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似
像
と
似
姿

創
世
記
一
章
二
六
節
〜
三
〇
節

　
創
世
記
一
章
二
六
節
〜
三
〇
節
に
は
、
神
さ
ま
が
人
間
を
神
の
か
た
ち
に
お
造
り
に
な
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
六
節
に
は
、

そ
し
て
神
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
、
人
を
造
ろ
う
。

そ
し
て
彼
ら
に
、
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
す
べ
て
の
も
の
、
地
を
は
う
す
べ

て
の
も
の
を
支
配
さ
せ
よ
う
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
神
さ
ま
が
人
間
を
神
の
か
た
ち
に
お
造
り
に
な
っ
た
こ
と
を
記
す
記
事
の
中
の

創
造
の
み
こ
と
ば
を
記
す
も
の
で
す
。
す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
神
さ
ま
の
創
造

の
み
こ
と
ば
は
、
創
造
の
御
業
の
記
事
の
中
心
で
す
。
そ
れ
で
、
人
間
が
神
の
か
た
ち
に
造

ら
れ
た
こ
と
を
理
解
す
る
う
え
で
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。

　
前
回
は
、
こ
こ
に
出
て
く
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
複
数
形
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
今
日
は
、
神
さ
ま
が
人
間
を
神
の
か

た
ち
に
お
造
り
に
な
る
に
当
た
っ
て
言
わ
れ
た
、

わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
、
人
を
造
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
ば
の
中
に
出
て
く
る
「
わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
ば
と
「
わ
れ

わ
れ
の
か
た
ち
に
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
新
改
訳
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
」
と
い
う
順
序
で

出
て
き
ま
す
が
、
ヘ
ブ
ル
語
本
文
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
」
と
い
う
こ
と
ば
が
先

に
あ
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
ば
が
後
に
出
て
き
ま
す
。
「
わ
れ

わ
れ
の
か
た
ち
に
」
の
中
心
は
「
か
た
ち
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
ヘ
ブ
ル
語
で
は
ツ
ェ
レ
ム

で
す
。
こ
れ
が
名
詞
で
あ
る
こ
と
は
日
本
語
で
も
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
に

似
る
よ
う
に
」
の
中
心
は
、
「
似
る
」
に
当
た
る
部
分
で
す
が
、
ヘ
ブ
ル
語
で
は
デ
ム
ー
ト

と
い
う
名
詞
で
す
。
デ
ム
ー
ト
は
「
似
て
い
る
こ
と
」
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
聖
書
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
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注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
「
か
た
ち
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
で
す
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
旧
約
聖

書
の
ヘ
ブ
ル
語
本
文
の
中
に
一
六
回
出
て
き
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
こ
の
創
世
記
一
章
二
六
節
、

二
七
節
（
二
回
）
、
五
章
三
節
、
九
章
六
節
の
五
回
は
、
人
が
神
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た

こ
と
と
の
か
か
わ
り
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
個
所
を
見
て
み
ま
す
と
、
一
章
二
六
節
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
補
足
説
明

に
当
た
る
二
七
節
に
は
、

神
は
こ
の
よ
う
に
、
人
を
ご
自
身
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た
。
神
の
か
た
ち
に
彼
を
創

造
し
、
男
と
女
と
に
彼
ら
を
創
造
さ
れ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
五
章
三
節
に
は
、
神
さ
ま
の
直
接
的
な
創
造
の
御
業
を
記
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ア
ダ
ム
は
、
百
三
十
年
生
き
て
、
彼
に
似
た
、
彼
の
か
た
ち
ど
お
り
の
子
を
生
ん
だ
。

彼
は
そ
の
子
を
セ
ツ
と
名
づ
け
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
人
類
の
堕
落
後
の
こ
と
を
記
す
九
章
六
節
に
は
、

人
の
血
を
流
す
者
は
、
人
に
よ
っ
て
、
血
を
流
さ
れ
る
。
神
は
人
を
神
の
か
た
ち
に
お

造
り
に
な
っ
た
か
ら
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
こ
の
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
個
所
を
見
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
民
数
記
三
三
章
五
二
節
で
は
カ
ナ
ン
の
地
の
住
民
の
「
鋳
造
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
。

　
サ
ム
エ
ル
記
第
一
・
六
章
五
節
で
は
「

あ
な
た
が
た
の
腫
物
の
像
と
、
こ
の
地
を
荒

ら
し
た
ね
ず
み
の
像
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
像
」
が
こ
の
こ
と
ば
（
ツ
ェ
レ

ム
）
で
す
。
以
下
同
じ
で
す
が
、
六
章
一
一
節
で
は
「
金
の
ね
ず
み
と
腫
物
の
像
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
列
王
記
第
二
・
一
一
章
一
八
節
と
、
こ
れ
と
並
行
す
る
歴
代
誌
第
二
・
二
三
章
一
七

節
で
は
バ
ア
ル
の
宮
に
あ
る
「
像
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
詩
篇
三
九
篇
六
節
の
「
人
は
幻
の
よ
う
に
歩
き
回
り
」
の
「
幻
」
が
こ
の
こ
と
ば
で

す
。
ま
た
七
三
篇
二
〇
節
で
は
「
彼
ら
の
姿
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
七
章
二
〇
節
で
は
「
忌
む
べ
き
も
の
の
像
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
一

六
章
一
七
節
で
は
「
男
の
像
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
二
三
章
一
四
節
で
は
「

カ

ル
デ
ヤ
人
の
肖
像
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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ア
モ
ス
書
五
章
二
六
節
で
は
「
キ
ウ
ン
の
像
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
般
に
「
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｂ
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ヘ
ブ
ル
語
の
レ
キ
シ
コ
ン
は
、
こ
の
こ

と
ば
が
「
切
り
抜
か
れ
た
も
の
」
を
表
す
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
方
（
Ａ
・
Ｈ
・
リ
ー

チ
）
は
、
詩
篇
三
九
篇
六
節
や
七
三
篇
二
〇
節
に
基
づ
い
て
、
文
字
通
り
に
は
「
陰
」
を
表

す
と
し
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
個
所
で
の
用
例
を
見
ま
す
と
、
こ
の
「

か
た
ち
」

（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
は
、
よ
り
具
体
的
な
形
を
も
っ
た
「
像
」
を
表
す
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
も
う
一
つ
の
「
似
て
い
る
こ
と
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
の
用
例
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
こ
と
ば
が
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
一
章
と
一
〇
章
に
お
い
て
、
神
さ
ま

の
栄
光
の
顕
現
（
セ
オ
フ
ァ
ニ
ー
）
を
記
し
て
い
る
部
分
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
ま
ず
、
一
章
を
見
て
み
ま
す
と
、
五
節
で
は
「
何
か
四
つ
の
生
き
も
の
の
よ
う
な
も
の
」
、

ま
た
、
「
何
か
人
間
の
よ
う
な
姿
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
四
つ
の
生
き
物
の
デ

ム
ー
ト
」
、
ま
た
、
「
人
間
の
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
一
〇
節

の
「
彼
ら
の
顔
か
た
ち
」
は
「
彼
ら
の
顔
の
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
一
三
節
の

「
そ
れ
ら
の
生
き
も
の
の
よ
う
な
も
の
」
は
「
そ
れ
ら
の
生
き
も
の
の
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う

言
い
方
で
す
。
一
六
節
で
は
「
四
つ
と
も
よ
く
似
て
い
て
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

「
そ
れ
ら
の
四
つ
は
一
つ
の
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
。
二
二
節
で
は
「
生

き
も
の
の
頭
の
上
に
は ････ 

大
空
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
デ
ム
ー
ト
は
生
き
も
の
の
頭
の
上
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
空
」
と
い
う
よ
う
な
言

い
方
で
す
。
二
六
節
に
は
「
王
座
に
似
た
も
の
」
が
二
回
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
王
座
の

デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
ま
た
、
「
人
間
の
姿
に
似
た
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
「
人
間
の
現
れ
の
よ
う
な
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
。
そ
し
て
、

二
八
節
で
は
「
主
の
栄
光
の
よ
う
に
見
え
た
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
主
の
栄
光

の
デ
ム
ー
ト
の
現
れ
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
。

　
次
に
一
〇
章
を
見
て
み
ま
す
と
、
一
節
で
は
「
何
か
王
座
に
似
た
も
の
が
あ
っ
て
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
王
座
の
デ
ム
ー
ト
の
現
れ
の
よ
う
な
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方

で
す
。
一
〇
節
の
「
四
つ
と
も
よ
く
似
て
い
て
」
は
、
一
章
一
六
節
と
同
じ
で
「
そ
れ
ら
の

四
つ
は
一
つ
の
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
二
一
節
で
は
「
人
間
の
手
の
よ
う
な
も

の
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
人
間
の
手
の
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
そ
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し
て
、
二
二
節
で
は
「
彼
ら
の
顔
か
た
ち
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
彼
ら
の
顔
の

デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。

　
こ
の
他
の
個
所
で
、
こ
の
「
似
て
い
る
こ
と
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
が
ど
の
よ

う
に
用
い
ら
れ
る
か
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
列
王
記
第
二
・
一
六
章
一
〇
節
で
は
「
祭
壇
の
図
面
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
図

面
」
が
デ
ム
ー
ト
で
す
。

　
歴
代
誌
第
二
・
四
章
三
節
で
は
「
牛
の
型
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
型
」
が
デ
ム
ー

ト
で
す
。

　
詩
篇
五
八
篇
四
節
で
は
「
蛇
の
毒
の
よ
う
な
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
蛇
の
毒

の
デ
ム
ー
ト
の
よ
う
な
」
と
い
う
言
い
方
で
、
「
デ
ム
ー
ト
の
よ
う
な
」
全
体
が
「 ･

･
･

 

の
よ
う
な
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
イ
ザ
ヤ
書
一
三
章
四
節
で
は
「
お
び
た
だ
し
い
民
に
も
似
た
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
「
お
び
た
だ
し
い
民
の
デ
ム
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
ま
た
、
四
〇
章
一
八
節
で

は
、

　
　
あ
な
た
が
た
は
、
神
を
だ
れ
に
な
ぞ
ら
え
、

　
　
神
を
ど
ん
な
似
姿
に
似
せ
よ
う
と
す
る
の
か
。

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
似
姿
」
が
デ
ム
ー
ト
で
す
が
、
そ
の
前
の
「
な
ぞ
ら
え
る
」

は
デ
ム
ー
ト
の
動
詞
形
（
ダ
ー
マ
ー
）
で
す
。

　
そ
し
て
、
ダ
ニ
エ
ル
書
一
〇
章
一
六
節
で
は
「
人
の
姿
を
と
っ
た
者
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
「
人
の
子
の
デ
ム
ー
ト
の
者
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
「
似
て
い
る
こ
と
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
が
表
し
て
い

る
こ
と
の
輪
郭
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
ば
は
、
基
本
的
に
、
「 ･

･
･

･
 

の
よ
う
な
も
の
」
と
か
「 ･

･
･

･
 

に
似
た
も
の
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
で
は
、
そ
れ
が
主
の
栄
光
の
顕
現
（
セ
オ
フ
ァ
ニ
ー
）
を
描
く

と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
主
の
栄
光
の
顕
現
（
セ
オ
フ
ァ
ニ
ー
）
を
描

く
場
合
に
は
、
も
う
一
つ
の
「
か
た
ち
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
、
「
似
て
い
る
こ
と
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
主
の
栄
光
の
顕
現
（
セ
オ
フ
ァ
ニ
ー
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

自
分
が
知
っ
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
何
か
、
そ
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
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＊

　
こ
の
よ
う
に
見
ま
す
と
、
神
さ
ま
が
人
間
を
神
の
か
た
ち
に
お
造
り
に
な
っ
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
創
世
記
一
章
二
六
節
に
出
て
く
る
、
「
か
た
ち
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば

と
、
「
似
て
い
る
こ
と
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
意
味
合
い
の
違
い
が
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
「
か
た
ち
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
偶
像
」
や
「
彫

像
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
「
像
」
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
「
似
て
い
る

こ
と
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
れ
よ
り
は
抽
象
的
な
意
味
合
い
を
伝
え
て
い

ま
す
。

　
そ
れ
で
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
「
か
た
ち
」
（
ツ
ェ

レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
を
「
似
像
」
と
訳
し
、
「
似
て
い
る
こ
と
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う

こ
と
ば
を
「
似
姿
」
と
訳
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
創
世
記
一
章
二
六
節
で
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
が
連
ね
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
提
案
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
見
方
を
お
話
し
し
て
か
ら
、
私
の
考
え
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
第
一
に
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う

こ
と
ば
を
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
を
表
す
と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
創
世
記
一
章
二
六
節
で
は
後
か
ら
出
て
く
る
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば

は
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
上
に
加
え
ら
れ
た

も
の
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
般
的
に
は
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）

と
い
う
こ
と
ば
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
自
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー

ト
）
と
い
う
こ
と
ば
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
超
自
然
的
な
賜
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
教
会
の
「
自
然
と
恩
恵
の
二
重
構
造
」
と
符

合
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
見
方
は
、
旧
約
聖
書
の
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
で
あ
る
七
十
人
訳
が
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ

ム
）
に
当
た
る
エ
イ
コ
ー
ン
と
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
に
当
た
る
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
を
、

「
そ
し
て
」
を
表
す
カ
イ
と
い
う
接
続
詞
に
よ
っ
て
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
こ
と

ば
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
の
伝
統
の
上
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ

と
ば
を
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
を
表
す
と
す
る
見
方
に
は
、
い
く
つ
か
の
形
が

あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
、
人
間
は
創
造
の
御
業
に
よ
っ
て
「
似
像
」
（
エ
イ
コ
ー
ン
、
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ツ
ェ
レ
ム
）
の
尊
厳
性
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
似
像
」
（
エ
イ

コ
ー
ン
、
ツ
ェ
レ
ム
）
の
完
成
あ
る
い
は
成
就
は
、
「
似
姿
」
（
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
、
デ
ム
ー

ト
）
に
お
い
て
あ
り
、
そ
れ
は
将
来
の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
努
力
と
精
進
に
よ
る
と
し
ま

し
た
。

　
ま
た
、
別
の
見
方
で
は
、
人
間
は
創
造
の
御
業
に
よ
っ
て
「
似
像
」
（
エ
イ
コ
ー
ン
、
ツ
ェ

レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
、
デ
ム
ー
ト
）
の
栄
光
を
与
え
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、

堕
落
に
よ
っ
て
、
「
似
姿
」
（
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
、
デ
ム
ー
ト
）
の
栄
光
を
失
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
「
似
像
」
（
エ
イ
コ
ー
ン
、
ツ
ェ
レ
ム
）
は
自
然
的
な
も
の
で

あ
り
、
「
似
姿
」
（
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
、
デ
ム
ー
ト
）
は
超
自
然
的
な
賜
物
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
の
よ
う
な
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ
と
ば
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い

う
こ
と
ば
を
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
を
表
す
と
す
る
見
方
に
は
、
い
く
つ
か
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
ヘ
ブ
ル
語
本
文
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
」
と
「
わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
」
の

間
に
接
続
詞
は
な
く
、
二
つ
は
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
七
〇
人
訳
ほ
ど
に
は
「
似
像
」

（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
は
区
別
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
こ
の
二

つ
の
こ
と
ば
が
、
別
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
人
間
が
神
の
か
た
ち
に
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
個
所
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
創
世
記
一
章
二
六
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）

と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
続
く
、
一
章
二
七
節

で
は
、神

は
こ
の
よ
う
に
、
人
を
ご
自
身
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た
。
神
の
か
た
ち
に
彼
を
創

造
し
、
男
と
女
と
に
彼
ら
を
創
造
さ
れ
た
。

と
言
わ
れ
て
い
て
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
が
二
回
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
類

の
堕
落
の
後
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
九
章
六
節
で
は
、

　
　
人
の
血
を
流
す
者
は
、

　
　
人
に
よ
っ
て
、
血
を
流
さ
れ
る
。

　
　
神
は
人
を
神
の
か
た
ち
に

　
　
お
造
り
に
な
っ
た
か
ら
。

と
言
わ
れ
て
い
て
、
や
は
り
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
だ
け
を
見
ま
す
と
、
神
さ
ま
は
人
間
を
、
最
終
的
に
は
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
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と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
栄
光
を
も
つ
よ
う
に
な
る
も
の
と
し
て
お
造
り
に
な
っ
た
け

れ
ど
、
最
初
に
造
り
だ
さ
れ
た
人
間
は
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
の
栄
光
を
与
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
将
来
、
人
間
の
完
全
な
従
順
に
よ
っ
て
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
栄
光

が
与
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
五
章
一
節
、
二
節
に
は
、

こ
れ
は
、
ア
ダ
ム
の
歴
史
の
記
録
で
あ
る
。
神
は
ア
ダ
ム
を
創
造
さ
れ
た
と
き
、
神
に

似
せ
て
彼
を
造
ら
れ
、
男
と
女
と
に
彼
ら
を
創
造
さ
れ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
人
間
は
、
創
造
の
御
業
に
よ
っ
て
、
初
め
か
ら
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ

レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
栄
光
を
も
つ
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
今
度
は
、
こ
の
こ
と
と
、
人
類
の
堕
落
の
後
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
九

章
六
節
で
は
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
間
は
、

創
造
の
御
業
に
よ
っ
て
、
初
め
か
ら
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）

の
栄
光
を
も
つ
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
罪
を
犯
し
て
堕
落
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
栄
光
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
「
似

姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
栄
光
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
の
御
業
を
と
お
し
て
回
復
さ

れ
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
三
章
九
節
に
は
、

私
た
ち
は
、
舌
を
も
っ
て
、
主
で
あ
り
父
で
あ
る
方
を
ほ
め
た
た
え
、
同
じ
舌
を
も
っ

て
、
神
に
か
た
ど
っ
て
造
ら
れ
た
人
を
の
ろ
い
ま
す
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
堕
落
の
後
の
人
間
の
こ
と
を
語
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
に
当
た
る
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
で
す
。
で
す

か
ら
、
こ
こ
で
は
、
堕
落
後
の
人
間
に
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
が
当
て
は
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
神
の
か
た
ち
の
こ
と
を
表
す
二
つ
の
こ
と
ば
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ

レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
を
表
す
の
で
は
な
く
、
神
の

か
た
ち
と
い
う
一
つ
の
も
の
を
別
の
面
か
ら
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

立
場
か
ら
も
、
さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
見
方
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
す
る
見
方
を
第
一
の
見
方
と
し
ま
す
と
、
第
二
の
見
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方
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
の
う
ち
、
よ
り
重
要
な
の
は
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
で
あ
る

と
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
よ
り
具
体
的
な
「
象
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。
そ
れ
で
、
人

間
が
神
さ
ま
の
完
全
な
写
し
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、

よ
り
抽
象
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で

す
。
こ
の
見
方
で
は
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
は
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
の
意
味
を

限
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
第
三
の
見
方
は
、
第
二
の
見
方
の
逆
の
見
方
を
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
、

「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
う
ち
、
よ
り
重
要
な
の
は
「
似
姿
」

（
デ
ム
ー
ト
）
の
方
で
あ
る
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
、
デ
ム
ー
ト
（
「
似
姿
」
）
と
い

う
こ
と
ば
と
、
「
血
」
を
表
す
ダ
ー
ム
と
い
う
こ
と
ば
の
類
似
性
に
注
目
し
ま
す
。
メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
の
伝
承
で
は
、
人
間
は
「
神
」
の
血
か
ら
造
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
創
世
記
の

著
者
は
、
意
識
的
に
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
拒
否
し
て
、
デ
ム
ー
ト
（
「
似
姿
」
）
と
い
う

こ
と
ば
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
デ
ム
ー
ト
（
「
似
姿
」
）

を
限
定
し
、
定
義
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
ツ
ェ
レ
ム
（
「
似
像
」
）
と
い
う
こ
と
ば
を
付
け

加
え
た
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
ム
ー
ト
（
「
似
姿
」
）
が
表
し
て
い
る
の
は
、

人
間
の
身
体
的
な
現
れ
で
あ
っ
て
、
人
間
の
身
体
の
中
を
流
れ
る
血
と
は
何
も
関
係
が
な
い

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
ま
す
。

　
第
四
の
見
方
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー

ト
）
の
間
に
は
何
の
相
違
も
な
く
、
二
つ
の
こ
と
ば
は
ま
っ
た
く
交
換
可
能
な
こ
と
ば
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
と
し
て
、
二
つ
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
一

章
二
六
節
に
記
さ
れ
て
い
る
神
さ
ま
の
創
造
の
決
意
に
お
い
て
は
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）

と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
の
創
造
の
御

業
を
記
し
て
い
る
一
章
二
七
節
で
は
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
だ
け
が
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
二
七
節
で
は
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
二
六
節
に
記
さ
れ
て
い
る
神
の
か
た
ち
か
ら
、
何
か
が
失
わ
れ
た
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
す
で
に
見
ま
し
た
よ
う
に
、
五
章
一
節
に
は
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と

い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
七
〇
人
訳
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
こ
と
ば
を
訳
す
と
き

に
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
に
当
た
る
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
を
用
い
な
い
で
、
「
似
像
」

（
ツ
ェ
レ
ム
）
に
当
た
る
エ
イ
コ
ー
ン
を
用
い
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
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（
デ
ム
ー
ト
）
の
間
に
は
何
の
相
違
も
な
く
、
二
つ
の
こ
と
ば
は
ま
っ
た
く
交
換
可
能
な
こ

と
ば
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
五
の
見
方
で
す
が
、
一
章
二
六
節
で
は
、
ま
ず
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
い
う
こ

と
ば
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
次
に
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
第
五
の
見
方
で
は
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、

「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
の
意
味
を
限
定
し
た
り
、
割
り
引
い
た
り
す
る
た
め
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
そ
の
意
味
を
補
充
し
拡
大
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
は
た
だ
単

に
神
さ
ま
の
ツ
ェ
レ
ム
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ム
ー
ト
（
「
似
姿
」
）
な
る
ツ
ェ
レ
ム

（
「
似
像
」
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
間
は
、
た
だ
単
に
、
神
さ
ま
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
神
さ
ま
を
表
す
も
の
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
人
間
は
、
形
が
な
く
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
神
さ
ま
の
、
形
が
あ
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
デ

ム
ー
ト
（
「
似
姿
」
）
は
、
人
間
が
地
上
に
お
け
る
神
さ
ま
の
十
分
で
忠
実
な
代
表
者
で
あ

る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
神
の
か
た
ち
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
こ
と
ば
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）

と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
見
方
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
見
方
に
基
づ
い
て
、
い
く
つ
か
の
こ
と
を
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）

と
を
明
確
に
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
を
表
す
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ

の
二
つ
の
こ
と
ば
は
、
神
の
か
た
ち
と
い
う
一
つ
の
も
の
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
第
四
の
見
方
が
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
は

ま
っ
た
く
交
換
可
能
な
こ
と
ば
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
一
章
二
六
節
に
記
さ
れ
て
い
る
神
さ
ま
の
創
造
の
み
こ
と
ば
に
お
い
て
は
、

「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
と
い
う
、
意
味
合
い
の
違
う
こ
と
ば

が
連
ね
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
の
用
例
を
見
て
み
ま
す
と
、
ヘ
ブ
ル
語
本
文
の
中

で
は
、
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
並
行
す
る
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
第
四
の
見
方
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
こ

と
ば
が
ま
っ
た
く
交
換
可
能
な
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
面
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
第
四
の
見
方
が
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
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が
出
て
き
ま
す
。

　
第
四
の
見
方
の
根
拠
は
、
神
さ
ま
の
創
造
の
み
こ
と
ば
を
記
す
一
章
二
六
節
で
は
「
似
像
」

（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
が
と
も
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
人
が
神

の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
二
七
節
で
は
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
が
用

い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
実
際
に
人
が
神
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
五
章
一
節
で
は
、
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
で
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
は
、
同
じ
も
の
を
表
し
て
お

り
ま
っ
た
く
交
換
可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
神
の
か
た
ち
は
、
神

さ
ま
の
創
造
の
御
業
の
記
事
の
中
心
で
あ
る
、
創
造
の
み
こ
と
ば
を
記
す
一
章
二
六
節
で

「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
を
連
ね
て
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

総
合
的
で
豊
か
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
ま
す
。
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
神
の
か
た
ち
を

表
す
た
め
に
は
、
一
章
二
七
節
の
よ
う
に
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
を
用
い
る
こ
と
も
で

き
る
し
、
五
章
一
節
の
よ
う
に
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う

よ
う
に
理
解
す
る
の
で
す
。

　
第
四
の
見
方
で
は
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
同
士
が
、
お

互
い
に
交
換
可
能
な
こ
と
ば
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
こ
の
見
方
は
、

こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
は
意
味
合
い
が
違
っ
て
い
て
、
互
い
に
交
換
可
能
で
は
な
い
と
考
え
ま

す
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
は
、
ど
ち
ら
も
、
デ
ム
ー
ト
（
「
似
姿
」
）
と
ツ
ェ

レ
ム
（
「
似
像
」
）
を
連
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
豊
か
さ
を
も
っ
て
い
る
神
の
か
た

ち
を
、
等
し
く
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
が
神
の
か
た
ち
に
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
個
所
に
見
ら

れ
る
表
現
の
違
い
を
、
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
第
二
の
見
方
や
第
三
の
見
方
、
ま
た
、
第
五
の

見
方
の
よ
う
に
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
か
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー
ト
）
の
ど
ち
ら
か
を
よ

り
基
本
的
な
こ
と
ば
と
し
て
、
も
う
一
つ
の
こ
と
ば
が
そ
れ
を
限
定
し
た
り
、
拡
大
す
る
と

い
う
よ
う
に
見
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
は
等
し
い
重
さ
を
も
っ
て

い
る
と
考
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
、
「
似
像
」
（
ツ
ェ
レ
ム
）
と
「
似
姿
」
（
デ
ム
ー

ト
）
は
、
相
互
に
深
く
結
び
合
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
か
た
ち
が
総
合
的

で
豊
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
区
別
性
と

い
う
点
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
神
の
か
た
ち
と
い
う
総
合
的
で
豊
か
な
も
の
を
、
別
の
角
度
か
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ら
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
相
互
性
と
い
う
点
で
は
、
ど
ち
ら
か
が
基
本
的

で
あ
る
と
い
う
形
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、

相
互
に
補
い
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
今
日
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
終
わ

り
に
い
た
し
ま
す
。
神
の
か
た
ち
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
お
話
を
続
け
ま
す
。
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