
な
が
ら
、
人
間
と
神
格
化
さ
れ
る

力
と
の
関
係
を
測
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

太
陽
に
つ
い
て
、
熱
と
光
と
、
ど
ち
ら
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
太
陽
神

ヘ
ー
リ
オ
ス
は
、
燃
え
る
火
の
車
を
御
し
て
天
空
を
駆
け
て
い
き
ま
す
。
こ
の
父
の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

い
あ
ま
り
、
せ
が
ん
で
車
を
借
り
た
息
子
パ
エ
ト
ー
ン
は
、
こ
れ
を
制
御
し
き
れ
な
い
で
地
上
に
火
事
を
起
こ

し
、
最
後
は
大
神
ゼ
ウ
ス
に
よ
っ
て
墜
落
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
鳥
の
羽
を
蜜み

つ

蝋ろ
う

で
は
り
つ
け
、
巧
緻
な
空

飛
ぶ
翼
を
作
成
し
た
イ
カ
ロ
ス
父
子
の
話
で
は
、
戒
め
を
忘
れ
た
イ
カ
ロ
ス
が
太
陽
に
近
づ
き
す
ぎ
て
蜜
蝋
が
溶

け
、
墜
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。
イ
カ
ロ
ス
や
パ
エ
ト
ー
ン
を
墜
落
さ
せ
た
の
は
太
陽
神
ヘ
ー
リ
オ
ス
が
統
御
す
る

火
の
車
の
熱
で
し
た
が
、
他
方
、
わ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
が
弟
ス
サ
ノ
オ
の
乱ら

ん

暴ぼ
う

狼ろ
う

藉ぜ
き

に
失
望
し
て
岩
戸
に
こ
も
っ
て

し
ま
っ
た
と
き
、
皆
が
困
っ
た
の
は
光
な
き
世
界
の
混
乱
で
し
た
。
光
は
、
見
る
こ
と
、
見
分
け
る
こ
と
を
成
立

さ
せ
る
絶
対
的
条
件
で
あ
り
、
何
よ
り
も
「
知
」
に
結
び
つ
く
豊
富
な
メ
タ
フ
ァ
ー
に
満
ち
て
い
ま
す
。
最
強
の

光
源
は
、
人
々
に
「
見
る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
直
視
す
る
と
視
力
を
損
な
う
、
罰
の
あ
た
る
、
畏

れ
多
い
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
西
洋
で
は
「
光
」
が
強
調
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
図
と
し
て

挙
げ
た
「D

om
inus	illum

inatio	m
ea	

」
と
い
う
の
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
紋
章
と
し
て
、
こ
の
世
界
一
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の
大
学
出
版
局
に
よ
る
書
籍
の
多
く
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
１
）。
冊

子
体
を
開
い
た
図
柄
２
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
ラ
テ
ン
語
の
活
字
体
文
字
が
並
ん

で
い
る
だ
け
で
す
か
ら
、
３
単
語
か
ら
な
る
文
だ
と
は
気
づ
か
な
い
人
も
い
る

で
し
ょ
う
が
、
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
見
た
こ
と
の
あ
る
人
が
多
い
で
し
ょ
う
。

出
版
局
の
紋
章
と
し
て
は
16
世
紀
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
紋
章

の
由
来
に
は
、
西
洋
中
世
の
認
識
論
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る

「
照
明
説
」
と
い
う
や
っ
か
い
な
議
論
も
か
ら
む
の
で
す
が
、
と
も
か
く
、『
詩

篇
27
』
を
出
典
と
す
る
「
主
は
我
が
光
」
と
い
う
一
節
が
出
典
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
神
様
」
と
「
光
」

がbe

動
詞
で
（
ラ
テ
ン
語
は
こ
う
い
う
場
合
に
は
省
く
の
で
文
字
と
し
て
は
出
て
き
ま
せ
ん
）
つ
な
が
れ
て
い
る
、

身
近
な
例
で
し
ょ
う
。（
注
２
）

私
た
ち
日
本
人
は(

私
も
含
め
て)
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
言
説
が
西
洋
文
化
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
こ

と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
現
代
の
日
本
人
は
明
治
時
代
の
日
本
人
に
比
べ
て
、

は
る
か
に
「
西
洋
化
」
し
て
い
て
、
そ
の
分
（
宗
教
の
核
と
な
る
よ
う
な
精
神
的
な
骨
組
み
に
つ
い
て
は
別
と
し

て
）、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
に
も
親
し
ん
で
き
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
私
の
世
代
な

ど
は
、
テ
レ
ビ
の
珍
し
か
っ
た
子
ど
も
時
代
に
読
み
ふ
け
っ
た
少
年
少
女
文
学
全
集
と
い
う
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
も
幾
ら
か
親
し
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
行
っ
た
こ
と
も
な

い
の
に
、「
日
曜
学
校
」
な
る
と
こ
ろ
で
『
詩
篇
』（
の
一
節
が
印
刷
さ
れ
た
）
カ
ー
ド
集
め
に
熱
中
し
て
い
る
主

人
公
た
ち
を
懐
か
し
い
遊
び
仲
間
の
よ
う
に
思
い
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
ま
た
、
実
は
、
地
球 図１
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上
の
至
る
所
で
、
そ
の
地
域
に
特
有
の
神
話
と
し
て
で
あ
れ
、
近
代
化
と
並
行
し
た
キ
リ
ス
ト
教
系
の
「
西
洋
」

文
化
に
触
れ
な
が
ら
で
あ
れ
、子
ど
も
た
ち
は
、「
光
」
と
「
神
様
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
た
く
さ
ん
の
メ
タ
フ
ァ
ー

に
囲
ま
れ
て
育
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
圧
倒
的
な
太
陽
の
存
在
感
が
あ
ま
ね
く
共

有
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
に
は
太
陽
を
相
対
化
し
て
考
え
る
こ
と
さ
え
、

ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
、
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
代
人
の
多
く
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
地
球
」
と
い
う
言
い
方
を
、
普
通
に
使
う
で
し
ょ
う
。
町
と
か
国
と
か

で
は
な
く
、い
わ
ば
天
体
の
ス
ケ
ー
ル
で
「
地
球
」
を
対
象
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
現
代
人
は
痛
切
に
認
識
を
深
め
て
い
る
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
愛

情
と
も
懸
念
と
も
い
う
よ
う
な
複
雑
な
気
持
ち
を
内
に
醸
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。「
わ
た
し
た
ち
」は「
地

球
」
と
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
を
気
遣
う
責
務
が
あ
る
と
い
う
思
想
も
か
な
り
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
凡
人

の
私
な
ど
で
も
、
利
便
性
や
迅
速
性
に
惹
か
れ
て
エ
コ
に
反
す
る
選
択
を
し
た
と
自
覚
す
る
と
、
い
く
ら
か
自
責

の
念
を
感
じ
た
り
も
す
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
「
限
り
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
「
地
球
」
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て

い
て
、
も
っ
と
も
っ
と
ケ
ア
し
て
い
か
な
け
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
、
少
な
く
と
も
、
生
命
を
は
ぐ
く
む
と
い
う
よ

う
な
力
を
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
心
配
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
心
配
に
つ
い
て
は
、こ
こ
で
は
お
い
て
お
き
ま
す
。
し
か
し
、「
大
い
な
る
大
地
」や「
大お

お

海う
な

原ば
ら

」は
、も
は
や
、

私
た
ち
に
と
っ
て
「
か
ぎ
り
な
い
」
ゆ
た
か
さ
や
広
が
り
を
安
心
し
き
っ
て
託
す
こ
と
の
で
き
る
表
象
と
し
て
は

機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
代
わ
り
に
、
い
と
お
し
く
、
青
く
美
し
い
惑
星
と
し
て
、
私
た
ち
の
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未
来
も
含
め
て
奇
跡
の
よ
う
に
宇
宙
空
間
に
浮
か
ん
で
い
る
球
体
…
人
工
衛
星
が
も
た
ら
し
た
の
は
、表
象
の「
転

回
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
静
か
だ
け
れ
ど
否
応
な
し
に
私
た
ち
の
意
識
の
底
ま
で
浸
透
し
て
い
く
力
を
持
っ
た
映
像

で
し
た
。
人
間
の
営
み
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
よ
う
な
恐
る
べ
き
天
変
地
異
も
ま
た
、
こ
の
天
体
ご
と
、
私
た
ち
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

月
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

「
ま
あ
、月
は
、い
ち
お
う
、地
球
の
も
の
だ
」と
、誰
も
が
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ん
と
言
っ

て
も
、
世
界
中
の
小
学
生
が
天
体
の
運
動
や
太
陽
系
の
諸
惑
星
に
つ
い
て
学
習
す
る
時
代
で
す
。
誰
も
が
太
陽
と

地
球
と
月
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
主
従
の
よ
う
な
格
差
が
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
月
面
探
査
機
か
ら
の
映
像
に
も

見
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
ふ
と
見
上
げ
た
空
に
か
か
る
大
き
な
お
ぼ
ろ
月
や
冴
え
わ
た
る
名
月
に
息
を
の
む

瞬
間
の
ぜ
い
た
く
を
堪
能
し
つ
つ
、
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
写
真
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
を
忘
れ
き
れ
な
い
ま
ま
、「
見

え
る
」
限
り
の
も
の
と
し
て
愛
で
る
。
両
方
を
同
時
に
感
じ
な
が
ら
、
少
し
倒
錯
的
な
、
少
し
損
な
わ
れ
た
気
分

で
、
ど
こ
か
で
惜
し
む
の
は
、
私
の
よ
う
な
世
代
ま
で
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
あ
れ
、「
月
」
は
地
球
に

属
し
、
だ
か
ら
、
ま
あ
私
た
ち
の
も
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
太
陽
」
は
な
か
な
か
微
妙
な
心
理
的
距
離
感
を
抱
か
せ
ま
す
。
木
星
や
金
星
に
向
か
っ
て

「
太
陽
は
地
球
の
も
の
だ
」
と
は
言
い
張
れ
な
い
だ
ろ
う
な
、
と
小
学
生
も
思
う
で
し
ょ
う
。
惑
星
同
士
は
同
列

だ
、
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
ホ
ル
ス
ト
と
い
う
作
曲
家
が
太
陽
系
に
ち
な
ん
だ
『
惑
星
』
と
い

う
組
曲
を
書
い
て
い
ま
す
。
た
い
て
い
誰
で
も
が
「
木
星
」
だ
け
は
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
番
大
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き
な
惑
星
で
あ
る
木
星
に
、
ロ
ー
マ
神
話
の
最
高
神
ジ
ュ
ピ
タ
ー
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
分
、
太
陽

を
別
次
元
で
と
ら
え
る
気
持
ち
の
表
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
太
陽
系
の
範
囲
で
、
太
陽
が
別
格
で
あ
る
こ
と

を
、
地
球
の
住
人
た
る
私
た
ち
は
実
感
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

宇
宙
に
は
た
く
さ
ん
の
銀
河
系
が
あ
っ
て
、
わ
が
太
陽
系
は
そ
の
ま
た
小
さ
な
一
つ
に
過
ぎ
な
い
、
と
相
対
化

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
実
は
私
た
ち
は
、
あ
の
太
陽
を
「
超
別
格
」
と
で
も
い
う

よ
う
な
存
在
と
し
て
強
く
、
強
く
実
感
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
実
感
は
、
な
に
か

し
ら
ど
こ
か
で
、
私
た
ち
の
生
命
体
と
し
て
の
、
特
殊
な
生
存
の
自
意
識
の
よ
う
な
も
の
に
由
来
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。「
の
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
全
く
不
正
確
な
言
い
方
で
す
し
、「
意
識
」
と
す
ら
、
と
て

も
言
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
細
胞
や
、
塩
基
や
、
原
始
の
ス
ー
プ
仮
説
と
い
っ
た
知
識
と
は
か
か
わ
り
な
く
、

私
た
ち
の
中
に
「
太
陽
」
は
い
の
ち
の
根
源
と
し
て
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
な

し
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
が
、
い
の
ち
そ
の
も
の
が
存
在
し
得
な
い
。
そ
う
い
う
、
ウ
ル
ト
ラ
・
ス
ー
パ
ー
・

超
特
別
な
存
在
と
し
て
、
私
た
ち
の
な
か
の
生
命
が
（
意
識
と
は
言
え
な
い
レ
ベ
ル
で
）
太
陽
を
と
ら
え
て
い
る
。

そ
ん
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
生
の
根
源
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
ま
た
、死
を
も
も
た
ら
す
、絶
対
的
な
「
力
」
で
す
。

ジ
ュ
ラ
紀
を
終
わ
ら
せ
た
ら
し
い
大
隕
石
は
太
陽
系
の
外
か
ら
到
来
し
た
脅
威
で
す
が
、
衝
突
そ
の
も
の
以
上

に
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
ホ
コ
リ
の
類
が
太
陽
光
を
遮
っ
た
こ
と
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
研
究
報
告
も
あ

り
ま
す
。
太
陽
は
、
天
文
学
的
な
知
識
と
は
別
に
、
相
対
化
を
超
絶
す
る
存
在
と
し
て
、
実
感
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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「
神
様
」
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
人
類
が
到
達
し
た
「
神
」
を
め
ぐ
る
思
考
は
、言
語
（
論
理
）
を
も
つ
存
在
と
な
っ

た
私
た
ち
が
、
総
力
を
挙
げ
て
論
じ
て
き
て
い
る
幾
つ
か
の
根
源
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
こ
こ
で
扱
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の
言
語
は
、
私
た
ち
自
身
を
超
え
る
「
絶

対
的
な
」
他
者
を
想
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
私
た
ち
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
地
平
を

開
拓
し
て
き
ま
し
た
。
神
学
、
倫
理
学
、
形
而
上
学
が
扱
っ
て
き
た
多
く
の
問
題
は
、
い
ま
だ
に
展
開
す
る
力
を

失
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
深
化
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
現
代
化
さ
れ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
問
題
の
地
平
に
お
い
て
、
文
字
通
り
の
「
太
陽
は
神
様
か
」

と
い
う
表
現
は
、ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
最
初
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
、「
太
陽
は
神
様
か
」

と
い
う
述
語
づ
け
へ
の
問
い
（
こ
れ
は
、「
神
様
が
あ
る
〈
存
在
す
る
〉」
と
は
別
の
問
い
で
す
）
に
、
私
は
答
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
当
惑
す
る
「
お
題
」
に
取
り
組
ん
で
、
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
の
は
、
御
来
光
を

拝
む
習
俗
に
刻
ま
れ
て
い
る
、
原
始
ス
ー
プ
以
来
の
太
陽
と
の
つ
な
が
り
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
時
代
か
ら
、
あ

る
い
は
あ
る
地
域
で
始
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
習
俗
で
は
な
く
、
何
か
私
た
ち
の
存
在
の
底
の
底
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
や
地
域
に
応
じ
た
仕
方
で
顕
現
す
る
振
る
舞
い
の
か
た
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
私

に
は
、
驚
く
こ
と
が
幾
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
、
御
来
光
の
例
か
ら
、
現
代
人
が
太
陽
を
、
メ
タ
フ
ァ
ー
抜
き
で
、
直
感
的
に
拝
ん
で
い
る
と
考
え
る

余
地
が
あ
る
と
思
う
に
至
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
の
存
在
の
根
源
と
し
て
で
な
け
れ
ば
、
説
明
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
く
、
そ
の
点
に
と
ど
ま
る
だ
け
な
ら
、
こ
の
も
っ
と

も
素
朴
な
次
元
の
「
物
体
」
に
対
す
る
礼
拝
は
、
許
さ
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
明
る
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く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
も
た
ら
す「
見
え
る
」｢

見
分
け
る
」と
い
う
こ
と
の
成
立
と「
光
」の
関
係
を
意
識
化
し
た
、

遙
か
な
私
た
ち
の
祖
先
の
跳
躍
で
す
。
届
か
な
い
も
の
へ
の
憧
憬
と
畏
怖
を
意
識
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
人
類
の

自
己
認
識
の
始
め
に
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に
、
そ
ん
な
跳
躍
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
二
つ
と
も
、
実

の
と
こ
ろ
は
、
い
ま
さ
ら
驚
く
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
あ
ら
た
め
て
、
や
は
り
、
驚
き

ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
て
、
一
瞬
、
深
い
と
こ
ろ
か
ら
嬉
し
さ
に
似
た
感
動
を
引
き
出
す
の
は
、
私
た
ち

が
彼
ら
の
子
孫
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
さ
ら
に
驚
く
の
は
、
今
で
は
小
学
生
に
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
光
が
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
あ
る
こ
と
で
す
。
中
学
生
の
頃
か
ら
、
そ
ん
な
風
に
習
っ
て
き
た
の
に
、
や
は
り
、
深
く
驚
き
ま
す
。｢

太
陽
」

は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
新
し
い
相
貌
で
、
私
た
ち
に
迫
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

（
注
１
）
「
聖
典
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
の
方
法
論
を
考
察
し
た
古
代
の
教
父
た
ち
は
、
「
権
威
」
と
い
う

制
約
の
下
で
合
理
性
を
追
求
す
る
と
い
う
厳
し
い
課
題
に
徹
底
し
て
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
言
語
学
や
解
釈
学
の

先
達
で
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え	 D

e doctrina christiana

』　

Augustinus	D
e	

doctrina	christina

。

　

（
注
２
）
『
詩
篇
』
は
、
紀
元
前
５
～
６
世
紀
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
よ
る
歌
唱
集
と
も
言
う
べ
き
も
の

で
、
い
わ
ゆ
る
『
旧
約
聖
書
』
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
上
記
の
ラ
テ
ン
語
の
文
言
は
、
『
七
十
人
訳
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
ギ
リ

シ
ャ
語
訳
か
ら
の
ラ
テ
ン
訳
で
す
。


