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本
誌
の
前
号
に
掲
載
し
た
「
比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方
」
の
続
編
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
扱
っ
た
部
分
を
公
開
す
る
。
前
号
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
二
〇
二
〇
年
度
の

コ
ロ
ナ
禍
を
契
機
と
し
て
、
三
〇
年
来
続
け
て
き
た
「
比
較
宗
教
学
」
の
授
業
内
容
を
改
め
て
吟
味
し
直
し
て
文
章
化
し
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
で
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
号
の
掲
載
部
分

は
そ
の
第
二
章
に
あ
た
る
。
も
と
よ
り
私
は
キ
リ
ス
ト
教
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、
宗
教
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
一
般
学
生
を
対
象
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
す

る
上
で
最
低
限
必
要
と
考
え
ら
れ
る
基
本
的
知
識
を
整
理
し
て
提
供
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
第
一
章
「
宗
教
の
と
ら
え
方
」
で
示
し
た
方
法
論

的
不
可
知
論
の
立
場
か
ら
、
比
較
宗
教
学
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
眺
め
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
一
読
さ
れ
て
批
評
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

さ
て
、
宗
教
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
の
長
い
導
入
部
分
が
終
わ
っ
て
、
よ
う
や
く
本
題

の
世
界
の
三
大
宗
教
の
解
説
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
の
い
ず
れ
も
長
い
歴
史
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
が
複
雑
多
岐
に
絡
み
合
っ
て
存
在
す
る
世
界
宗
教
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
を
き
ち
ん
と
概
観

す
る
だ
け
で
も
大
変
な
作
業
と
な
り
ま
す
。
こ
の
授
業
で
は
思
い
切
り
は
し
ょ
っ
て
、
い

わ
ば
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
け
を
か
い
つ
ま
ん
で
解
説
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
手
順
は
以
下
の
と

お
り
で
す
。

　

ま
ず
最
初
に
、
そ
れ
な
し
に
は
そ
の
宗
教
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
最
も
基

本
的
な
特
徴
を
手
短
に
説
明
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
宗
教
に
つ
い
て
の

そ
の
後
の
説
明
が
よ
り
受
け
容
れ
ら
れ
や
す
く
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

　

次
に
、
各
宗
教
の
教
典
を
概
説
し
ま
す
。
と
く
に
世
界
の
三
大
宗
教
の
場
合
、
そ
れ
ぞ

れ
の
教
典
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
教
典
の
あ
り
方

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
あ
り
方
を
き
わ
め
て
よ
く
示
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
各
宗
教
の
展
開
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
辿
っ
て
い
き
ま
す
。
世
界
の
三
大
宗
教

は
、
成
立
し
た
当
初
か
ら
歴
史
的
な
変
遷
を
遂
げ
て
現
在
の
姿
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
変
化
の
道
筋
を
あ
る
程
度
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
現
在
の
姿
を
理
解
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
、
同
様
の
手
順
で
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
を
順

番
に
眺
め
て
い
き
ま
す
が
、
最
後
の
「
お
わ
り
に
」
で
、
三
者
を
改
め
て
比
較
し
て
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
の
作
業
を
通
し
て
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
当
初

の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
章　

キ
リ
ス
ト
教

０
基
本
的
特
徴
と
教
典

⑴
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
特
徴

　

キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
特
徴
は
ひ
と
ま
ず
、
唯
一
絶
対
の
人
格
神
へ
の
信
仰
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一
章
の
一
神
教
と
多
神
教
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
一
神
教
の
神

は
多
神
教
の
神
々
と
は
別
物
で
し
た
。
こ
れ
も
そ
の
と
き
に
説
明
し
ま
し
た
が
、
中
世
の

�
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キ
リ
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キ
リ
ス
ト
教
で
用
い
ら
れ
た
表
現creatio�ex�nihilo

「
無
か
ら
の
創
造
」
が
端
的
に
示

し
て
い
る
と
お
り
、
一
神
教
の
神
は
、
こ
の
現
実
の
世
界
を
超
越
し
た
絶
対
的
存
在
と
し

て
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
万
物
を
創
造
し
た
の
で
す
。
神
は
、「
～
あ
れ
」
と
命
じ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
昼
夜
、
天
地
、
海
と
植
物
、
天
体
、
魚
類
と
鳥
類
、
獣
と
家
畜
と
人
間

を
、
次
々
と
六
日
間
か
け
て
創
造
し
、
最
後
の
七
日
目
に
休
息
し
た
と
い
う
、
創
世
記
の

記
述
を
見
て
く
だ
さ
い
（
資
料
１
「
天
地
創
造
」
参
照
）。
こ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
イ

ス
ラ
ム
教
に
至
る
ま
で
の
一
神
教
的
伝
統
に
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
神
教
の
神
は
、
有
限
な
人
間
に
は
想
像
も
つ
か
な

い
ほ
ど
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
現
実
の
人
間
か
ら
ま
っ
た
く

隔
絶
し
た
存
在
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
人
間
は
そ
の
よ
う
な
神
と
関
わ
る
糸
口
さ

え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
取
り
つ
く
島
も
な
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
こ
で
、
一
神
教
の
神
は
、
そ
の
絶
対
性
と
は
あ
る
意
味
で
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
す

が
、
い
わ
ゆ
る
人
格
神
と
い
う
性
格
を
併
せ
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
格
神
と
は
、
一

言
で
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
間
と
同
様
に
人
格
す
な
わ
ち
意
識
を
も
つ
存
在
と
い
う
こ
と

で
す
。
人
間
と
同
じ
よ
う
に
感
情
や
意
志
を
も
ち
、
同
じ
意
識
的
存
在
で
あ
る
人
間
の
働

き
か
け
に
応
え
て
く
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
神
で
も
あ
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
逆
に
、
神
の

方
か
ら
人
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
て
く
れ
た
り
も
し
ま
す
。
場
合
に
よ
っ

て
は
怒
り
の
神
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
り
、
逆
に
人
間
に
対
し
て
限
り
な
い
愛
を
注
い
で
く

れ
る
存
在
と
も
な
る
の
で
す
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
唯
一
絶
対
の
人
格
神
へ
の
信
仰
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
単
に
キ

リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
、
他
の
一
神
教
、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
に
も
共
通

す
る
特
徴
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
存
在
に
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
＝
キ

リ
ス
ト
と
い
う
呼
び
方
は
、
決
し
て
「
キ
リ
ス
ト
さ
ん
ち
の
イ
エ
ス
君
」
を
意
味
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

キ
リ
ス
ト
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ク
リ
ス
ト
ス
（Christos

）
の
こ
と
で
、
イ
エ
ス
も
そ
の

一
員
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
言
語
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
メ
シ
ア
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
ヘ

ブ
ラ
イ
語
の
メ
シ
ア
は
、
も
と
も
と
は
「
油
を
注
が
れ
た
者
」
を
意
味
し
、
香
油
を
注
ぐ

儀
式
に
よ
っ
て
即
位
し
た
王
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
し
た
。
イ
エ
ス
の
時
代
に
は
、
さ
ら

に
こ
の
世
を
救
っ
て
く
れ
る
「
救
世
主
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
と
い
う
呼
び
方
は
、「
救
世
主
イ
エ
ス
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
基
本
的
な
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

す
な
わ
ち
、「
イ
エ
ス
を
「
神
の
子
」
キ
リ
ス
ト
と
信
じ
る
宗
教）

（
（

」、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト

教
の
最
も
基
本
的
な
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
イ
エ
ス
と
い
う
歴
史
上
の
人
物

が
、
唯
一
絶
対
の
神
が
こ
の
世
に
遣
わ
し
た
メ
シ
ア
＝
救
世
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信

じ
る
、
こ
の
信
仰
を
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
は
成
り
立
た
な
く

な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
イ
エ
ス
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
が
、
神
と
人
間
と
の

あ
い
だ
を
と
り
も
つ
仲
保
者
と
し
て
、
一
方
で
は
あ
る
種
の
神
性
、
神
と
し
て
の
性
質
を

も
帯
び
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
第
一
章
で
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
し
て
の

三
位
一
体
説
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
た
が
、
あ
の
教
義
も
、
こ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
と
ら

え
方
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
す
。

　

イ
エ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
対
象

で
も
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
他
の
一
神
教
と
決
定
的
に
異
な
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
が

あ
る
の
で
す
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
辿
っ
て
い
く
際
に
も
、
ま

た
イ
ス
ラ
ム
教
の
こ
と
を
解
説
す
る
際
に
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
、
頭
の
片
隅

に
と
ど
め
て
お
く
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典

　

み
な
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
と
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典
と
し
て
は
、
旧
約
聖
書
と
新

約
聖
書
が
あ
り
ま
す
。
旧
約
（O

ld�T
estam

ent

）
と
新
約
（N

ew
�T

estam
ent

）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
神
と
の
あ
い
だ
の
古
い
契
約
と
新
し
い
契
約
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
あ
い
だ
に
結
ば
れ
た
古
い
契
約
が
記
さ
れ
た

の
が
旧
約
聖
書
で
あ
り
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
新
た
な
契
約
が
記
さ
れ
た
の
が
新

約
聖
書
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
旧
約
聖
書
自
体
は
も
と
も
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書
か
れ

た
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
典
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
「
古
い
契
約
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
神
と
の
契
約
は
一
つ
し
か
な
く
、
し
た
が

っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
の
立
場
か
ら
は
旧
約
聖
書
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
ユ
ダ
ヤ
教
で

は
こ
の
書
物
は
、T

N
K

（
タ
ナ
ハ
）
と
か
ミ
ク
ラ
ー
（「
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
」）
と
か
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呼
ば
れ
て
い
ま
す）

（
（

。

　

旧
約
聖
書
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
天
地
創
造
に
始
ま
っ
て
、

神
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
歴
史
を
多
種
多
様
な
形
で
描
き
出
す
も
の

と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
と
も
と
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典
で
は
、
二
五
巻
か
ら
な
る
文

書
が
以
下
の
三
部
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

第
一
部
は
「
律
法
」（
ト
ー
ラ
ー
）
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
に
は
創
世
記
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
、

レ
ビ
記
、
民
数
記
、
申
命
記
の
五
つ
の
文
書
が
収
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
一
括
し
て
モ
ー
セ

五
書
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
モ
ー
セ
（
後
出
）
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
最
も
重
要
な
指
導
者
で
、
伝

承
で
は
彼
が
こ
の
五
つ
の
文
章
を
書
い
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
神
ヤ
ハ

ウ
ェ
か
ら
与
え
ら
れ
た
律
法
を
中
心
に
、
こ
れ
に
関
わ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
歴
史
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
概
し
て
紀
元
前
一
〇
世
紀
頃
か
ら
書
き
継
が
れ
て
き
た
文
書
が
、
紀
元

前
四
世
紀
に
は
ほ
ぼ
現
在
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
典
と
し
て
公
認
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

第
二
部
は
「
預
言
者
」（
ネ
ビ
イ
ー
ム
）
と
呼
ば
れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
成
立
当
初
か
ら
の
、

神
の
言
葉
を
預
か
る
者
、
す
な
わ
ち
神
の
託
宣
を
受
け
た
者
た
ち
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
ヨ
シ
ュ
ア
記
、
士
師
記
、
サ
ム
エ
ル
記
な
ど
「
前
の
預
言
者
」
と
、

イ
ザ
ヤ
書
、
エ
レ
ミ
ア
書
な
ど
「
後
の
預
言
者
」
と
に
二
分
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ

そ
れ
ら
の
文
書
は
、
と
も
す
れ
ば
ヤ
ハ
ウ
ェ
へ
の
信
仰
か
ら
逸
脱
し
て
堕
落
し
が
ち
な
イ

ス
ラ
エ
ル
の
民
衆
に
対
し
て
、
真
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
復
帰
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
、

い
わ
ば
警
醒
の
書
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
紀
元
前
八
世
紀
以
降
伝
え

ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
紀
元
前
三
世
紀
中
葉
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
典
と
し

て
認
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

第
三
部
は
「
諸
書
」（
ケ
ト
ゥ
ビ
ー
ム
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。「
律
法
」「
預
言
者
」

に
収
録
さ
れ
た
以
外
の
文
書
を
集
め
た
も
の
で
、
紀
元
前
二
世
紀
に
は
公
認
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
た
と
え
ば
神
を
賛
美
す

る
た
め
に
朗
読
さ
れ
た
詩
篇
、
信
仰
篤
い
義
人
ヨ
ブ
が
神
の
試
練
に
耐
え
る
物
語
の
ヨ
ブ

記
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
が
集
め
ら
れ
た
箴し

ん
げ
ん言

等
、
文
学
的
な
作
品
が
主
に
集

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
三
部
構
成
の
ト
ー
ラ
ー
、
ネ
ビ
イ
ー
ム
、
ケ
ト
ゥ
ビ
ー
ム
の
頭
文
字
を
取
っ
た

も
の
が
、
先
ほ
ど
見
たT

N
K

（
タ
ナ
ハ
）
と
い
う
呼
び
方
の
起
源
と
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
が
進
む
な
か
（
後
出
）、

紀
元
前
三
世
紀
か
ら
一
世
紀
に
か
け
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
ギ
リ
シ
ア

語
に
翻
訳
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
七
十
人
訳
聖
書
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
外
典
と
呼
ば

れ
る
文
章
が
加
わ
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典
と
は
異
な
っ
て
、
律
法
書
、
歴
史
書
、
文
学
書
、

預
言
書
の
四
部
構
成
で
全
三
九
巻
と
な
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典
と
し
て
の
旧

約
聖
書
で
は
、
こ
の
七
十
人
訳
聖
書
の
構
成
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
新
約
聖
書
は
先
ほ
ど
も
見
た
と
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
教
典
で
す
。
そ

の
構
成
は
、
福
音
書
、
使
徒
行
伝
、
使
徒
た
ち
が
各
地
の
信
徒
に
宛
て
た
種
々
の
書
簡
、

最
後
に
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
が
置
か
れ
て
い
ま
す）

（
（

。

　

ま
ず
福
音
書
で
す
が
、
英
語
で
はGospel

あ
る
い
はEvangel

と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ

も
そ
も
福
音
と
は
「
喜
ば
し
き
訪
れ
」、
さ
ら
に
言
え
ば
「
よ
い
便
り
」
を
意
味
す
る
言

葉
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
最
も
「
よ
い
便
り
」
は
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
が
神

に
よ
っ
て
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
た
そ
の
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
イ
エ

ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
存
在
こ
そ
は
、
神
か
ら
人
間
に
も
た
ら
さ
れ
た
最
大
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な

の
で
す
。
福
音
書
と
は
、
し
た
が
っ
て
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
そ
の
人
の
言
行
を
記
し
た
書

物
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
最
重
要
の
拠
り
所
と
な
る
も
の
な
の
で
す
。

　

福
音
書
に
は
、
そ
の
書
き
手
の
名
前
を
取
っ
て
マ
ル
コ
、
マ
タ
イ
、
ル
カ
、
ヨ
ハ
ネ

―
―
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
本
当
の
名
前
は
不
明
な
の
だ
が
―
―
の
四
種

が
あ
り
ま
す
。
マ
ル
コ
福
音
書
は
紀
元
七
〇
年
代
、
マ
タ
イ
と
ル
カ
の
福
音
書
は
紀
元

八
〇
年
代
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
紀
元
九
〇
年
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
マ

ル
コ
、
マ
タ
イ
、
ル
カ
の
三
福
音
書
は
内
容
的
に
共
通
点
が
多
く
、
通
常
、
共
観
福
音
書

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
は
じ
め
に
言こ

と
ば（

ロ
ゴ
ス
）
が
あ
っ
た
」
と
い
う

言
葉
か
ら
始
ま
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
独
自
の
神
学
的
視
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

次
の
使
徒
行
伝
は
、
ル
カ
福
音
書
の
作
者
と
同
一
人
物
に
よ
っ
て
紀
元
九
〇
年
代
に
書

か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
最
後
の
晩
餐
に
列
席
し
た
十
二
使
徒
を
中
心
に
し
た
言
行

録
で
す
。
と
く
に
後
半
は
、
イ
エ
ス
の
刑
死
以
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
と
な
り
、
積
極

的
に
異
邦
人
伝
道
を
行
な
っ
た
パ
ウ
ロ
の
事
績
が
描
か
れ
ま
す
。

　

書
簡
は
、
パ
ウ
ロ
を
始
め
と
し
た
使
徒
た
ち
、
ヤ
コ
ブ
、
ペ
ト
ロ
、
ヨ
ハ
ネ
、
ユ
ダ
が
、

各
地
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
向
け
て
送
っ
た
書
簡
を
集
め
た
も
の
で
す
。
パ
ウ
ロ
に
よ
る



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

四

と
さ
れ
る
書
簡
が
一
四
通
と
大
半
を
占
め
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
は
後
代
の
偽
作
も
含
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
書
簡
も
実
際
の
執
筆
者
が
不
明
の
も
の
ば
か
り
で
す
。
パ
ウ
ロ
の

真
作
の
書
簡
は
紀
元
五
〇
年
前
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
は
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
で
す
。
黙
示
録
（
英
語
で
はA

pocalypse

）
は
、
ユ
ダ
ヤ

教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
終
末
思
想
―
―
こ
の
世
の
終
わ
り
が
到
来
し
て
す

べ
て
の
人
が
神
の
前
で
最
後
の
審
判
を
受
け
る
―
―
に
基
づ
い
て
、
終
末
の
あ
り
さ
ま
を

幻
想
的
に
描
き
出
し
た
文
学
作
品
で
す
。
同
様
の
作
品
は
当
時
数
多
く
流
通
し
て
い
ま
し

た
が
、
九
〇
年
代
半
ば
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
こ
の
ヨ
ハ
ネ
―
―
ヨ
ハ
ネ
福
音
書

の
作
者
と
は
別
人
と
考
え
ら
れ
る
―
―
の
黙
示
録
で
は
、
終
末
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
再

臨
が
大
き
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
イ
エ
ス
自
身
は
そ
の
当
時
カ
ナ
ン
（
パ
レ
ス
チ
ナ
の
古
称
）
で
一
般
的
に
通

用
し
て
い
た
ア
ラ
ム
語
を
話
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
一
世
紀
半
ば
以
降
成
立
す

る
新
約
聖
書
の
各
文
書
は
、
地
中
海
沿
岸
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
コ
イ
ネ
ー
と
呼
ば
れ

る
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
成
立
の
一
つ
の
背
景
が
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
（
ギ
リ
シ
ア
文
化
）
に
あ
る
こ
と
の
現
わ
れ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
新
約
聖
書
を
構
成
す
る
文
書
の
大
半
は
、
一
世
紀
に
は
成
立

し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
現
在
の
形
で
教
会
の
正
式
な
教
典
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、

三
九
七
年
の
カ
ル
タ
ゴ
公
会
議
に
お
い
て
で
し
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
四
世
紀
に
は
、

聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
（347?-420

）
に
よ
っ
て
、「
ウ
ル
ガ
タ
」
と
呼
ば
れ
る
ラ
テ
ン
語
訳

の
新
約
・
旧
約
聖
書
が
成
立
し
ま
す
。
中
世
以
降
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、

も
っ
ぱ
ら
こ
の
「
ウ
ル
ガ
タ
」
が
、
公
式
の
聖
書
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

註（
１
）�

キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
を
示
す
表
現
と
し
て
こ
れ
に
類
す
る
言
い
方
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
田

丸
徳
善
「
キ
リ
ス
ト
教
」（
岸
本
英
夫
編
『
世
界
の
宗
教
』［
大
明
堂
、1965

］、p.63

）
か
ら

の
引
用
に
よ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
こ
の
『
世
界
の
宗
教
』
は
、
第
一
章
「
２
宗
教
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
」
で
も
触

れ
た
岸
本
英
夫
の
構
想
に
よ
る
も
の
で
、
岸
本
の
考
え
る
宗
教
学
の
視
点
か
ら
、
そ
の
門
下

生
が
分
担
し
て
世
界
の
宗
教
を
論
じ
た
も
の
な
の
だ
が
、
と
り
わ
け
田
丸
に
よ
る
「
ユ
ダ
ヤ

人
の
宗
教
」
と
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
部
分
は
、
も
と
よ
り
現
時
点
か
ら
見
れ
ば
素
材
に

は
古
さ
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
を
客
観
的
か
つ
構
造
的
に
と
ら
え
よ

う
と
す
る
柔
軟
な
姿
勢
に
基
づ
く
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
平
明
な
そ
の
記
述
は
、
今
な
お
、

他
に
類
を
見
な
い
。
本
章
の
記
述
の
枠
組
み
も
、
田
丸
の
こ
の
論
考
に
範
を
取
っ
て
い
る
。

（
２
）�

こ
こ
で
の
旧
約
聖
書
に
関
す
る
記
述
は
、
旧
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
訳
『
旧
約
聖
書
』
全
四

巻
（
岩
波
書
店
、2004-2005

）、
山
我
哲
雄
『
聖
書
時
代
史 

旧
約
篇
』（
岩
波
現
代
文
庫
、

2003

）、
さ
ら
に
大
貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

）
に
よ
っ

て
い
る
。

（
３
）�

こ
こ
で
の
新
約
聖
書
に
関
す
る
記
述
は
、
新
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
訳
『
新
約
聖
書
』（
岩
波

書
店
、2004

）、
佐
藤
研
『
聖
書
時
代
史 

新
約
篇
』（
岩
波
現
代
文
庫
、2003

）、
さ
ら
に
大

貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

）
に
よ
っ
て
い
る
。

１
ユ
ダ
ヤ
教

　

一
神
教
の
源
流
に
位
置
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
直
接
の
母
胎
と
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
す

で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
宗
教
で
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
言
葉
は
、

も
と
も
と
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
エ
ル
（
神
）
が
支
配
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
イ
ス
ラ
エ

ル
民
族
の
自
称
で
す
。
近
年
の
研
究
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
は
、
紀
元
前
一
三
世
紀
前
後

に
、
カ
ナ
ン
の
地
で
遊
牧
民
の
多
様
な
部
族
が
連
合
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
説
が
有
力

の
よ
う
で
す）

（
（

。
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
二
世
紀
以
降
、
カ
ナ
ン

の
地
を
追
わ
れ
て
地
中
海
世
界
各
地
に
離
散
（
ギ
リ
シ
ア
語
で
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
呼
び
ま

す
）
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
長
い
あ
い
だ
彼
ら
が
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
て
た
の
は
、
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
存
在
に
よ
る
の
で
す
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
以
前
に
も
、
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ッ
シ
リ
ア
、
バ
ビ

ロ
ニ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
と
い
っ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
大
国
の
は
ざ
ま
で
苦
難
の
歴
史
を
辿
っ
た

の
で
す
が
、
旧
約
聖
書
は
そ
の
間
の
民
族
の
歴
史
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
信
仰
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
事
実
を
そ
の
ま
ま
反
映

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
イ
エ
ス
が
登
場
す
る
ま
で
の
ユ

ダ
ヤ
教
の
歴
史
を
一
瞥
し
て
お
き
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
イ
エ
ス
は
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
教
の

世
界
の
な
か
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
理
解
抜
き
に
は
、
イ
エ
ス
の

教
え
も
、
ま
た
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
も
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

　

さ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
成
立
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
歴
史
的
事
件
が
重
要
な
契
機
と
な
り

ま
す
。
一
つ
は
モ
ー
セ
に
よ
る
出
エ
ジ
プ
ト
、
も
う
一
つ
は
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
で
す
。
ま
ず

は
出
エ
ジ
プ
ト
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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創
世
記
の
記
述
に
よ
る
と
、
ア
ダ
ム
の
子
孫
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
―
―
さ
ら
に
そ
の
子
孫
で

あ
る
ヤ
コ
ブ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
直
接
の
祖
と
さ
れ
る
―
―
が
、
神
の
命
に
従
っ
て
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
カ
ナ
ン
の
地
に
移
住
し
、
そ
の
一
族
の
一
部
は
さ
ら
に
エ
ジ
プ
ト
に
ま

で
到
達
し
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
創
世
記
の
す
ぐ
後
に
置
か
れ
た
出
エ
ジ
プ
ト
記
は
、
エ
ジ

プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
に
よ
る
抑
圧
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
指
導
者
モ
ー
セ
に
率
い
ら
れ
た
ユ

ダ
ヤ
人
が
カ
ナ
ン
に
帰
還
す
る
物
語
で
す
。
こ
れ
は
紀
元
前
一
三
世
紀
の
出
来
事
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
過
程
で
、
シ
ナ
イ
山
―
―
現
在
は
、
ジ
ェ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
が
シ

ナ
イ
山
と
し
て
観
光
地
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
比
定
は
四
世
紀
以
降
の
こ
と
で
、
実
際

に
ど
こ
の
山
だ
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
―
―
に
お
い
て
、
モ
ー
セ
の
前
に
神

ヤ
ハ
ウ
ェ
が
顕
現
し
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
の
あ
い
だ
に
契
約
、
す
な
わ
ち

取
り
決
め
が
結
ば
れ
た
、
と
さ
れ
る
の
で
す）

（
（

。

　

そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
命
じ
た
掟
す
な
わ
ち
律

法
を
遵
守
し
、
こ
れ
に
対
し
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
守
護
す
る
と
い
う
、
い

わ
ばgive�and�take

の
関
係
で
、
こ
れ
を
シ
ナ
イ
契
約
と
呼
び
ま
す
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
か
ら

与
え
ら
れ
た
律
法
の
典
型
と
し
て
は
、
十
戒
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
資
料
２
「
十

戒
」
参
照
）。
こ
こ
で
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
に
と
っ
て
唯
一
の
神
で
あ
る

こ
と
の
承
認
、
偶
像
崇
拝
の
禁
止
、
神
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
な
い
こ
と
、
安
息
日
を
守

る
こ
と
、
父
母
を
重
ん
じ
る
こ
と
、
殺
害
・
姦
淫
・
盗
み
・
偽
証
・
隣
人
の
侵
害
の
禁
止
、

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
者
四
つ
が
神
に
対
す
る
義
務
、
後
者
六
つ
が
共
同
体
的
な
倫

理
規
定
で
す
が
、
神
に
対
す
る
規
定
で
は
、
と
く
に
そ
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
偶
像
崇
拝
は
、
絶
対
的
で
限
定
で
き
な
い
は
ず
の
神
を
眼
に
見
え
る
形
で
限

定
し
て
し
ま
う
か
ら
禁
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
神
の
名
の
発
音
の
禁
止
に
も
、
同
様
の
意

味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
ヤ
ハ

ウ
ェ
の
名
前
は
神
殿
の
な
か
で
し
か
発
音
で
き
ず
、Y

H
W

H

―
―
ロ
ー
マ
字
化
し
て
あ

る
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
な
ど
と
同
じ
セ
ム
系
の
言
語
で
あ
り
、
も
と
も

と
母
音
を
表
記
し
な
か
っ
た
―
―
の
字
が
出
て
く
る
と
す
か
さ
ず
「
わ
が
主
（
ア
ド
ナ

イ
）」
と
読
み
替
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
後
に
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
が
破
壊
さ
れ
る

と
、
も
と
も
とY

H
W

H

が
な
ん
と
読
ま
れ
て
い
た
の
か
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
エ
ホ

バY
eH

oW
a

と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
い
う
呼
び
方
は

一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
学
問
的
に
再
現
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
が
、
言
い
換
え
れ
ば
神

の
名
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
律
法
を
厳
し
く
遵
守
し
て
い
た

の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
こ
の
シ
ナ
イ
契
約
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
選
民
思
想
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
モ
ー
セ
の
前
に
現
わ
れ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル

民
族
が
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
選
ば
れ
た
民
だ
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
律
法
を
遵
守
す
る
か
ぎ

り
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
特
別
に
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
守
護
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
考
え

で
す
。
シ
ナ
イ
契
約
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
選
民
思
想
の
直
接
的
な
表
現
で
あ
る
と
さ

え
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
モ
ー
セ
の
前
に
突
如
顕
現
し
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
語
源
は
不
明
で
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
み
ず
か
ら
を
「
あ
り
て
あ
る
者
」
と
規

定
し
ま
す
（
出
エ
ジ
プ
ト
記3-14

）
が
、
こ
れ
も
ま
た
解
釈
の
難
し
い
表
現
で
す
。
神
学

的
に
も
い
ろ
い
ろ
と
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
こ
で
は
と
も
か
く
も
、
そ
れ
ま
で

に
は
な
か
っ
た
唯
一
絶
対
の
神
が
モ
ー
セ
に
み
ず
か
ら
を
啓
示
し
て
き
て
、
彼
が
そ
れ
を

受
け
容
れ
た
と
こ
ろ
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
、
ひ
い
て
は
一
神
教
的
な
宗
教
伝
統
の
出
発
点
が

あ
る
、
と
と
ら
え
る
し
か
な
さ
そ
う
で
す
。

　

さ
て
、
四
〇
年
に
わ
た
る
放
浪
の
末
、
モ
ー
セ
が
率
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
カ
ナ
ン
に

帰
還
し
て
定
住
し
、
農
耕
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
紀
元
前
一
〇
一
〇

年
頃
、
サ
ウ
ル
の
も
と
で
王
制
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
ダ
ビ
デ
王
（
在
位B.C.1003-

965

）
と
そ
の
息
子
ソ
ロ
モ
ン
王
（
在
位B.C.965-926

）
の
時
代
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国

は
絶
頂
期
を
迎
え
ま
す
。
ダ
ビ
デ
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
都
を
定
め
（B.C.998

）、
ソ
ロ
モ
ン

は
シ
オ
ン
の
丘
に
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
を
築
き
ま
す
（B.C.955

）。
そ
れ
ま
で
、
定
ま
っ
た

聖
所
を
も
た
な
か
っ
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
恒
久
的
に
祀
る
施
設
の
誕
生
で
す）

（
（

。
ソ
ロ
モ
ン
は
エ

ル
サ
レ
ム
の
街
を
整
備
し
、
交
易
の
推
進
に
よ
り
経
済
的
な
繁
栄
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
振
興
も
行
な
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
」
で
す
が
、

し
か
し
ソ
ロ
モ
ン
の
死
後
、
王
国
は
北
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
南
の
ユ
ダ
に
分
裂
し
、
紀
元
前

七
二
二
年
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
は
ア
ッ
シ
リ
ア
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
紀
元
前
八
世
紀
以
降
、
ア
モ
ス
や
イ
ザ
ヤ
、
エ
レ
ミ
ア

と
い
っ
た
預
言
者
が
現
わ
れ
、
定
着
農
耕
生
活
の
な
か
で
土
着
の
農
耕
神
バ
ア
ル
へ
の
崇

拝
に
傾
斜
し
て
い
く
民
衆
の
多
神
教
的
動
向
を
批
判
し
て
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
へ
の
信
仰
に
立
ち

返
る
べ
き
だ
と
説
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
甲
斐
も
な
く
ア
ッ
シ
リ
ア
や
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

六

に
よ
る
侵
攻
は
続
き
、
南
の
ユ
ダ
王
国
も
、
紀
元
前
五
八
七
年
に
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
滅
ぼ

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
は
破
壊
さ
れ
、
お
そ
ら
く
数
万
人
に
及
ぶ
イ
ス

ラ
エ
ル
民
族
の
指
導
者
層
が
、
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
―
―
現
在
の
イ
ラ
ク
―
―
の
首
都
、
バ
ビ

ロ
ン
に
連
れ
去
ら
れ
、
紀
元
前
五
三
八
年
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
に
よ
っ
て
解
放
さ

れ
る
ま
で
、
そ
の
地
に
と
ど
ま
ら
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
で
す
。

　

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
成
立
に
と
っ
て
決
定
的
な

意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
囚
わ
れ
て
い
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
さ
ら

に
は
ペ
ル
シ
ア
―
―
現
在
の
イ
ラ
ン
―
―
の
思
想
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
ま

し
た
。
た
と
え
ば
、
創
世
記
に
描
か
れ
た
ノ
ア
の
方
舟
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
チ
グ
リ
ス
・

ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
が
毎
年
氾
濫
を
繰
り
返
す
こ
と
に
由
来
す
る
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
洪
水
伝

説
に
淵
源
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
こ
の
世
の
終
わ
り
が
到
来
し
て
神
の
前

で
最
後
の
審
判
が
行
な
わ
れ
る
と
す
る
終
末
思
想
や
、
神
と
サ
タ
ン
と
の
二
元
論
的
闘
争

の
構
図
も
、
ペ
ル
シ
ア
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
指
導
者
層
の
捕
囚
と
い
う
歴
史
的
な
危
機
に
直
面
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル

民
族
を
救
っ
て
く
れ
る
メ
シ
ア
＝
救
世
主
へ
の
待
望
が
高
ま
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
メ
シ

ア
思
想
も
、
ペ
ル
シ
ア
思
想
か
ら
の
影
響
が
強
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
異
邦
人
と
の
差
異
を
強
調
す
る
た
め
に
、
割
礼
―
―
男
児
の
生
殖
器
の
包
皮

を
除
去
す
る
―
―
を
施
す
慣
行
も
、
こ
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
を
契
機
に
定
着
し
た
と
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
供
犠
に
代
表
さ
れ
る
盛
大
な

祭
儀
は
執
り
行
な
う
べ
く
も
な
く
、
人
び
と
は
定
期
的
に
集
ま
っ
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
祈
り
を

捧
げ
た
り
、
ト
ー
ラ
ー
を
読
み
上
げ
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
指
導
者
に
よ
る
説
教
を

聞
い
た
り
す
る
、
日
常
的
な
宗
教
活
動
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
の
ち

の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
活
動
に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す）

（
（

。T
N
K

と
し
て
ま
と
め

ら
れ
る
、
創
世
記
を
始
め
と
し
た
教
典
の
文
書
も
、
捕
囚
以
後
に
本
格
的
に
編
集
さ
れ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
捕
囚
が
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
に
は
、
計

り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
彼
ら
は
、
亡
国
と
神
殿
の
破
壊
が
、
ヤ
ハ
ウ

ェ
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
、
み
ず
か
ら
の
背
信
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
を
改
め
て
履
行
す
べ
く
律
法
を
遵
守
し
、
異
文
化
か
ら
の
要
素

も
取
り
込
ん
で
、
新
た
な
思
想
と
実
践
を
鍛
え
上
げ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

　

要
す
る
に
、
シ
ナ
イ
山
で
の
唯
一
絶
対
の
人
格
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
顕
現
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
対

す
る
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
で
の
祭
祀
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
の
経
験
が
も
た
ら
し
た
終
末
論
や
メ

シ
ア
待
望
の
思
想
と
日
常
的
な
実
践
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
結
び
つ
い
て
、
律
法
の
遵
守
を

中
心
と
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
宗
教
が
成
立
し
て
い
く
の
で
す
。

　

バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
指
導
者
層
は
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
に
よ

っ
て
解
放
さ
れ
、
そ
の
大
半
が
カ
ナ
ン
の
地
に
帰
還
し
ま
す
。
紀
元
前
五
一
五
年
に
は
エ

ル
サ
レ
ム
神
殿
が
再
建
さ
れ
（
第
二
神
殿
）、
復
興
は
緒
に
就
い
た
か
に
見
え
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
に
よ
る
支
配
は
な
お
も
続
き
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
独
立
国
家

が
再
興
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
紀
元
前
四
世
紀
に
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大

王
（
在
位B.C.336-B.C.323

）
の
東
征
に
よ
り
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
突
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
自
称
ヘ
レ
ネ
ス
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
ギ

リ
シ
ア
風
の
文
化
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
時
代
、
オ
リ
エ
ン
ト
全
体
に
ギ
リ
シ
ア
文
化
が

浸
透
し
て
い
く
の
で
す
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と

え
ば
紀
元
前
三
世
紀
以
降
、
七
十
人
訳
聖
書
と
い
う
形
でT

N
K

が
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳

さ
れ
る
の
も
、
ギ
リ
シ
ア
語
し
か
話
さ
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
が
増
加
し
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
一
方
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
独
自
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
、
他
方
で
は
当
時
最
先
端
の
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
、
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
方
で
は
、
バ
ビ

ロ
ン
捕
囚
以
来
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
日
常
的
な
活
動
の
拠
点
と
し
て
定
着
し
て

い
き
、
そ
の
指
導
者
と
し
て
、
の
ち
に
ラ
ビ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
専
門
の
教
師
―
―

す
で
に
一
般
に
は
死
語
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
読
ん
で
解
釈
で
き
る
律

法
学
者
―
―
が
登
場
し
ま
す
。
政
治
的
に
は
、
紀
元
前
二
世
紀
半
ば
に
ハ
ス
モ
ン
朝
が
成

立
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
は
一
時
的
に
独
立
を
勝
ち
と
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
束
の
間
、
ロ
ー
マ

が
勢
力
を
伸
ば
し
、
紀
元
前
六
三
年
に
は
、
そ
の
属
領
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
ロ
ー
マ
の
内
紛
に
乗
じ
て
、
紀
元
前
四
〇
年
に
「
ユ
ダ
ヤ
の
王
」
の
称
号
を

手
に
し
た
ヘ
ロ
デ
が
一
時
的
に
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
配
し
ま
す
が
、
し
か
し
実
権
は
、
ロ
ー

マ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
総
督
に
握
ら
れ
た
ま
ま
で
し
た
。
ち
な
み
に
、
イ
エ
ス
が
処
刑
さ
れ

た
紀
元
三
三
年
頃
に
総
督
を
務
め
て
い
た
の
が
、
ポ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ピ
ラ
ト
ス
で
し
た
。

　

ロ
ー
マ
の
属
領
時
代
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
内
部
で
は
い
く
つ
か
の
党
派
が
形
作
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
な
か
で
も
有
力
だ
っ
た
の
が
、
サ
ド
カ
イ
派
と
パ
リ
サ
イ
派
で
し
た
。
サ
ド

カ
イ
派
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
所
属
の
祭
司
を
中
心
に
、
富
裕
階
級
、
貴
族
が
そ
の
主
な
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科
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号

　
二
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年
三
月

七

担
い
手
で
、
当
時
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
の
状
況
を
積
極
的
に
受
け
容
れ
、
政
治
的
に
は
ロ
ー

マ
の
権
力
側
に
立
つ
人
び
と
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
パ
リ
サ
イ
派
は
、
平
民
の
律
法
教

師
（
ラ
ビ
）
を
中
心
に
、
一
部
の
祭
司
も
巻
き
込
ん
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
独
自
性
を
保
持
し

よ
う
と
す
る
立
場
の
人
び
と
で
し
た
。
彼
ら
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
受
け
て
い
る
歴
史
的
な

苦
難
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
が
守
ら
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
招
か
れ
た
も
の
と
考
え
、

神
殿
で
の
祭
祀
以
外
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
律
法
の
遵
守
と
宗
教
的
清
浄
性
の
維
持
を

強
調
し
ま
す
。
彼
ら
は
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
を
足
場
に
、
民
衆
の
な
か
に
ト
ー
ラ
ー
の
教
え
を

広
め
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
イ
エ
ス
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

の
前
史
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
記
述
は
、
こ
こ
ま
で
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
後
の
ユ
ダ
ヤ

教
の
展
開
に
つ
い
て
、
手
短
に
触
れ
て
お
き
ま
す）

（
（

。

　

紀
元
六
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
ユ
ダ
ヤ
戦
争
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ロ
ー
マ
帝
国
に
対
し
て
徹

底
抗
戦
を
試
み
ま
す
。
七
〇
年
に
は
ロ
ー
マ
に
よ
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
第
二
神
殿
が
破
壊
さ

れ
、
七
三
年
に
は
最
後
の
拠
点
で
あ
っ
た
マ
サ
ダ
の
城
塞
が
陥
落
し
、
ユ
ダ
ヤ
戦
争
は
イ

ス
ラ
エ
ル
側
の
完
敗
で
幕
を
閉
じ
ま
す
。
そ
の
後
二
世
紀
以
降
、
祖
国
を
失
っ
た
ユ
ダ
ヤ

人
は
離
散
（
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
、
ラ
ビ
を
指
導

者
と
す
る
宗
教
的
共
同
体
が
再
構
築
さ
れ
、
ト
ー
ラ
ー
、
あ
る
い
はT

N
K

以
外
に
伝
承

さ
れ
た
タ
ル
ム
ー
ド
を
聖
典
と
し
て
、
と
く
に
律
法
遵
守
を
核
と
す
る
形
で
、
ユ
ダ
ヤ
教

は
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
は
差
別
と
迫
害
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
結

果
も
た
ら
さ
れ
た
最
大
の
悲
劇
が
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に

よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
―
―
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
あ
る
い
は
シ
ョ
ア
と
も
呼
ば
れ
る
。

六
〇
〇
万
人
以
上
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
殺
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
―
―
だ
っ
た
こ
と
は
、
み
な
さ

ん
も
ご
存
知
で
し
ょ
う
。

　

一
方
で
、
一
九
世
紀
末
以
降
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
独
立
国
家
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
運
動

が
展
開
し
―
―
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
た
シ
オ
ン
の
丘
に
ち
な
ん
で
シ
オ
ニ

ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
―
―
、
そ
の
努
力
が
功
を
奏
し
て
一
九
四
八
年
に
今
の
イ
ス
ラ
エ
ル
が

建
国
さ
れ
、
世
界
中
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
民
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
建

国
が
、
当
時
パ
レ
ス
チ
ナ
に
住
ん
で
い
た
ア
ラ
ブ
系
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）
を
排

除
す
る
形
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
長
い
あ
い
だ
中
東
戦
争
の
火
種
と
な
っ
て
、
い
ま

だ
に
抜
本
的
な
解
決
を
見
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

＊
左
に
掲
げ
た
の
は
エ
ル
サ
レ
ム
旧
市
街
の
地
図
で
す
が
、
城
壁
で
囲
ま
れ
た
「
神
殿
の

丘
」
が
か
つ
て
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
が
あ
っ
た
シ
オ
ン
の
丘
で
、
現
在
は
イ
ス
ラ
ム
教
の

高
橋
正
男
『
図
説
聖
地
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
』（
河
出
書
房
新
社
、（00（,�p.（6

）
よ
り
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八

「
岩
の
ド
ー
ム
」
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
神
殿
跡
の
西
壁
は
、
第
二
神
殿
の
石
積

み
が
残
っ
て
い
る
と
さ
れ
、「
嘆
き
の
壁
」
と
呼
ば
れ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
祈
り
を
捧
げ

ま
す
。
一
方
で
、
旧
市
街
の
左
の
な
か
ほ
ど
に
あ
る
の
が
「
聖
墳
墓
教
会
」、
磔
刑
後
に

イ
エ
ス
が
葬
ら
れ
て
復
活
し
た
跡
に
建
て
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
す
。
こ
の
よ
う

に
、
エ
ル
サ
レ
ム
が
、
一
神
教
の
三
つ
の
伝
統
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
地
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
も
、
い
わ
ゆ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
複
雑
な
歴
史
的
性
格
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

註（
１
）�

こ
の
節
の
以
下
の
記
述
は
、
主
に
、
山
我
哲
雄
『
聖
書
時
代
史 

旧
約
篇
』（
岩
波
現
代
文
庫
、

2003

）
と
市
川
裕
『
宗
教
の
世
界
史
７ 

ユ
ダ
ヤ
教
の
歴
史
』（
山
川
出
版
社
、2009

）
に
よ

っ
て
い
る
。

（
２
）�

も
っ
と
も
、
近
年
の
研
究
で
は
、
シ
ナ
イ
山
で
の
モ
ー
セ
の
体
験
は
、
神
の
顕
現
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
り
、
契
約
や
律
法
と
は
直
接
関
わ
り
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
契
約
や
律

法
が
モ
ー
セ
の
体
験
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
紀
元
前
七
世
紀
頃
の
こ
と
と

推
定
さ
れ
て
い
る
（
山
我
前
掲
書
、pp.35f.

。cf.
市
川
前
掲
書
、pp.25f.

）。
け
れ
ど
も
こ
こ

で
は
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る
シ
ナ
イ
契
約
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
言
い
換
え
れ
ば
ユ
ダ
ヤ
教

や
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
理
解
に
沿
う
形
で
、
記
述
を
進
め
て
い
く
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
モ
ー
セ
に
よ
る
出
エ
ジ
プ
ト
を
記
念
し
て
行
な
わ
れ
る
の
が
過

す
ぎ
こ
し
の
ま
つ
り

越
祭
で
あ
り
、

か
つ
て
は
羊
の
供
犠
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

（
３
）�

レ
ビ
記
に
見
ら
れ
る
、
儀
礼
の
詳
細
な
規
定
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
で

は
、
祭
司
た
ち
に
よ
っ
て
供
犠
を
中
心
と
し
た
祭
儀
が
盛
大
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
。

（
４
）�

こ
の
よ
う
な
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
あ
り
方
は
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
活
動
の
前
身
と
言
え
る
。

（
５
）�

ユ
ダ
ヤ
教
の
通
史
と
し
て
は
市
川
裕
『
宗
教
の
世
界
史
７ 

ユ
ダ
ヤ
教
の
歴
史
』（
山
川
出
版

社
、2009

）、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
全
体
像
に
触
れ
る
入
門
書
と
し
て
は
、
同
じ
著
者
に
よ
る
『
ユ

ダ
ヤ
人
と
ユ
ダ
ヤ
教
』（
岩
波
新
書
、2019

）
を
挙
げ
て
お
く
。

２
イ
エ
ス
の
教
え

　

イ
エ
ス
は
、
紀
元
前
六
年
頃
、
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
の
ナ
ザ
レ
で
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
西
暦
の
紀
元
は
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
た
年
を
起
点
と
す
る
は
ず
で
す
が
、
六
世
紀

に
西
暦
紀
元
が
提
唱
さ
れ
た
際
に
、
イ
エ
ス
の
生
年
が
誤
っ
て
算
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
ズ
レ
が
生
じ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
福
音
書
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
大
工
の
ヨ
セ

フ
と
マ
リ
ア
を
両
親
と
し
て
生
ま
れ
、
三
〇
歳
頃
、
バ
プ
テ
ス
マ
（
ギ
リ
シ
ア
語
で
洗
礼

の
こ
と
）
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
っ
て
洗
礼
を
受
け
、
預
言
者
的
な
使
命
を
自
覚
し
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
後
イ
エ
ス
は
、
ガ
リ
ラ
ヤ
を
中
心
に
、
人
び
と
に
「
神
の
国
」
の
到
来
を
説

い
て
回
り
ま
す
が
、
最
後
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
ロ
ー
マ
の
官
憲
に
と
ら
え
ら
れ
、
過
越
祭）

（
（

の

日
に
処
刑
さ
れ
ま
す
。
三
〇
年
か
ら
三
三
年
頃
の
こ
と
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

イ
エ
ス
の
生
涯
に
関
し
て
は
、
福
音
書
の
記
述
を
中
心
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
側
の
史
料

し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ロ
ー
マ
の
公
式
の
記
録
に
も
イ
エ
ス
の
こ
と
は
一
切
出
て
き
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
一
九
世
紀
に
は
、
イ
エ
ス
の
歴
史
的
実
在
を
否
定
す
る
説
も
出
さ
れ
た

ほ
ど
で
す
が
、
現
在
は
そ
の
実
在
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
福
音
書
に
し
て
も
、

イ
エ
ス
晩
年
の
活
動
の
記
述
が
大
半
で
、
し
か
も
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
立
場
か

ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
実
像
―
―
い
わ
ゆ
る
史
的
イ
エ
ス
―
―
の
解
明

は
き
わ
め
て
困
難
で
す
。
そ
の
解
明
作
業
自
体
に
も
と
て
も
興
味
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す

が）
（
（

、
こ
の
節
で
は
、
基
本
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
イ
エ
ス
像
に
基

づ
い
て
、
彼
の
教
え
を
一
瞥
し
ま
す）

（
（

。

　

イ
エ
ス
は
「
神
の
国
は
近
づ
い
た
」
と
再
三
強
調
し
て
い
ま
す
（
マ
ル
コ1-15

、
マ
タ

ジ
ョ
ン
・
Ｒ
・
ヒ
ネ
ル
ズ
編
『
世
界
宗
教
事
典
』（
青
土
社
、（999,�p.（（

）
よ
り
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イ4-17

、
ル
カ10-9

等
）。「
神
の
国
」
の
到
来
と
い
う
モ
チ
ー
フ
自
体
は
、
旧
約
聖
書

で
も
く
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
神
が
支
配
す
る
国
＝
イ

ス
ラ
エ
ル
王
国
の
実
現
と
い
う
、
現
世
の
政
治
的
な
意
味
合
い
が
強
い
も
の
で
し
た
。
し

か
し
イ
エ
ス
の
説
く
「
神
の
国
」
は
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
な
意
味
と
い
う
よ
り
は
、
神

が
人
び
と
の
精
神
を
支
配
す
る
事
態
が
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
、
内
面
的
・
精
神
的
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
イ
エ
ス
の
教
え
の
中
核
は
、
神
と
人
間
と
の
内
面
的
・
精
神

的
な
つ
な
が
り
の
強
調
に
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
内
面
的
な
神
の
支
配
を
説
く
イ
エ
ス
に
特
徴
的
な
も
う
一
つ
の
点
は
、
愛

の
強
調
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
資
料
３
「
最
も
重
要
な
戒
め
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
箇
所
は
、
い
ず
れ
の
共
観
福
音
書
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
よ
く
知
ら
れ
た
イ
エ
ス

の
教
え
を
示
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
神
へ
の
愛
―
―
こ
こ
で
は
、
神
が
人
び
と
に
対

し
て
愛
を
注
い
で
く
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
そ
も
そ
も
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
―
―

と
、
隣
人
愛
―
―
こ
れ
は
、
神
と
同
じ
よ
う
に
す
べ
て
の
人
間
を
愛
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
、
文
字
通
り
隣
近
所
の
人
を
愛
し
な
さ
い
、
と
い
う
の
と
は
違
う
―
―
、
こ
の

二
つ
の
愛
こ
そ
が
最
も
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
訳
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き

た
い
の
は
、
イ
エ
ス
が
述
べ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
旧
約
聖
書
に
見
ら
れ
る
律

法
だ
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
最
も
重
要
な
律
法
＝
掟
だ
、
と
イ
エ
ス
は
言
っ
て
い

る
の
で
す）

（
（

。

　

イ
エ
ス
は
、
パ
リ
サ
イ
派
で
あ
れ
サ
ド
カ
イ
派
で
あ
れ
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
主
流
の

立
場
に
対
し
て
鋭
い
批
判
の
刃
を
向
け
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
あ
く
ま
で
ユ
ダ
ヤ
教
の
内
側

の
人
間
と
し
て
、
律
法
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
訳
で
す
。
そ
の
意
味
で
生
前
の
イ
エ

ス
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
内
部
に
お
け
る
革
新
派
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

他
方
で
、
旧
約
聖
書
に
見
え
る
こ
の
二
つ
の
律
法
が
、
イ
エ
ス
の
言
葉
の
よ
う
に
対
等

に
並
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
般
的
に

言
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
「
裁
き
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
、
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
畏
る
べ
き
神
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
旧
約
聖
書
の
な
か
に
は
今
し
も
見
た
と
お
り
、「
愛

の
神
」
と
「
隣
人
愛
」
を
示
す
律
法
が
あ
る
訳
で
す
か
ら
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
単
純
に
「
裁
き

の
神
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
愛
を

強
調
す
る
イ
エ
ス
の
神
理
解
は
、
や
は
り
従
来
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
は
異
質
な
も
の
を
含
ん
で

い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
イ
エ
ス
は
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
と
い
う
娼
婦
や
徴
税
請
負
人
―
―
い
ず
れ

も
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
あ
い
だ
で
は
、
律
法
に
従
う
こ
と
も
で
き
な
い
、
賤
し
い
職
業
と

し
て
蔑
視
さ
れ
る
社
会
的
弱
者
だ
っ
た
―
―
に
も
親
し
く
接
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
は

有
名
な
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
譬
え
（
ル
カ10-30

～37

）
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
イ
エ
ス
に
と
っ
て
愛
を
注
ぐ
べ
き
「
隣
人
」
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
―
―
律
法
を
遵

守
し
て
救
い
に
与
る
こ
と
の
で
き
る
―
―
の
範
囲
を
超
え
て
い
た
の
で
す
。

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
自
身
は
み
ず
か
ら
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
―
―
ユ
ダ
ヤ
人
と

し
て
律
法
を
遵
守
す
る
こ
と
で
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
守
護
に
与
る
―
―
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
も

み
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、「
神
の
愛
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
在

的
に
正
規
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
範
囲
を
越
え
出
る
可
能
性
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
る
種
の
普
遍
的

性
格
が
イ
エ
ス
の
教
え
に
は
秘
め
ら
れ
て
い
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

鋭
い
社
会
批
判
や
、
そ
の
説
教
に
示
さ
れ
る
機
知
と
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
、
当
時
の
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
に
も
気
軽
に
接
す
る
気
の
置
け
な
い
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
さ
ら
に
は
今
し
も
見

た
潜
在
的
な
普
遍
的
性
格
等
々
、
福
音
書
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
生
前
の
イ
エ
ス

の
言
行
は
、
た
し
か
に
大
き
な
魅
力
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
病
気
治
し
の

奇
跡
を
起
こ
す
カ
リ
ス
マ
性
も
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な

イ
エ
ス
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
救
う
メ
シ
ア
を
待
望
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
当
然

い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
ら
え
ら
れ
て
ロ
ー
マ
の
官
憲
に
よ
っ
て
十
字

架
に
か
け
ら
れ
て
も）

（
（

、
イ
エ
ス
は
苦
し
み
な
が
ら
死
ん
で
い
く
だ
け
で
し
た
。
イ
エ
ス
に

メ
シ
ア
を
期
待
し
た
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
何
の
奇
跡
も
起
こ
ら
な
い
ま
ま
息
を
引
き
取

っ
て
い
く
彼
の
姿
は
、
期
待
は
ず
れ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
刑
死
か
ら
三
日
後
に
、
イ
エ
ス
は
復
活
し
て
弟
子
た
ち
の
前
に
現
わ
れ
ま

す
。
彼
ら
は
こ
の
事
態
を
、
イ
エ
ス
が
、
す
べ
て
の
人
間
の
罪
を
償
う
た
め
に
神
に
よ
っ

て
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
た
メ
シ
ア
（
キ
リ
ス
ト
）
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
と
受
け
取
り
ま
す
。

こ
の
場
合
の
メ
シ
ア
（
キ
リ
ス
ト
）
は
、
従
来
の
ユ
ダ
ヤ
教
で
考
え
ら
れ
て
い
た
メ
シ
ア
、

す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
救
う
政
治
的
・
地
上
的
な
救
世
主
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ

ル
民
族
に
限
ら
ず
、
人
び
と
を
精
神
的
な
苦
悩
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
、
普
遍
的
な
性
格
を

も
っ
た
キ
リ
ス
ト
へ
と
変
容
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
イ
エ
ス
を
、
神
か
ら
遣
わ
さ
れ

た
「
神
の
子
」
キ
リ
ス
ト
と
し
て
信
仰
す
る
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
で
す
。
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福
音
書
に
示
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
言
行
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族

宗
教
と
し
て
の
枠
を
超
え
る
普
遍
的
性
格
を
潜
在
的
に
含
む
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

し
か
し
イ
エ
ス
自
身
が
新
た
な
宗
教
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の

十
字
架
上
の
死
と
復
活
と
い
う
事
態
が
、
結
果
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
新
た
な
宗
教

を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

註（
１
）�

モ
ー
セ
に
よ
る
出
エ
ジ
プ
ト
を
記
念
す
る
祭
。
本
章
第
一
節
の
註
（
２
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
２
）�

新
約
聖
書
を
研
究
す
る
学
問
と
し
て
の
新
約
学
に
は
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
各
福
音
書
が
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
編
集
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
着

目
す
る
「
編
集
史
」
と
呼
ば
れ
る
研
究
手
法
が
導
入
さ
れ
、
史
的
イ
エ
ス
の
問
題
も
き
わ
め

て
詳
細
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
そ
の
代
表
的
研
究
と
し
て
は
、
荒

井
献
『
イ
エ
ス
と
そ
の
時
代
』（
岩
波
新
書
、1974

）
と
田
川
建
三
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
―
―

逆
説
的
反
抗
者
の
生
と
死
』（
三
一
書
房
、1980
：
増
補
改
訂
版
、
作
品
社
、2004

）
を
挙
げ

て
お
く
。
と
く
に
後
者
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
イ
エ
ス
を
根
源
的
な
体
制

批
判
者
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
透
徹
し
た
批
判
を
骨
抜
き
に
す
べ
く
、
体
制
的
な
宗
教
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
た
の
だ
と
い
う
、
か
な
り
大
胆
で
過
激
な
解
釈
を
導
き
出
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
田
川
は
永
年
に
わ
た
る
詳
細
な
研
究
に
基
づ
い
て
新
約
聖
書
の
全
訳
・
註

解
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
は
さ
し
あ
た
っ
て
田
川
建
三
訳
『
新
約
聖
書
―
―
本

文
の
訳
』（
作
品
社
、2018

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）�

こ
の
節
の
記
述
は
、
主
に
佐
藤
研
『
聖
書
時
代
史 

新
約
篇
』（
岩
波
現
代
文
庫
、2003

）、

松
本
宣
郎
編
『
宗
教
の
世
界
史
８ 

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
１
―
―
初
期
キ
リ
ス
ト
教
～
宗
教
改

革
』（
山
川
出
版
社
、2009

）、
さ
ら
に
大
貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、

2002

）
に
よ
っ
て
い
る
。

（
４
）�

今
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
イ
エ
ス
に
よ
る
病
気
治
し
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
く
に
マ
ル
コ
福
音
書
の
記
述
を
中
心
に
、
イ
エ
ス
に
よ
る
病
気
治
し
の
事
例
は
か
な
り
の

数
に
上
る
。
た
と
え
ば
現
在
の
ハ
ン
セ
ン
病
に
似
た
「
業
病
」、「
悪
霊
に
憑
か
れ
た
者
」
と

い
う
形
で
描
か
れ
る
精
神
疾
患
、
身
体
障
害
等
々
。
こ
の
よ
う
な
奇
跡
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
少
な
く
と
も
病
を
癒
し
う
る
な
ん
ら
か

の
カ
リ
ス
マ
性
が
イ
エ
ス
に
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
田
川
建
三
『
原
始
キ
リ
ス
ト
教
史
の
一
断
面
―
―
福
音
書
文
学
の
成
立
』（
勁
草
書
房
、

1968

）
が
、
マ
ル
コ
福
音
書
の
記
述
を
素
材
に
、
興
味
深
い
分
析
を
加
え
て
い
る
。

（
５
）�

ち
な
み
に
十
字
架
に
磔

は
り
つ
けに

す
る
刑
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
地
域
で
重
罪
人
を
処

刑
す
る
際
に
採
用
さ
れ
て
い
た
、
最
も
残
酷
で
侮
辱
的
な
処
刑
法
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
が
こ

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
十
字
架
の
形
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３
原
始
キ
リ
ス
ト
教

　

当
初
、
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
と
し
て
信
仰
の
対
象
に
し
た
の
は
、
イ
エ
ス
の
生
前
の
弟

子
た
ち
―
―
最
後
の
晩
餐
に
集
っ
た
十
二
使
徒
―
―
が
中
心
で
し
た
。
彼
ら
は
、
十
二
使

徒
の
筆
頭
で
あ
っ
た
ペ
ト
ロ
や
イ
エ
ス
の
弟
ヤ
コ
ブ
ら
を
指
導
者
と
し
て
、
エ
ル
サ
レ
ム

を
拠
点
に
、
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
回
り
ま
し
た
。
た
だ
、
彼
ら
の

活
動
は
、
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
と
す
る
点
と
、
新
た
に
取
り
入
れ
た
洗
礼）

（
（

や
聖せ

い

餐さ
ん

以）
（
（

外
は
、

あ
く
ま
で
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
と
律
法
の
枠
組
み
の
な
か
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

意
味
で
、
当
初
の
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
は
「
ユ
ダ
ヤ
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
か
、「
ユ
ダ
ヤ
教

イ
エ
ス
派
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
も
し
ま
す
。
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
お
そ
ら
く
ユ
ダ
ヤ

教
の
一
分
派
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
事
実
、
こ
の
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
は
、

ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
よ
る
七
〇
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
第
二
神
殿
の
破
壊
と
と
も
に
、
姿
を
消
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
一
方
で
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
に
は
、「
ヘ
レ
ニ
ス
タ
イ
」（
ヘ
レ
ニ
ス
ト
）
と
呼
ば

れ
る
、
ギ
リ
シ
ア
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
び
と
が
加
入
し
て
き
て
、
新
た
な
展
開
を
示

す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
が
パ
ウ
ロ
（
ユ
ダ
ヤ
名
は
サ
ウ
ロ
）
で
し

た
。
彼
は
小
ア
ジ
ア
の
タ
ル
ソ
ス
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
ロ
ー
マ
の
市
民
権
を
も
っ
て
い

ま
し
た
。
パ
ウ
ロ
は
も
と
は
厳
格
な
パ
リ
サ
イ
派
の
立
場
に
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
を
弾
圧
す
る
た
め
に
ダ
マ
ス
カ
ス
に
向
か
う
途
中
、
光
に
打
た
れ
て
イ
エ
ス
＝

キ
リ
ス
ト
を
目
の
当
た
り
に
し
、
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
回
心
し
ま
す）

（
（

。
そ
の
後
パ
ウ

ロ
は
、
シ
リ
ア
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
教
会
を
拠
点
に
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
人
び
と
、

い
わ
ゆ
る
異
邦
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
積
極
的
に
伝
道
し
て
い
き
ま
す
。
小
ア
ジ
ア
か
ら
ギ

リ
シ
ア
に
か
け
て
、
三
回
に
及
ぶ
伝
道
旅
行
を
試
み
、
最
後
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
官
憲
に
と

ら
え
ら
れ
て
ロ
ー
マ
に
移
送
さ
れ
、
そ
こ
で
殉
教
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

パ
ウ
ロ
は
「
最
初
の
神
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基

本
的
な
信
仰
の
あ
り
方
を
最
初
に
明
確
に
提
示
し
ま
し
た
。
新
約
聖
書
に
収
め
ら
れ
た
ロ

ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
の
記
述
は
、
そ
の
代
表
的
な
箇
所
で
す
（
資
料
４
「
信
仰
に
よ
る

義
」
参
照
）。
こ
れ
は
、
信
仰
義
認
説
と
も
呼
ば
れ
、
後
の
宗
教
改
革
で
マ
ル
チ
ン
・
ル

タ
ー
が
取
り
上
げ
た
箇
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
が
み
ず
か
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ら
を
贖あ

が
ない

と
し
て
、
す
べ
て
の
人
び
と
を
救
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
り
、
律
法
の
遵
守
で
は

な
く
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
、
義た

だ

し
い
と
神
に
認
め
ら
れ
る
の

だ
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
文
書
の
後
半
で
は
、
神
に
よ
る
救
い
の
対
象

が
、
ユ
ダ
ヤ
人
（
割
礼
の
あ
る
者
）
の
み
な
ら
ず
異
邦
人
（
割
礼
の
な
い
者
）
も
含
む
こ

と
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
人
び
と
の
贖
罪
の
た
め
に
神
が
地
上
に
遣

わ
し
た
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
み
な
ら
ず
、
全
人
類
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス

ト
（
救
世
主
）
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う

な
思
想
の
裏
付
け
の
も
と
に
、
パ
ウ
ロ
は
異
邦
人
伝
道
を
積
極
的
に
推
し
進
め
た
の
で

し
た
。

　

も
う
一
人
、
異
邦
人
伝
道
に
積
極
的
に
携
わ
っ
た
人
物
が
ペ
ト
ロ
で
す
。
彼
は
、
も
と

も
と
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
漁
師
で
し
た
が
、
イ
エ
ス
の
信
頼
篤
く
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に

十
二
使
徒
の
筆
頭
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
で
も
指
導
的
立
場
に
立
ち
ま

す
が
、
パ
ウ
ロ
と
は
別
個
に
異
邦
人
伝
道
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
足
跡
は

は
っ
き
り
と
は
分
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
最
後
は
ロ
ー
マ
で
の
伝
道
中
に
、
暴
君
ネ
ロ
に
よ

る
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
―
―
ロ
ー
マ
で
起
き
た
大
火
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
放
火
に
よ
る
も

の
と
し
て
濡
れ
衣
を
着
せ
よ
う
と
す
る
―
―
の
さ
な
か
、
殉
教
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
ヘ
ン
リ
ク
・
シ
ェ
ン
キ
ェ

ヴ
ィ
チ
（1846-1916

）
の
小
説
『
ク
オ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
―
―
ネ
ロ
の
時
代
の
物
語
』（
木

村
彰
一
訳
『
ク
オ
・
ワ
デ
ィ
ス
』
上
中
下
［
岩
波
文
庫
、1995

：
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
原
著
、

1896

］）
の
な
か
で
詳
し
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
小
説
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
、
ロ
ー
マ
の
若
い
貴
族
マ
ル
ク
ス
・
ヴ
ィ
ニ

キ
ウ
ス
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
若
く
美
し
い
女
性
リ
ギ
ア
と
の
、
波
瀾
万
丈
の
恋
愛
物
語

な
の
で
す
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
ロ
ー
マ
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の

姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す）

（
（

。
そ
も
そ
も
こ
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
は
、
物
語
の
末
尾
近
く
、
ロ

ー
マ
で
の
ネ
ロ
の
迫
害
を
逃
れ
て
ア
ッ
ピ
ア
街
道
を
南
へ
と
急
ぐ
ペ
ト
ロ
の
前
に
イ
エ
ス

＝
キ
リ
ス
ト
が
姿
を
現
わ
し
、
彼
に
対
し
て
ペ
ト
ロ
が
発
し
た
言
葉
で
し
た
。「
主
よ
、

何
処
へ
行
き
給
うQ

uo�vadis,�D
om

ine�?

」。
こ
れ
は
、
生
前
の
イ
エ
ス
に
ペ
ト
ロ
が
投

げ
か
け
た
こ
と
の
あ
る
言
葉
な
の
で
す
が
（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書13-36

）、
こ
の
後
、
ペ
ト
ロ

は
ロ
ー
マ
に
引
き
返
し
て
そ
こ
で
殉
教
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
常
に
殉
教
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
パ
ウ
ロ
や
ペ
ト
ロ
ら
に
よ
っ

松
本
宣
郎
編
『
宗
教
の
世
界
史
８ 

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
１
』（
山
川
出
版
社
、（009,�p.8（

）
よ
り



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

一
二

て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
は
ロ
ー
マ
帝
国
内
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス

ト
教
が
世
界
宗
教
へ
の
道
を
辿
っ
て
い
く
、
そ
の
第
一
歩
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
前
頁
の

地
図
―
―
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
（
在
位98-117

）
の
時
代
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
土
は
最
大
限
に

達
す
る
―
―
で
見
て
も
、
三
世
紀
ま
で
に
は
か
な
り
広
範
に
キ
リ
ス
ト
教
が
浸
透
し
て
い

た
状
況
が
窺
え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
は
、
直
接
に
は
一
神
教
的
伝
統
を
ユ
ダ
ヤ
教
＝
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム

か
ら
受
け
継
い
だ
訳
で
す
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ギ
リ
シ
ア
的
＝
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
的
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
す
。
教
典
で

あ
る
新
約
聖
書
等
の
文
書
が
最
初
か
ら
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
聖
餐
の
儀
式
や
パ
ウ
ロ
の
思
想
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
密
儀
宗
教
の
影
響
を
受
け
て
い

る
と
か
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
霊
肉
二
元
論
も
ギ
リ
シ
ア
に
淵
源
す
る
と
い
っ
た
指
摘
も
古

く
か
ら
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
教
会
史
学
者
で
も
あ
っ
た

ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
（1851-1930
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
、
ヘ

ブ
ラ
イ
ズ
ム
＝
ユ
ダ
ヤ
教
的
一
神
教
の
伝
統
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
宗
教
・
思
想
と
の
合
体

に
見
出
し
て
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
も
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
以
降
の
そ
の
展
開
が
、
当
時
の
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
化
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
節
で
見
た
と
お
り
で
す
。
紀
元
前

四
世
紀
以
降
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
動
向
が
、
す
べ
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
合
体
に
よ
っ
て
成
立
し

た
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
パ
ウ
ロ
や
ペ
ト
ロ
ら
に
よ
る
異
邦
人
伝
道
が
進
展
す
る
な
か
で
、
エ
ル
サ
レ
ム

や
地
中
海
東
岸
の
各
地
に
は
、
小
規
模
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
集
団
、
教
会
が
成
立
し

て
い
き
ま
す
。
代
表
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
や
ロ
ー
マ
と
い
っ
た
大
都
市
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
教
会
と
訳
さ
れ
るekklēsia

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
も
と
も
と
は
市
民
の
集
会
を
指
す
言
葉
で
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト

教
の
場
合
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
を
モ
デ
ル
に
作
ら
れ
た
信
者
の
集
会
の
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。

　

ま
た
、
す
で
に
「
０
基
本
的
特
質
と
教
典
」
の
節
で
見
た
よ
う
に
、
新
約
聖
書
の
各
文

書
も
、
一
番
早
く
五
〇
年
代
に
成
立
し
た
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
加
え
て
、
七
〇
年
代
以
降
、

お
そ
ら
く
は
シ
リ
ア
で
、
現
在
の
四
福
音
書
が
順
次
成
立
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
時
期
は

ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
が
滅
亡
し
た
時
期
に
あ
た
り
、
カ
ナ
ン
す
な
わ
ち
パ

レ
ス
チ
ナ
の
地
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
も
か
つ
て
の
よ
う
な
中
心
地
で
は
な
く
な
っ

て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
十
二
使
徒
を
中
心
に
ほ
そ
ぼ
そ
と
始
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
信
者
を

増
加
さ
せ
な
が
ら
み
ず
か
ら
を
確
立
し
て
い
く
過
程
で
、
こ
れ
を
支
え
る
組
織
や
教
典
が

着
々
と
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
訳
で
す
が
、
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
会
は
や
が
て
、
内
外
に
難

問
を
抱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
る
迫
害
と
、

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
代
表
さ
れ
る
異
端
と
の
闘
い
で
し
た
。

註（
１
）�

バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
イ
エ
ス
の
洗
礼
を
モ
デ
ル
に
、
教
会
へ
の
加
入
の
し
る
し
と

し
て
行
な
わ
れ
た
。

（
２
）�

最
後
の
晩
餐
を
モ
デ
ル
に
、
イ
エ
ス
の
身
体
と
血
を
象
徴
す
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
を
共
食
す
る

儀
式
。
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
ミ
サ
と
し
て
定
着
す
る
。

（
３
）�「
回
心
」（
英
語
のconversion

）
と
は
、
そ
れ
ま
で
信
仰
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
人
が
突
如

信
仰
に
目
覚
め
た
り
、
す
で
に
信
仰
を
も
っ
て
い
る
人
が
劇
的
に
別
の
信
仰
に
転
換
す
る
事

態
を
指
し
て
い
る
が
、「
サ
ウ
ロ
の
回
心
」
は
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ

れ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
パ
ウ
ロ
は
こ
の
出
来
事
の
後
、
し
ば
ら
く
目
が
見
え
な
い
状
態
に
な
る
の
だ

が
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
命
を
受
け
た
ア
ナ
ニ
ア
と
い
う
人
物
の
手
ほ
ど
き
に
よ
っ
て
「
目

か
ら
う
ろ
こ
の
よ
う
な
も
の
が
落
ち
、
サ
ウ
ロ
は
元
ど
お
り
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
使
徒

行
伝9-18

）
と
さ
れ
る
。「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
こ
れ
に
由
来

す
る
。

（
４
）�

た
と
え
ば
当
時
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
お
互
い
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
の
符
牒
と

し
て
魚
の
絵
を
描
い
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
魚
を
表
わ
す
ギ
リ
シ
ア
語ichthys

が
、「
イ

エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
、
神
の
子
、
救
世
主
」
の
頭
文
字
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
言

わ
れ
て
い
る
。

４
初
期
教
会
か
ら
分
裂
ま
で

　

通
常
、
イ
エ
ス
を
直
接
知
る
世
代
―
―
基
本
的
に
は
十
二
使
徒
が
中
心
と
な
る
だ
ろ
う

が
―
―
の
影
響
が
及
ん
で
い
た
時
代
を
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
二
世
紀
半
ば
ま
で
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
の
時
期
を
、
こ
こ
で
は
初

期
キ
リ
ス
ト
教
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
。
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こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
教
会
の
組
織
化
も
進
ん
で
い
き
ま
す
。
指
導
層
と
し
て
の
長
老

と
、
そ
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
監
督
（
司
教
）
が
教
会
を
統
制
し
、
具
体
的
な
実
務
は
補

佐
役
と
し
て
の
執
事
が
担
当
す
る
、
こ
の
よ
う
な
役
割
分
担
に
基
づ
く
職
制
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
教
会
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
組
織
と
し
て
の
教
会
を
維
持

す
る
た
め
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
（
上
下
関
係
）
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
帝
国
内
で
信
者
を
増
や
し
て
行
く
に
つ
れ
て
、
当

時
の
ロ
ー
マ
社
会
と
の
軋
轢
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
多
神
教
が
一
般
的
な
社

会
の
な
か
で
、
唯
一
絶
対
の
神
を
信
じ
、
肉
欲
を
嫌
悪
し
、
死
を
最
後
の
審
判
の
と
き
ま

で
の
一
時
的
な
眠
り
と
考
え
て
カ
タ
コ
ン
ベ
（
地
下
墓
所
）
で
集
会
を
行
な
う
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
心
性
と
生
活
態
度
は
、
当
時
の
一
般
的
な
ロ
ー
マ
市
民
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
質

の
も
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
反
社
会
性
の
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
迫
害

の
対
象
と
な
り
や
す
か
っ
た
の
で
す
。

　

一
世
紀
の
ネ
ロ
に
よ
る
迫
害
も
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
り

は
、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
一
般
的
な
反
感
を
背
景
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
放
火

の
罪
を
な
す
り
つ
け
る
も
の
で
し
た
。
当
初
の
迫
害
は
、
皇
帝
が
命
じ
る
と
い
う
よ
り

も
、
一
般
民
衆
の
な
か
か
ら
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

　

皇
帝
に
よ
る
迫
害
が
明
確
な
形
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
三
世
紀
以
降
で
、
と

く
に
三
〇
三
年
の
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
（
在
位284-305

）
に
よ
る
大
迫
害
が
知

ら
れ
て
い
ま
す）

（
（

。
こ
の
場
合
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
ゆ
え
の
、
皇
帝
崇
拝
や
都
市
の
共
同

体
的
祭
礼
の
拒
否
が
、
迫
害
の
口
実
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
当
時
、
帝
国
内
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
は
五
〇
〇
万
人
程
度
に
上
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
の
人

口
の
一
割
を
占
め
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
人
び
と
が
、
公
の
宗

教
的
行
事
に
参
加
し
な
い
と
な
れ
ば
、
広
大
な
ロ
ー
マ
帝
国
の
統
合
を
脅
か
す
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
、
こ
れ
が
迫
害
の
理
由
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
い
く
ら
迫
害
し
て
も
キ
リ
ス

ト
教
の
勢
い
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
次
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
（
在
位306-

337

）
の
と
き
に
、
有
名
な
ミ
ラ
ノ
勅
令
（313

）
が
発
せ
ら
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

自
由
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
ロ
ー
マ
帝
国
分
裂
（395

）
寸
前
の
三
九
二
年
に
、
テ

オ
ド
シ
ウ
ス
帝
（
在
位379-395

）
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
が
禁
止
さ
れ
、

実
質
上
、
キ
リ
ス
ト
教
は
国
教
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
分
裂
寸
前

に
ま
で
衰
退
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
を
維
持
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
の
力
を
必
要
と
し
た
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
一
世
紀
た
ら
ず
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
迫
害
さ
れ
る
側
か
ら
、
い
わ
ば

迫
害
す
る
側
へ
と
、
立
場
を
一
八
〇
度
変
え
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
、
一
方
で
は
国
家

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
国
家
に
よ
る
統
制
が
及
ぶ
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
三
二
五
年
の
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
を
皮
切
り

に
、
有
力
教
会
の
代
表
が
集
ま
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
の
教
義
を
確
定
す
る
た
め
に
開

催
さ
れ
た
公
会
議
は
、
教
会
の
東
西
分
裂
に
至
る
ま
で
の
七
回
す
べ
て
、
ロ
ー
マ
皇
帝

（
帝
国
の
東
西
分
裂
以
降
は
東
ロ
ー
マ
皇
帝
）
が
招
集
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
の
議

論
は
、
信
仰
に
関
わ
る
純
粋
に
理
論
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
世
俗
権
力
の
介
入
も
含

ん
で
、
政
治
色
が
反
映
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
時
期
、
キ
リ
ス
ト
教
が
直
面
し
た
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
、
異
端
と
の
対
決

で
し
た
。

　

異
端
（
英
語
のheresy

）
と
は
、
正
統
（
英
語
のorthodoxy

）
と
対
概
念
で
、
一
般

に
は
同
じ
宗
教
の
な
か
で
の
少
数
派
と
多
数
派
に
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
た
だ
、
単
純
に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
か
と
い
っ
た
形
式
的
な
問
題
で
は

な
く
て
、
そ
の
区
別
に
は
あ
る
種
の
論
理
的
な
理
由
が
あ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
教
典

の
一
部
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
、
こ
れ
を
純
化
し
突
き
詰
め
て
追
求
し
て
い
く
、
そ
の
よ
う

な
人
び
と
の
考
え
方
は
、
と
も
す
れ
ば
先
鋭
的
な
、
あ
る
い
は
厳
格
な
教
え
に
な
っ
て
し

ま
い
、
少
数
の
信
者
し
か
つ
い
て
い
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
は
あ
る
程
度
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
教
典
の
全

体
を
尊
重
す
る
、
そ
の
よ
う
な
人
び
と
の
考
え
方
は
、
穏
健
で
緩
や
か
な
教
え
と
し
て
、

多
く
の
信
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
か
な
り
抽
象
的
に
図
式
化
し
て
い
ま

す
が
、
前
者
が
異
端
の
立
場
で
、
後
者
が
正
統
の
立
場
、
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ち
ょ
っ
と
乱
暴
で
す
が
、
あ
る
種
の
エ
リ
ー
ト
主
義
と
大
衆
化
路
線
と
言
い
換
え
て

も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
正
統
と
異
端
を
、
単
な
る
多
数

派
と
少
数
派
と
し
て
形
式
的
に
と
ら
え
る
も
の
で
も
な
く
、
逆
に
真
理
性
を
基
準
に
し
て

そ
れ
ぞ
れ
を
裁
断
す
る
も
の
で
も
な
い
、
双
方
の
立
場
の
相
対
化
を
目
指
す
視
点
と
言
え

ま
す）

（
（

。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
で
は
、
古
代
に
も
中
世
に
も
、
こ
の
よ
う
な
正
統
と
異
端
と

の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
教
義
や
教
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
大
き
く
左
右
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
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さ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
組
織
的
な
成
立
宗
教
と
し
て
発
展
し
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
信

仰
を
支
え
る
考
え
方
に
は
多
様
な
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
多
様
な
考
え
方

の
な
か
か
ら
、
や
が
て
正
統
の
教
義
が
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の

過
程
で
異
端
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
く
思
想
も
数
多
く
存
在
し
ま
し
た
。
と
く
に
二
世
紀

当
時
、
最
大
の
異
端
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
呼
ば
れ
る
立
場
で

す
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
グ
ノ
ー
シ
ス
（gnosis

）
は
知
識
と
か
認
識
を
意
味
す
る
言
葉
で
す

が
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
な
る
と
多
様
な
拡
が
り
を
も
っ
て
い
て
、
一
口
で
説
明
す
る
の

は
困
難
で
す
。
も
と
も
と
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
周
辺
で
生
ま
れ
た
思
想
と

さ
れ
ま
す
が
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
二
元
論
や
ギ
リ
シ
ア
思
想
も
取
り
込
ん
で
、
一
神
教

の
伝
統
を
さ
ら
に
超
越
し
よ
う
と
す
る
試
み
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
思
潮
は
、
や
が
て
マ
ニ
教）

（
（

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
を
無
理
矢
理
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
人
間
の

な
か
に
は
、
至
高
の
神
―
―
そ
れ
は
、
創
造
神
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
神

を
も
超
え
る
―
―
の
要
素
の
一
部
が
宿
っ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
を
知
り
、
認
識
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
悪
に
満
ち
た
現
実
の
世
界
を
超
越
し
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

の
で
す
。
こ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
あ
る
意
味
で
は
否
定
す
る
こ
と
に

な
り
、
さ
ら
に
救
済
に
与
る
た
め
に
は
真
の
自
己
を
覚
知
す
る
だ
け
で
い
い
訳
で
す
か

ら
、
人
間
と
神
と
を
媒
介
す
る
仲
保
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
存
在
も
も
は
や

必
要
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
護
教
家
た
ち
が
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
思
想
家
を
目
の
敵
に
し

て
攻
撃
し
た
の
も
当
然
と
言
え
る
で
し
ょ
う）

（
（

。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、
実
は
グ
ノ

ー
シ
ス
主
義
の
存
在
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
箇
条
を
制
定
さ
せ
、
異
端
か
ら
教

会
を
守
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
職
制
を
普
及
さ
せ）

（
（

、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
な
教
典
（
正
典

canon

）
と
し
て
の
新
約
聖
書
の
認
定
を
促
し
、
さ
ら
に
は
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
超
越

性
を
引
き
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ）

6
（

、
と
も
さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
、
正
統
と
異
端
の

せ
め
ぎ
合
い
が
、
そ
こ
で
は
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
異
端
へ
の
対
応
の
な
か
で
、
信
仰
箇
条
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま

す
。
信
仰
箇
条
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
基
本
を
箇
条
書
に
記
し
た
も
の
で
す
が
、

そ
の
最
初
期
の
も
の
と
し
て
、「
古
ロ
ー
マ
信
条
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
二
世

紀
後
半
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
後
の
「
使
徒
信
条）

（
（

」
の
原
型
に
当
た

る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、「
使
徒
信
条
」
の
全
文
を
引
用
し
ま
す
。

我
は
天
地
の
造
り
主
、
全
能
の
父
な
る
神
を
信
ず
。

我
は
そ
の
独
り
子
、
我
ら
の
主
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
。
主
は
聖
霊
に
よ
り

て
や
ど
り
、
処お

と
め女

マ
リ
ヤ
よ
り
生
れ
、
ポ
ン
テ
オ
・
ピ
ラ
ト
の
も
と
に
苦
し
み
を
受

け
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
死
に
て
葬
ら
れ
、
冥よ

み府
に
く
だ
り
、
三
日
目
に
死
人
の

う
ち
よ
り
よ
み
が
え
り
、
天
に
昇
り
、
全
能
の
父
な
る
神
の
右
に
坐
し
た
ま
え
り
、

か
し
こ
よ
り
来
た
り
て
生
け
る
者
と
死
ぬ
る
者
を
審
き
た
ま
わ
ん
。

我
は
聖
霊
を
信
ず
、
聖
な
る
公
同
の
教
会
、
聖
徒
の
交
わ
り
、
罪
の
赦
し
、
身
体
の

よ
み
が
え
り
、
永と

こ
し
え遠

の
命
を
信
ず
。
ア
ー
メ
ン
。（
キ
リ
ス
ト
教
古
典
叢
書
第
１
巻

『
信
条
集
前
篇
』［
新
教
出
版
社
、1955,�p.3

］）

　

こ
こ
に
は
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
核
心
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
地
創
造
の
全
能
神
と
神
の
子
と
し
て
の
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
、
復
活
、
最
後
の
審
判
、

聖
霊
、
公
同
の
教
会
、
罪
の
赦
し
と
身
体
の
よ
み
が
え
り
、（
天
国
に
行
っ
て
獲
得
さ
れ

る
）
永
遠
の
命
。
佐
藤
研
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
唱
え
る
こ
と
は
、
創
造
神
を
蔑
視
す
る
グ

ノ
ー
シ
ス
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
一
種
の
踏
み
絵
に
も
等
し
い
効
果
を
発
揮
し
た
こ
と
だ

ろ
う
、
と
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
異
端
を
あ
ぶ
り
出
し
、
こ
れ
を
排

除
す
る
た
め
に
こ
の
信
条
は
作
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
異
端
と
の
対
決
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
が
発
展
し
、
ま

た
前
節
で
も
触
れ
た
公
会
議
に
お
い
て
、
正
統
の
教
義
が
定
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
キ
リ

ス
ト
教
の
場
合
、
先
ほ
ど
見
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
議
論
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
仲
保
者

と
し
て
の
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と

な
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
両
性
論
―
―
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
に
は
神
と
し
て
の
性
質
と

人
間
と
し
て
の
性
質
が
共
に
備
わ
っ
て
い
る
―
―
も
三
位
一
体
説
も
、
挙
げ
て
こ
の
問
題

を
解
決
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
の
位
置

づ
け
を
検
討
す
る
学
問
と
し
て
、
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
最
も
重
要
な
位
置
を
占

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
古
代
に
お
い
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（354-430

）
が
、「
西

欧
の
父
」
と
し
て
原
罪
説
や
三
位
一
体
説
等
の
教
義
を
確
立
し
、
神
学
の
展
開
に
、
と
く
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二
〇
二
二
年
三
月

一
五

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
し
た
。

　

四
七
六
年
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
が
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
侵
入
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
こ
と

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
の
時
代
に
突
入
し
ま
す
。
一
方
の
東
ロ
ー
マ
帝
国
は
、
そ
の
後

一
〇
〇
〇
年
間
も
存
続
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、
旧
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
と
西
で
は
、
か
な
り

異
な
る
経
過
を
辿
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
内
実
に
関
し
て
も
同

様
で
し
た
。

　

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
―
―
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
り
三
三
〇
年
に
建
設

さ
れ
た
都
市
で
、
現
在
の
ト
ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
あ
る
―
―
を
中
心
と
し
た
東
ロ

ー
マ
帝
国
で
は
、
基
本
的
に
ギ
リ
シ
ア
語
が
公
用
語
で
、
ま
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝

統
か
ら
、
思
想
的
あ
る
い
は
神
秘
的
な
傾
向
が
強
く
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ロ
ー
マ
を
中
心
と
し
た
西
ロ
ー
マ
帝
国
は
、
公
用
語
は
ラ
テ
ン
語
で
、
ま
た
ロ
ー
マ

法
の
体
系
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
用
的
な
傾
向
が
強
い
地
域
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な

文
化
的
・
社
会
的
背
景
の
相
違
の
も
と
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
内
部
で
も
、
ロ
ー
マ
教
会
と

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
教
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
西
ロ
ー
マ
帝
国
と
東
ロ
ー
マ
帝
国
に

お
い
て
支
配
的
地
位
を
確
立
し
て
い
く
に
つ
れ
、
相
互
の
意
見
対
立
が
表
面
化
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
と
り
わ
け
八
世
紀
に
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
内
で
聖
像
崇
拝
が
禁
止
さ

れ
、
こ
れ
に
対
し
て
ゲ
ル
マ
ン
民
族
へ
の
布
教
に
イ
エ
ス
や
マ
リ
ア
の
聖
像
を
用
い
て
い

た
ロ
ー
マ
教
会
が
反
発
す
る
な
ど
、
相
互
の
軋
轢
が
蓄
積
し
て
い
く
な
か
で
、
最
終
的
に

一
〇
五
四
年
、
両
者
の
ト
ッ
プ
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
総
主
教
が

相
互
に
破
門
し
合
う
事
態
と
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
会
は
決
定
的
に
分
裂
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
東
方
正
教
会
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト

教
の
二
つ
の
流
れ
が
成
立
す
る
の
で
す
。

　

こ
の
う
ち
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
つ
い
て
は
次
節
で
見
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
こ
こ
で
は
東
方
正
教
会
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す）
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。

　

東
方
正
教
会
は
、
次
に
見
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
よ
う
な
一
枚
岩
の
中
央
集

権
的
な
体
制
を
取
ら
ず
、
各
地
域
ご
と
に
独
立
し
た
教
会
の
緩
や
か
な
連
合
体
と
い
う
形

を
取
っ
て
い
ま
す
。
広
義
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
意
味
で
、
東
方
正

教
会
の
こ
と
を
ギ
リ
シ
ア
正
教
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
総
称

と
は
異
な
り
、
現
在
の
ギ
リ
シ
ア
共
和
国
の
正
教
会
と
い
う
意
味
で
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会

と
い
う
言
い
方
も
あ
っ
て
、
少
し
や
や
こ
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
教
会
を
中
心
に
、
バ
ル
カ
ン
半
島
か
ら
エ
ジ
プ
ト

や
シ
リ
ア
な
ど
、
中
近
東
に
広
が
っ
て
い
た
東
方
正
教
会
で
す
が
、
七
世
紀
以
降
、
イ
ス

ラ
ム
教
の
進
出
に
よ
り
、
そ
の
勢
力
圏
は
狭
ま
る
一
方
で
し
た
。
さ
ら
に
、
一
四
五
三

年
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
が
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
東
方
正
教
会
の

中
心
は
ロ
シ
ア
正
教
会
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の

ま
ま
東
方
正
教
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
長
く
続
き
ま
す
が
、
一
九
一
七
年

の
ロ
シ
ア
革
命
後
、
ソ
連
の
共
産
主
義
政
権
の
も
と
で
ロ
シ
ア
正
教
会
は
過
酷
な
弾
圧
を

受
け
ま
す
。
け
れ
ど
も
長
き
に
わ
た
る
雌
伏
の
時
代
を
経
て
、
一
九
九
一
年
の
ソ
連
崩
壊

以
降
、
そ
の
復
興
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
な
か
で
、
東
方
正
教
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
の
文
豪

フ
ョ
ー
ド
ル
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
（1821-81

）
の
作
品
、
た
と
え
ば
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
の
兄
弟
』（1880

）
の
描
写
が
ま
ず
は
思
い
浮
か
ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
東
方

正
教
会
全
体
と
し
て
は
、
教
会
の
東
西
分
裂
以
前
の
七
回
の
公
会
議
で
決
定
さ
れ
た
教
義

に
の
み
従
い
、
礼
拝
に
各
種
の
イ
コ
ン
（
イ
エ
ス
や
マ
リ
ア
や
聖
人
等
を
描
い
た
聖
画
）

を
用
い
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
総
じ
て
、
古
い
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
姿
を
と
ど
め
、
さ

ら
に
は
神
秘
主
義
的
・
禁
欲
的
な
傾
向
が
強
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
ロ
シ
ア
正
教
会
の
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
（1836-1912

）
が
一
八
六
八
年
に

函
館
で
布
教
を
始
め
、
日
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
を
設
立
し
ま
し
た
。
東
京
の
御
茶
ノ
水

駅
近
く
に
あ
る
ニ
コ
ラ
イ
堂
（
正
式
名
称
は
東
京
復
活
大
聖
堂
）
は
、
ニ
コ
ラ
イ
の
尽
力

に
よ
っ
て
一
八
九
一
年
に
建
設
さ
れ
た
、
正
教
会
の
聖
堂
な
の
で
す
。

註（
１
）�

カ
ト
リ
ッ
ク
や
東
方
教
会
で
後
に
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
た
守
護
聖
人
の
な
か
に
は
、
ロ
ー
マ

帝
国
時
代
の
迫
害
で
殉
教
し
た
聖
職
者
や
信
者
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
従
来
、

迫
害
の
状
況
は
、
も
っ
ぱ
ら
殉
教
伝
に
代
表
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
資
料
に
基
づ
い
て

語
ら
れ
て
き
て
い
て
、
そ
こ
に
は
か
な
り
の
誇
張
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
も
さ
れ
る
。

（
２
）�

正
統
と
異
端
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
し
た
嚆こ

う

矢し

は
、
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

に
お
け
る
正
統
と
異
端
の
問
題
を
扱
っ
た
堀
米
庸
三
『
正
統
と
異
端
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神

の
底
流
』（
中
公
新
書
、1964

：
中
公
文
庫
、2013

）
で
あ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
、「
異
教
」（
英
語
のpaganism

,�heathenism

）
は
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
か



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

一
六

ら
見
た
他
宗
教
の
こ
と
を
指
す
言
葉
だ
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
蔑
称
に
近
い
。

（
３
）�
マ
ニ
教
は
三
世
紀
中
頃
の
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
で
マ
ニ
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
が
、
キ
リ
ス

ト
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
仏
教
が
混
淆
し
た
二
元
論
的
色
彩
が
強
い
宗
教
で
あ
る
。
ロ
ー

マ
帝
国
の
地
中
海
沿
岸
や
中
国
に
伝
え
ら
れ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
当
初
は
マ
ニ
教
徒
だ

っ
た
。

（
４
）�

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
原
典
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
内
容
は
長
い
あ
い
だ
、
こ
の

よ
う
な
護
教
家
た
ち
に
よ
る
論
駁
書
の
引
用
か
ら
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
、
一
九
四
五
年
、
ナ
イ
ル
川
中
流
域
の
ナ
グ
・
ハ
マ
デ
ィ
で
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
原
典
が
断
片
的
に
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
状
況
は
一
変
す
る
。
こ
の
ナ
グ
・
ハ
マ

デ
ィ
文
書
が
整
理
さ
れ
て
研
究
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
グ
ノ

ー
シ
ス
主
義
に
関
す
る
研
究
は
飛
躍
的
に
進
展
し
て
い
る
。
ナ
グ
・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
の
日
本

語
訳
も
出
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
大
貫
隆
訳
・
著
『
グ
ノ
ー
シ
ス
の
神
話
』（
岩
波
書

店
、1999

：
講
談
社
学
術
文
庫
、2014
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
５
）�

佐
藤
研
『
聖
書
時
代
史 

新
約
篇
』（
岩
波
現
代
文
庫
、2003

）、pp.220f.

、pp.223-226

。

（
６
）�

筒
井
賢
治
『
グ
ノ
ー
シ
ス
―
―
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
〈
異
端
思
想
〉』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、

2004

）
の
「
第
四
章
マ
ル
キ
オ
ン
」
の
「
２
マ
ル
キ
オ
ン
の
聖
書
」、「
第
三
章
バ
シ
レ
イ
デ

ー
ス
」
の
「
２
「
無
か
ら
の
創
造
」」
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
　

ち
な
み
に
筒
井
の
こ
の
書
は
、
キ
リ
ス
ト
教
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
を
中
心
に
、
当
時
の
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
的
背
景
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
全
体
像
を
提
示
す
る
、
良
質
の
入

門
書
と
な
っ
て
い
る
。
副
題
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
正
統
と
異

端
の
せ
め
ぎ
合
い
も
、
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）�

全
体
で
十
二
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
な
る
の
で
、
十
二
使
徒
に
ち
な
ん
で
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

（
８
）�

以
下
の
記
述
は
主
に
、
廣
岡
正
久
『
宗
教
の
世
界
史
10�

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
３
―
―
東
方

正
教
会
・
東
方
諸
教
会
』（
山
川
出
版
社
、2013

）
な
ら
び
に
大
貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ
リ
ス

ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

）
に
よ
る
。

５
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
は
四
七
六
年
に
滅
亡
し
ま
す
。
政
治
的
な
統
合

が
失
わ
れ
た
状
態
の
な
か
で
、
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
「
蛮
族
」
と
み

な
さ
れ
て
い
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
、
政
治
的
・
社
会
的
な
表
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
よ
う
な
ゲ
ル
マ
ン
民
族
へ
の
布
教
を
通
じ
て
、
そ
れ
ま

で
キ
リ
ス
ト
教
が
吸
収
し
て
き
た
、
と
い
う
よ
り
は
キ
リ
ス
ト
教
を
構
成
し
て
き
た
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
文
化
を
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
伝
達
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
り

ま
す）

（
（

。

　

そ
も
そ
も
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
普
遍
的
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
二
世
紀

頃
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
統
一
的
性
格
を
示
す
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
東
西
教
会
が
分
裂
し
て
い
く
過
程
で
、
ロ
ー
マ
教
会
を
中
心
と
す

る
西
方
教
会
を
指
す
呼
称
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
ロ
ー
マ
教
会
が
西
方
教
会
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
使
徒
ペ
ト
ロ
が
殉
教
し
た
―
―
「
３
原
始
キ
リ
ス
ト
教
」
の
節
で
触
れ
た
よ
う
に
暴

君
ネ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
に
よ
る
と
さ
れ
る
―
―
地
と
い
う
伝
承
が
大
き
く
与
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
は
新
約
聖
書
の
イ
エ
ス
の
次
の
言
葉
が
あ
り
ま
し

た
。「
あ
な
た
は
ペ
ト
ロ
。
私
は
こ
の
岩
の
上
に
、
私
の
教
会
を
建
て
よ
う
。
…
…
私
は

あ
な
た
に
天
の
国
の
鍵
を
授
け
る
」（
マ
タ
イ16-18,�19

）。
ペ
ト
ロ
の
本
名
は
シ
モ
ン
だ

っ
た
の
で
す
が
、
イ
エ
ス
は
、
最
も
信
頼
の
置
け
る
弟
子
と
し
て
ペ
ト
ロ
（
ギ
リ
シ
ア
語

で
岩
を
意
味
す
る
）
と
い
う
、
い
わ
ば
あ
だ
名
を
つ
け
、
さ
ら
に
天
国
の
管
理
人
の
地
位

を
与
え
た
の
で
す
。

　

も
と
よ
り
、
こ
れ
が
実
際
に
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
承
と
し
て
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

実
際
、
現
在
ロ
ー
マ
の
バ
チ
カ
ン
に
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
総
本
山
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ

―
―
イ
タ
リ
ア
語
で
聖
ペ
ト
ロ
を
意
味
す
る
―
―
大
聖
堂
は
、
ペ
ト
ロ
の
墓
所
と
伝
え
ら

れ
る
地
点
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
使
徒
的
伝
承
」
の
ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ

教
会
に
は
早
く
か
ら
別
格
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
ロ
ー
マ
教
会
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
教
皇
は
、
当
初
か
ら
卓
越
し
た
権
力
を
握

っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
世
紀
以
降
、
イ
タ
リ
ア
半
島
中
部
の
広
大
な
教
皇

領
―
―
そ
の
最
後
の
名
残
が
現
在
の
バ
チ
カ
ン
市
国
で
あ
る
―
―
を
手
に
入
れ
て
、
い
わ

ば
封
建
領
主
と
し
て
の
性
格
も
併
せ
も
っ
た
ロ
ー
マ
教
皇
は
、
と
り
わ
け
叙
任
権
―
―
司

教
の
任
命
権
―
―
を
め
ぐ
っ
て
、
世
俗
権
力
と
の
闘
争
を
繰
り
広
げ
ま
す
。
教
皇
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
七
世
（
在
位1073-85

）
が
、
叙
任
権
を
譲
ら
な
い
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
ハ
イ

ン
リ
ッ
ヒ
四
世
（
在
位1056-1105

）
の
こ
と
を
破
門
し
、
皇
帝
が
雪
の
中
で
三
日
間
、

赦
免
を
請
う
た
と
い
う
、
有
名
な
カ
ノ
ッ
サ
の
屈
辱
（1077

）
は
、
そ
の
一
つ
の
頂
点
を

示
す
も
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
破
門
は
、
教
会
か
ら
の
排
除
、
追
放
を
意
味
し
ま
す
が
、
そ
れ
が
絶
大
な
効
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第
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号

　
二
〇
二
二
年
三
月

一
七

力
を
発
揮
し
得
た
の
は
、「
教
会
の
外
に
救
い
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
中
世
で
は
、
教
会
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
と
絶
対
に
天
国
に
は
行
け
な
い
、

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
教
皇
権
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
（
在
位

1198-1216

）
の
と
き
、
絶
頂
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
教
皇
は
「
キ
リ
ス
ト
の
代
理

者
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
意
味
で
は
世
俗
的
な
国
家
権
力
を
凌
ぐ
力
を
手
に

入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
時
に
、
政
治
的
に
は
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
西
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
、
各
地
に
設
立
さ
れ
た
教
会
を
中
心
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
軸
と
し
た
統
一

的
な
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
を
、
一
一
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
か
け
て
形
作
る
に
至
り
ま

す
。
こ
う
し
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
常
に
東
ロ
ー
マ
皇
帝
へ
の
従
属
が
前
提

と
な
っ
て
い
た
東
方
正
教
会
と
は
異
な
っ
て
、
宗
教
的
権
威
が
世
俗
的
権
威
の
上
位
に
あ

る
「
神
の
国
」
を
、
短
期
間
な
が
ら
地
上
に
現
実
化
し
た
の
だ
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
か
ら
の
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
奪
還
を
提
唱
す
る
教
皇
ウ

ル
バ
ヌ
ス
二
世
（
在
位1088-99

）
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
、
一
一
世
紀
末
か
ら
一
三
世

紀
に
か
け
て
多
く
の
国
王
や
騎
士
た
ち
が
参
加
し
た
十
字
軍
の
遠
征
は
、
そ
の
象
徴
と
も

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
、
日
常
的
な
生
活
の
あ
り
方
は
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
簡
単
に
見
て
お
き
ま
す
。

　

一
般
の
民
衆
は
、
教
会
の
ミ
サ
等
の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ

の
宗
教
生
活
の
中
心
に
は
、
教
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
聖
人）

（
（

と
聖
遺
物
へ
の
崇
拝
が
位

置
し
て
い
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
崇
拝
は
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
迫
害
で
命
を
落

と
し
た
殉
教
者
の
崇
敬
に
始
ま
り
ま
す
が
、
中
世
に
な
る
と
、
修
行
者
や
信
仰
の
篤
い
一

般
人
等
、
多
様
な
聖
人
が
教
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
事
績
は
聖
人
伝
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
き
ま
す）

（
（

。
こ
う
し
て
聖
人
は
、
病
気
治
し
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
神
に
と
り

な
し
て
く
れ
る
超
自
然
的
存
在
と
し
て
、
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
に

付
随
し
て
、
聖
人
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
、
た
と
え
ば
着
衣
で
あ
っ
た
り
、
聖
人

が
生
前
用
い
て
い
た
道
具
等
に
も
聖
な
る
力
が
宿
る
と
信
じ
ら
れ
て
、
こ
れ
ら
も
ま
た
崇

拝
の
対
象
に
さ
れ
ま
す
。
中
世
の
教
会
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
よ
う
な
聖
遺
物
を
収

集
し
、
人
び
と
は
、
そ
の
御
利
益
を
求
め
て
巡
礼
に
赴
く
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
識
字
率
も
低
か
っ
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
聖

書
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
難
し
い
教
義
と
は
無
縁
の
、
大
多
数
の
一
般
民
衆
に
と
っ
て
の

カ
ト
リ
ッ
ク
的
信
仰
と
は
、
呪
術
的
性
格
の
強
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
見
て
本
来
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
生
活
の
あ

り
方
は
、
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
清
貧
と
福
音
の
「
使
徒
的
生
活
」
を
理
想
と
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
修
道
院
の
な
か
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
修
道
院
は
三
世
紀
の
エ
ジ

プ
ト
で
生
ま
れ
た
制
度
で
、
俗
世
を
離
れ
て
隠
遁
し
、
瞑
想
の
な
か
で
ひ
た
す
ら
神
に
祈

り
を
捧
げ
る
禁
欲
的
な
生
活
の
場
で
し
た
。
け
れ
ど
も
西
方
教
会
で
は
、
モ
ン
テ
・
カ
ッ

シ
ー
ノ
修
道
院
を
設
立
し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
（480?-547?

）
が
、
五
四
〇
年
頃
に

定
め
た
「
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
戒
律
」
に
基
づ
き
、
東
方
教
会
と
は
か
な
り
異
な
っ
た

方
向
で
修
道
院
が
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
戒
律
の
基
本
的
な
モ
ッ
ト
ー
は
「
祈
り
、
か
つ
働
け
」
で
し
た
。
つ
ま
り
、
神
に

祈
り
を
捧
げ
る
と
同
時
に
、
額
に
汗
し
て
労
働
す
る
、
こ
れ
が
西
方
教
会
の
修
道
院
の
特

徴
と
な
る
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
一
〇
世
紀
初
頭
に
創
設
さ
れ
た
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
、

同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
で
一
一
世
紀
に
設
立
さ
れ
た
シ
ト
ー
会
、
さ
ら
に
一
三
世
紀
創
設
の
ド

ミ
ニ
コ
会
（
ス
ペ
イ
ン
）
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
（
イ
タ
リ
ア
）
が
、
代
表
的
な
修
道
会

―
―
複
数
の
修
道
院
の
連
合
体
―
―
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
も
ち
な
が
ら
も
、「
祈

り
、
か
つ
働
け
」
の
モ
ッ
ト
ー
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
の
活
動
は
、
修
道
院
の
周
囲
の

森
を
開
墾
し
て
行
な
わ
れ
る
農
作
業
か
ら
、
神
学
の
学
問
研
究
―
―
ス
コ
ラ
学
と
呼
ば
れ

る）
（
（

―
―
、
さ
ら
に
は
腐
敗
し
が
ち
な
教
会
内
部
の
改
革
運
動）

（
（

な
ど
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
修
道
士
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
現
実
に
積
極
的
に
関
わ
る

な
か
で
「
使
徒
的
生
活
」
を
実
践
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

註（
１
）�

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
田
丸
徳
善
「
キ
リ
ス
ト
教
」（
岸
本
英
夫
編
『
世
界
の
宗
教
』［
大

明
堂
、1965

］、
所
収
）、
松
本
宣
郎
編
『
宗
教
の
世
界
史
８ 

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
１
―
―
初

期
キ
リ
ス
ト
教
～
宗
教
改
革
』（
山
川
出
版
社
、2009

）、
さ
ら
に
大
貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ

リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

）
に
よ
っ
て
い
る
。

（
２
）�「
聖
人
」
は
英
語
のsaint

の
訳
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
用
い
ら

れ
る
訳
語
で
あ
る
。
特
定
の
人
間
が
そ
の
超
自
然
的
性
格
の
ゆ
え
に
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
る

現
象
は
、
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ム
教
や
仏
教
に
も
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

一
八

一
般
的
な
意
味
で
は
「
聖
者
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
と
聖
遺
物
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
寺
戸
淳
子
「
聖

遺
物
」（
星
野
英
紀
ほ
か
編
『
宗
教
学
事
典
』［
丸
善
、2010

］、pp.244f.

）
を
、
さ
ら
に
詳
し

く
は
渡
邊
昌
美
『
中
世
の
奇
跡
と
幻
想
』（
岩
波
新
書
、1989

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）�

こ
の
よ
う
な
聖
人
伝
の
な
か
で
も
、
と
く
に
人
び
と
に
よ
く
読
ま
れ
た
も
の
の
一
つ
が
、
ヤ

コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
（
前
田
敬
作
ほ
か
訳
）『
黄
金
伝
説
』（
全
四
巻
、
平
凡
社
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
、2006
：
原
著
、
一
三
世
紀
後
半
）
で
あ
っ
た
。

（
４
）�

ス
コ
ラschola
は
、
ラ
テ
ン
語
で
学
校
を
意
味
し
、
こ
の
当
時
は
主
に
修
道
院
に
付
属
す

る
学
校
を
意
味
し
た
。
た
と
え
ば
、
最
大
の
ス
コ
ラ
学
者
と
さ
れ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

（1225?-74

）
も
、
キ
リ
ス
ト
教
最
大
の
神
秘
主
義
者
と
言
わ
れ
る
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
（1260?-1328?

）
も
、
い
ず
れ
も
ド
ミ
ニ
コ
会
の
修
道
士
で
あ
っ
た
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
神
と
の
合
一
体
験
を
目
指
す
神
秘
主
義
は
、
後
に
見
る
イ
ス
ラ
ム
教
と
は
異

な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
常
に
傍
流
の
位
置
に
甘
ん
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た

と
え
ば
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
最
終
的
に
異
端
の
宣
告
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
上
田
閑
照
『
人
類
の
知
的
遺
産
21�

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』

（
講
談
社
、1983

：
上
田
閑
照
『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
―
―
異
端
と
正
統
の
間
で
』
と
改
題
し
て
講

談
社
学
術
文
庫
、1998

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
５
）�

教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
由
来
す
る
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
」
が
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、

そ
の
ブ
レ
ー
ン
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
修
道
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
教
会
内
部
の
腐
敗
は
、

た
と
え
ば
「
シ
モ
ニ
ア
」（
聖
職
売
買
）
や
「
ニ
コ
ラ
イ
ズ
ム
」（
聖
職
者
の
妻
帯
）
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
腐
敗
を
一
掃
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
の
が
「
使
徒
的
清

貧
」
の
精
神
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
使
徒
的
清
貧
」
の
精
神
は
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
会
を
創
設
し
た
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
（1181/2-1226

）
が
体
現
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
異
端
、
た
と
え
ば
カ
タ
リ
派
や
ワ
ル
ド
派
に
も
通
底
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
に
も
正
統
と
異
端
と
の
せ
め

ぎ
合
い
の
場
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
４
初
期
教
会
か
ら
分
裂
ま
で
」
の
節
の
註

（
２
）
で
触
れ
た
堀
米
庸
三
『
正
統
と
異
端
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
底
流
』（
中
公
新
書
、

1964

：
中
公
文
庫
、2013

）
は
、
ま
さ
に
こ
の
場
面
を
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
に
す
る
名
著
で

あ
っ
た
。
こ
の
著
作
は
、
正
統
と
異
端
の
問
題
を
扱
う
際
に
は
、
今
で
も
必
ず
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
、
い
わ
ば
古
典
と
な
っ
て
い
る
。

６
近
世
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教

　

さ
て
、
近
世
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
き
わ
め
て
複
雑
多
岐
な
展
開
を
辿
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
⑴
宗
教
改
革
、
⑵
世
俗
化
の
進
展
、
⑶
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
展
開
、

の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
絞
っ
て
概
説
し
ま
す）

（
（

。

⑴
宗
教
改
革

　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
基
本
的
に
は
分
権
主
義
的
で
閉
鎖
的
な
社
会
―
―
土
地
を
媒
介

と
す
る
主
従
関
係
（
た
と
え
ば
国
王
と
貴
族
＝
封
建
領
主
と
の
関
係
）
を
基
軸
と
し
た
封

建
社
会
―
―
で
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
閉
鎖
性
が
徐
々
に
緩
ん
で
い
き
、
や
が
て
基
本
的

に
中
央
集
権
的
な
近
世
社
会
へ
と
変
貌
し
て
い
き
ま
す
。
先
に
触
れ
た
十
字
軍
の
遠
征

も
、
東
西
交
易
を
活
発
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
近
世
社
会
へ
の
移
り
行
き

に
寄
与
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
体
制
に
つ
い
て
も
、
ロ
ー
マ
と
南
仏
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
二

人
の
教
皇
が
並
び
立
つ
教
会
大
分
裂
（
シ
ス
マ1378-1417

）
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
教
皇
の
権
威
低
下
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ク
リ
フ
（1328-84

）
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
批
判
、
ボ
ヘ
ミ

ア
の
フ
ス
戦
争
（1419-36

）
―
―
ウ
ィ
ク
リ
フ
の
影
響
を
受
け
た
ヤ
ン
・
フ
ス
（1370?-

1415

）
が
焚
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
―
―
等
、
反
教
皇
主
義
的
な
動
き
も

各
地
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
宗
教
改
革
の
狼の

ろ
し煙

を
上
げ
た
の
が
、
ド
イ
ツ
の
マ
ル
テ
ィ

ン
・
ル
タ
ー
（1483-1546

）
で
す
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
当
初
か
ら
新
た
な
宗
派
の
独
立

を
め
ざ
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
宗
教
改
革
」
は
英
語
のReform

ation

の
翻
訳
で
す
が
、reform

ation

は
そ
も
そ
も
「
再
形
成
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
あ
る

い
は
「
作
り
直
し
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
改
革
の
推
進
者
た
ち
の
意
図
と
し

て
は
、
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
の
原
点
、
す
な
わ
ち
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
へ
の
回

帰
が
主
眼
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
の
三
つ
の
潮
流
、
ル
タ
ー
と
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ

ン
（1509-64

）、
そ
れ
に
英
国
国
教
会
を
取
り
上
げ
ま
す
。

⒜
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
場
合
―
―
信
仰
義
認
説
と
聖
書
主
義

　

折
し
も
、
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
大
規
模
な
改
修
―
―
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス

の
代
表
的
な
芸
術
家
た
ち
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
も
関
与
し
た
―
―
に
か
か

る
莫
大
な
経
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
教
皇
レ
オ
一
〇
世
（
在
位1513-21

）
は
贖
宥
状

―
―
そ
れ
を
買
う
こ
と
で
罪
を
減
じ
て
も
ら
え
る
、
一
種
の
お
札
の
よ
う
な
も
の
―
―
を

売
り
出
し
ま
す
。
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
堕
落
と
み
な
し
て
抗
議
す
べ
く
、
修
道
士
で
神



人
間
科
学
部
紀
要

　
第
五
号

　
二
〇
二
二
年
三
月

一
九

学
者
の
ル
タ
ー
が
、
一
五
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
城
教
会
の
正
門

に
「
九
五
箇
条
の
提
題
」
を
張
り
出
し
た
こ
と
が
、
宗
教
改
革
の
発
端
に
な
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す）

（
（

。

　

も
と
よ
り
、
ル
タ
ー
の
主
張
に
は
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
腐
敗
・
堕
落
を
直
接

批
判
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ
中
世
的
な
教
会
の
体
質
に
対
す
る
構
造

的
な
批
判
と
い
う
側
面
の
方
が
、
本
質
的
に
重
要
な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間
は
イ
エ
ス
＝

キ
リ
ス
ト
を
介
し
て
神
と
結
び
付
い
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
「
使
徒
信
条
」

に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
は
今

や
、
天
上
の
「
神
の
右
に
坐
し
」
て
い
て
、
こ
の
地

上
に
は
不
在
で
す
。
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト

の
代
理
と
し
て
の
教
会
が
、
代
わ
り
に
人
間
を
神
に

結
び
つ
け
て
い
る
の
だ
、
こ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
基
本
的
な
見
解
で
し
た
（
上
図
を
参
照
）。
そ
れ

ゆ
え
、
教
会
の
支
配
に
従
っ
て
、
そ
の
指
図
を
受
け

入
れ
て
い
れ
ば
、
天
国
へ
の
道
は
約
束
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
前
節
で
見
た
「
教
会
の
外
に
救
い
な

し
」
の
言
葉
も
、
こ
の
よ
う
な
構
造
の
ゆ
え
に
絶

大
な
効
力
を
発
揮
し
得
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
を
仲
保
者
と
す
る
本
来
の
神
人
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
お

か
し
な
こ
と
で
す
。
教
会
が
キ
リ
ス
ト
の
代
理
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
所
詮
、
人

間
が
作
り
出
し
た
制
度
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
地
上
の
権
威
に
、
本
当
に
神

と
の
仲
介
役
が
務
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ル
タ
ー
は
こ
れ
を
否
定
す
る
の
で
す
。
教
会
と

い
う
よ
う
な
人
為
的
組
織
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
一
人
一
人
の
人
間
が
、
み
ず
か
ら
の
内

面
的
な
信
仰
に
よ
っ
て
直
接
神
と
結
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
会
の
指
図
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
義た

だ

し
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
、
こ
れ

は
ま
さ
に
あ
の
パ
ウ
ロ
の
信
仰
義
認
説
の
再
現
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
際
、
個
々
人
の
内
面
的
な
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
は
、
聖
書
を
措
い
て
他

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
書
こ
そ
は
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
言
行
す
な
わ
ち
福
音
を
直
接

伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
熟
読
し
て
福
音
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

は
神
と
直
接
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
こ
う
し
て
聖
書
の
重
要
性
が
あ
ら
た

め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
聖
書
主
義
）。
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
で
は
、
聖
書
を
読
む
こ
と
は
一
般
の
信
者
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
し
、
そ
も
そ

も
公
式
の
聖
書
は
ラ
テ
ン
語
訳
の
「
ウ
ル
ガ
タ
」
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
ご
く
少
数
の
知
識
人
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
タ
ー

は
、
一
般
の
信
者
に
も
読
め
る
よ
う
、
新
旧
約
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
み
ず
か
ら
試
み
ま

す
（
一
五
三
四
年
に
完
成
）。
こ
の
ド
イ
ツ
語
訳
聖
書
が
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル

ク
（1398?-1468

）
の
活
版
印
刷
に
よ
っ
て
急
速
に
流
通
し
た
こ
と
は
、
有
名
な
話
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
信
仰
義
認
説
と
聖
書
主
義
を
中
核
と
す
る
ル
タ
ー
の
思
想
は
、
当
然
な
が

ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
反
発
を
招
き
、
彼
は
破
門
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
何
人

か
の
封
建
領
主
た
ち
の
庇
護
を
受
け
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
和
議
（1555

）
に
お
い
て
い

わ
ゆ
る
領
邦
教
会
制）

（
（

が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
タ
ー
派
（
の
ち
の
ル
ー
テ
ル
教
会

等
）
と
呼
ば
れ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト）

（
（

の
教
会
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す）

（
（

。
東
方
正
教

会
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
続
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
第
三
の
流
れ
の
誕
生
で
す
。

　

ま
た
、
絶
対
的
な
神
と
結
び
付
く
個
々
人
の
内
面
的
な
信
仰
を
強
調
す
る
ル
タ
ー
の
思

想
は
、
地
上
的
権
威
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
個
人
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
内
面
性
―
―
た
と

え
ば
良
心
や
自
己
決
定
―
―
を
最
重
要
視
す
る
、
い
わ
ゆ
る
近
代
個
人
主
義
の
一
つ
の
源

流
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

⒝
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
場
合
―
―
「
資
本
主
義
の
精
神
」
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム

　

宗
教
改
革
の
第
二
の
潮
流
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
出
身
で
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で

改
革
運
動
を
推
進
し
た
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想

は
ル
タ
ー
の
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
も
の
と
言
え
ま
す
が
、
神
の
絶
対
性
を
い
っ
そ
う
強
調

す
る
と
と
も
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
と
い
う
都
市
の
な
か
で
教
会
改
革
を
通
じ
て
一
種
の
市
政

改
革
に
ま
で
至
っ
た
点
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
（
の
ち
の
改
革
派
）
の
思
想
に
関

し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（1864-1920

）
の
『
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』（
大
塚
久
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、1989

：
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比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

二
〇

1905

）
に
有
名
な
議
論
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

　

そ
の
核
と
な
る
の
は
、
予
定
説
と
職
業
召
命
説
で
す
。
予
定
説
と
は
、
個
々
の
人
間
が

救
い
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
創
造
の
瞬
間
か
ら
、
絶
対
的
な
神
に
よ
っ
て
あ

ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
で
す
。
予
定
説
は
、
神
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ

る
な
か
で
提
示
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
た
と
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
も
、
ま
た
イ
ス

ラ
ム
教
の
コ
ー
ラ
ン
（
ク
ル
ア
ー
ン
）
の
な
か
に
も
類
似
の
思
想
が
見
ら
れ
ま
す
。
カ
ル

ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
徹
底
し
た
形
で
見
出
さ
れ
る
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
職
業
召
命
説
で
す
。
こ
れ
は
す
で
に
ル
タ
ー
が
提
示
し
て
い
た
も
の
で
、

彼
は
、Beruf

と
い
う
ド
イ
ツ
語
（
英
語
で
はCalling

）
に
、
召
命
と
し
て
の
職
業
す

な
わ
ち
天
職
と
い
う
、
独
自
の
意
味
を
込
め
て
用
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
世
俗
社
会
の
な

か
で
人
び
と
が
従
事
す
る
職
業
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
カ

ル
ヴ
ァ
ン
の
場
合
は
、
ル
タ
ー
以
上
に
そ
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
は
、
こ
れ
ら
予
定
説
と
職
業
召
命
説
と
を
核
と
す
る
「
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
」
が
、
資
本
主
義
と

い
う
経
済
シ
ス
テ
ム
―
―
西
欧
近
代
社
会
に
お
い
て

の
み
誕
生
し
た
―
―
を
支
え
る
「
精
神
」
の
形
成
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。
利

潤
追
求
の
資
本
主
義
と
、
神
と
の
内
面
的
な
つ
な
が

り
を
強
調
す
る
厳
格
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
接
点
を
も
た
な
い
よ
う
に
も
思
え
ま

す
。
両
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
交
差
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

ま
ず
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
資
本
主
義
を
「
利
潤

追
求
の
自
己
目
的
化
」
と
と
ら
え
ま
す
。
こ
れ
を
、

お
そ
ら
く
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
議
論
の
前
提
に
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
、
マ
ル
ク
ス
の
拡
大
再
生
産
の
議
論
を
援

用
し
て
説
明
し
て
み
ま
す
（
上
図
を
参
照
）。
資
本

主
義
は
経
済
シ
ス
テ
ム
で
す
か
ら
、
当
然
、
生
産
活

動
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
生
産
の
た
め
に
は
ま
ず
、

資
本
す
な
わ
ち
元
手
と
な
る
資
金
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
た
と
え
ば
工
場
を
建
て
、
機
械
を
購
入
し
て
据
え
付
け
、
原
料
を
買

い
込
み
、
労
働
者
を
雇
っ
て
、
商
品
の
生
産
を
始
め
ま
す
。
生
産
し
た
商
品
は
、
当
然
原

価
に
儲
け
を
上
乗
せ
し
て
販
売
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
な
に
が
し
か
の
利
益
す
な
わ
ち
利
潤

が
発
生
す
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
み
な
さ
ん
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
バ
イ
ト
を
し
て
お
金

が
手
に
入
っ
た
と
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
な
ら
バ
イ
ト
代
を
何
に
使
う
で
し
ょ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
か
ら
、
生
活
費
に
充
て
た
り
、
み
ん
な
と
コ
ン
パ
に
行
っ
た
り
、

欲
し
い
も
の
を
買
っ
た
り
、
あ
る
い
は
貯
金
に
回
し
て
あ
と
で
大
き
な
買
物
を
す
る
堅
実

な
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
自
分
で
稼
い
だ
お
金
は
、
何
か
好
き
な
こ

と
、
あ
る
い
は
欲
し
い
も
の
、
必
要
な
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
使
う
は
ず
で
す
。
こ

れ
が
、
あ
る
意
味
で
は
人
間
の
自
然
な
行
動
パ
タ
ー
ン
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
利
潤
は
、
何
か
他
の
目
的
の
た
め
に
使
う
の

で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
次
の
生
産
の
た
め
の
資
本
に
回
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
言
う
「
利
潤
追
求
の
自
己
目
的
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
生
産
の
た
び
に
元
手
と
な
る
資
本
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
た

と
え
ば
原
料
を
買
い
足
し
た
り
工
場
を
拡
張
し
た
り
し
て
、
生
産
の
規
模
は
常
に
拡
大
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
拡
大
再
生
産
で
す
。
し
か
し
バ
イ
ト
の
稼
ぎ
の
例
と

比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
利
潤
追
求
の
自
己
目
的
化
」
に
よ
る
拡
大
再
生
産
と
い

う
の
は
、
き
わ
め
て
不
自
然
な
行
動
パ
タ
ー
ン
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
せ

っ
か
く
の
儲
け
を
、
ち
ょ
っ
と
し
た
贅
沢
と
か
何
か
有
意
義
な
他
の
目
的
の
た
め
に
使
う

の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
生
産
を
拡
大
し
て
い
く
た
め
に
つ
ぎ
込
ん
で
い
く
と
い
う
の

は
、
尋
常
の
や
り
方
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
着
目
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
不
自
然
な
行

動
パ
タ
ー
ン
が
な
ぜ
西
欧
近
代
社
会
に
お
い
て
の
み
発
生
し
た
の
か
、
そ
の
答
え
の
一
つ

が
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
思
想
だ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
予
定
説
で
は
、
自

分
が
救
わ
れ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
天
国
に
行
け
る
か
ど
う
か
は
、
最
初
か
ら
神
に
よ

っ
て
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
本
人
の
意
志
と
は
一
切
関
わ
り
な
く
、
ま
た
行
為

の
善
さ
や
信
仰
の
熱
心
さ
に
も
関
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
本
人
が
ど
れ
ほ
ど
熱
心
に

神
を
信
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
救
わ
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で

す
。
し
か
も
神
は
絶
対
的
な
存
在
で
す
か
ら
、
自
分
が
救
わ
れ
る
よ
う
に
予
定
さ
れ
て
い

拡大再生産の模式図
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紀
要
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号

　
二
〇
二
二
年
三
月

二
一

る
か
否
か
、
神
の
意
志
を
有
限
な
人
間
が
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
な
っ
て
く
る

と
、
熱
心
な
信
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
果
た
し
て
自
分
は
救
わ
れ
る
よ
う
予
定
さ
れ
て
い

る
の
か
ど
う
か
、
深
刻
な
葛
藤
に
陥
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
努
力
し
て
も
自
分

の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
運
命
を
知
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
、
こ
れ
は

ほ
と
ん
ど
地
獄
の
苦
し
み
に
も
匹
敵
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
他
方
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
に
は
職
業
召
命
説
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

先
に
も
見
た
と
お
り
、
自
分
の
職
業
を
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
と
み
な
す
も
の
で
し

た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
人
び
と
は
、
予
定
説
か
ら
来
る
精
神
的
な
葛
藤
を
、
こ
の
職
業
召

命
説
に
よ
っ
て
克
服
し
て
い
く
の
で
す
。
つ
ま
り
、
与
え
ら
れ
た
職
業
を
ひ
た
す
ら
誠
実

に
、
ま
た
無
駄
の
な
い
よ
う
合
理
的
に
遂
行
し
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、
神
か
ら
与
え
ら

れ
た
使
命
を
着
実
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
自
分
は
救
わ

れ
る
よ
う
予
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う

訳
で
す
。
も
と
よ
り
仕
事
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
救
い
の

客
観
的
な
保
証
に
な
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
救
い
へ
の
主
観
的
な
確
信
を

与
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
も
自
分
の
仕
事
を
誠
実
か
つ
合
理
的
に
遂
行
し
て
得
ら

れ
た
利
潤
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
報
酬
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
贅
沢
や
何
か
他
の

目
的
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
利
潤
は
ど
ん
ど
ん
貯
ま
っ
て
い
き
、
他
に
使
い
道

が
な
い
の
で
次
の
生
産
の
元
手
に
回
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
拡
大
再
生
産
と

い
う
、
き
わ
め
て
不
自
然
な
行
動
パ
タ
ー
ン
の
出
発
点
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
欲
望
に
は
目
も
く
れ
ず
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
と
し

て
の
職
業
に
ひ
た
す
ら
合
理
的
か
つ
誠
実
に
専
心
す
る
態
度
の
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

「
世
俗
内
禁
欲
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
も
と
も
と
宗
教
に
禁
欲
は
つ
き
も
の
な
の
で
す
が
、

そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
修
道
院
の
よ
う
に
、
世
俗
を
離
れ
た
特
定
空
間
で
実
践
さ
れ

る
の
が
一
般
的
で
す
。
い
わ
ば
「
世
俗
外
禁
欲
」
で
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
み
が
、
日
常

の
生
活
が
営
ま
れ
る
な
か
で
の
「
世
俗
内
禁
欲
」
を
実
現
し
得
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
近

代
資
本
主
義
成
立
の
一
つ
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
の
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
辿
り

つ
い
た
結
論
で
し
た
。

　

も
っ
と
も
初
期
の
近
代
資
本
主
義
の
担
い
手
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
人
び
と
―
―
た
と

え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
ユ
グ
ノ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
た
―
―

の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
彼
ら
は
少
数
派
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
た

だ
、「
世
俗
内
禁
欲
」
に
基
づ
く
拡
大
再
生
産
が
い
っ
た
ん
成
立
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ

は
利
潤
追
求
と
い
う
点
で
は
き
わ
め
て
効
率
的
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に

は
否
応
な
し
に
同
様
の
生
産
様
式
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し

て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
真
摯
な
宗
教
的
動
機
が
欠
落
し
た
と
こ
ろ
で
も
、
拡
大
再
生
産
は
拡

が
っ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

資
本
主
義
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
思
想
と
い
う
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
水
と
油
の
よ
う
な

組
み
合
わ
せ
が
こ
の
よ
う
な
形
で
結
び
付
く
の
は
、
な
か
な
か
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
も

と
よ
り
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
説
に
は
、
事
実
関
係
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
発
想
の
大
枠
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

ル
タ
ー
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
近
代
個
人
主
義
の
成
立
と
と
も
に
、
近
代
資
本
主
義
の
成
立

に
つ
い
て
も
、
宗
教
改
革
が
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
内
部
で
の
変
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
西
欧

社
会
の
近
代
化
に
影
響
を
与
え
た
典
型
例
と
み
な
せ
る
で
し
ょ
う）

6
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⒞
英
国
国
教
会
の
成
立

　

宗
教
改
革
の
第
三
の
流
れ
は
英
国
国
教
会
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
る

だ
け
に
し
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
国
王
ヘ
ン
リ
ー
八
世
（
在
位1509-47

）
は
、
当
初
、
ル
タ

ー
ら
の
宗
教
改
革
に
は
批
判
的
で
、
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
「
信
仰
の
擁
護
者
」
と
い
う
称
号

を
与
え
ら
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。
そ
れ
が
、
自
身
の
離
婚
を
認
め
て
も
ら
え
ず
―
―
当
時
の

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
離
婚
は
原
則
禁
止
だ
っ
た
―
―
、
一
転
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

か
ら
分
離
し
た
英
国
国
教
会
を
、
一
五
三
四
年
に
設
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ば

政
治
的
な
理
由
か
ら
出
発
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
制
度
や
信
仰
内
容
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的

要
素
が
多
く
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
影
響
も
あ
っ
て
独
自
の
路

線
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
英
国
国
教
会
の
流
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民

地
主
義
を
媒
介
に
し
て
、
聖
公
会
（A

nglican�Church

）
と
し
て
世
界
中
に
展
開
し
て

い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
改
革
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
な
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
反
撃
に
出

ま
す
。
こ
の
動
き
は
、
一
般
に
は
反
宗
教
改
革
（Counter�Reform

ation

）
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
結
成
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
ス
ペ
イ
ン
出
身
の
イ
グ
ナ
テ
ィ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
（1491-



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

二
二

1556

）
や
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（1506-52

）
ら
に
よ
っ
て
、
一
五
三
四
年
に
結
成

さ
れ
た
修
道
会
で
す
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
修
道
会
と
は
異
な
っ
て
総
会

長
が
全
体
を
統
率
す
る
機
動
的
な
組
織
で
あ
っ
た
と
い
う
点
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
カ

ト
リ
ッ
ク
的
・
人
文
主
義
的
な
中
・
高
等
教
育
の
普
及
、
さ
ら
に
積
極
的
な
海
外
布
教
等

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
進
出
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

防
衛
策
的
意
味
合
い
が
強
く
、
ザ
ビ
エ
ル
に
よ
る
イ
ン
ド
（1545

）
や
日
本
（1549

）
へ

の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
布
教
も
そ
の
一
環
だ
っ
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
教
皇
パ
ウ
ル
ス
三
世
（
在
位1534-49

）
の
招
集
に
よ
り
、
一
五
四
六
年
に
は

北
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
エ
ン
ト
で
公
会
議
が
開
催
さ
れ
、
断
続
的
に
一
五
六
三
年
ま
で
続
き

ま
す
。
こ
の
公
会
議
は
基
本
的
に
は
、
従
来
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
再
確
認
し
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
の
対
抗
姿
勢
を
鮮
明
に
し
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
組
織
改
革
を

模
索
す
る
も
の
で
し
た）

（
（

。

　

こ
う
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
対
立
の
構
図
が
明
白
に
な

る
な
か
で
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
宗
教
戦
争
に
明
け
暮

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
（1568-

81

、
最
終
的
に
一
六
四
八
年
の
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
正
式
に
独
立
が
認
め

ら
れ
た
の
で
八
十
年
戦
争
と
も
言
う
）
―
―
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
ペ
イ
ン
と
改
革
派
が
主
体

と
な
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
（
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
）
と
の
戦
い
―
―
、
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
（1562-98

）

―
―
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
の
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
内
戦
―
―
、
三
十
年
戦
争
（1618-

48

）
―
―
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
舞
台
に
し
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル
タ
ー
派
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン

派
に
よ
る
三
つ
巴
の
戦
い
。
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
も
参
戦
し
た

―
―
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
宗
教
戦
争
は
、
単
純
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
争
い
と
は
言
い
切
れ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
・
経
済
的
要
因
が
複

雑
に
作
用
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
根
底
に
、
宗
派
の
相
違
に
よ
る
対
立
が
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

⑵
世
俗
化
の
進
展

　

一
七
世
紀
以
降
の
西
欧
社
会
で
は
、
そ
れ
ま
で
宗
教
が
人
間
の
生
活
に
対
し
て
も
っ
て

き
た
影
響
力
が
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
こ
と
を
、
一
般
に
は
世
俗
化

（secularization

）
と
呼
び
ま
す
。
世
俗
化
の
進
展
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
さ
ま
ざ

ま
な
対
応
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
徒
同
士
が
殺
し
合
う
宗
教
戦
争
の
悲
惨
な
状
況
―
―
あ
る
種
の
近
親
憎

悪
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
―
―
に
対
す
る
反
省
は
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
寛
容

（tolerance

）
と
い
う
概
念
と
し
て
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学

者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（1632-1704

）
や
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
の
思
想
家
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

（1694-1778

）
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
す
が
、
要
す
る
に
、
み
ず
か
ら
も
っ
て
い
る
信
仰

の
み
が
正
し
い
の
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
異
質
の
信
仰
の
存
在
も
認
め
よ
う
、
と
い
う
考

え
方
で
す
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
信
仰
は
当
人
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
だ
か
ら
、
他
人

が
と
や
か
く
言
う
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
個
人
的
な
問
題
と
し
て
の
信
仰
や
宗
教
に
つ
い
て
は
国
家
や

政
治
が
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
政
教
分
離
の
原
則
、
さ
ら
に
は
人
は
信
ず
る
宗
教

を
自
分
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
教
の
自
由
の
原
則
の
前
提
に
な
る
も
の
、
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
近
代
社
会
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
―
―
た
と
え
ば
日
本

国
憲
法
第
二
〇
条
に
も
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
規
定
が
あ
る
―
―
も
、
あ
る
い
は
ま

た
最
近
の
用
語
で
言
え
ば
「
宗
教
の
私
事
化
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
め

ぐ
る
西
欧
近
代
社
会
の
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。

　

一
方
で
、
宗
教
改
革
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
近
代
科
学
の
合
理
的
な
世
界
観
と
の

対
決
を
も
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
七
世
紀
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン

（1643-1727

）
の
古
典
力
学
に
代
表
さ
れ
る
自
然
科
学
の
確
立
期
に
あ
た
り
、
こ
れ
は
通

常
、
一
七
世
紀
科
学
革
命
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
自
然
科
学
的
な
知
見
の
蓄
積
に
よ
っ

て
、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
神
話
的
世
界
観
や
福
音
書
に
描
か
れ
た
イ

エ
ス
の
奇
跡
物
語
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
信
じ
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら

に
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
―
―
理
性
の
光
に
照
ら
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
吟
味
し
て
い
こ

う
と
す
る
―
―
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
非
合
理
性
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
宗
教
一
般
の
本

質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
も
諸
宗
教
の
な
か
の
一
つ
と

し
て
客
観
化
し
、
相
対
化
す
る
視
点
の
登
場
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
文
献
学
の
進
展
に
よ
っ
て
聖
書
自
体
の
成
立
状
況
―
―

複
数
の
著
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
福
音
書
を
書
い
た
―
―
が
明
る
み
に
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
き
た
聖
書
の
絶
対
性
―
―
福
音



人
間
科
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要

　
第
五
号

　
二
〇
二
二
年
三
月

二
三

を
直
接
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
き
た
世
俗
化
の
状
況
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
の

反
応
の
方
向
性
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
はm

odernism

（
近
代
主

義
）
あ
る
い
はliberalism

（
自
由
主
義
）
の
立
場
、
も
う
一
つ
はfundam

entalism

（
根

本
主
義
あ
る
い
は
原
理
主
義
）
の
立
場
で
す
。

　

前
者
は
、
世
俗
化
の
進
展
を
受
け
容
れ
て
、
そ
れ
に
合
せ
る
よ
う
に
解
釈
を
施
す
―
―

た
と
え
ば
、
創
世
記
の
記
述
は
何
か
の
比
喩
で
あ
る
と
か
、
イ
エ
ス
を
道
徳
的
な
人
間
の

理
想
像
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
っ
た
―
―
あ
る
意
味
で
は
柔
軟
で
リ
ベ
ラ
ル
な
方
向
性
で

す
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
世
俗
化
の
進
展
に
背
を
向
け
て
、
聖
書
の
記
述
を
神
聖
視

し
て
そ
の
ま
ま
信
じ
る
―
―
あ
る
意
味
で
は
保
守
的
で
か
た
く
な
な
方
向
性
で
す
。
原
理

主
義
と
い
う
と
、
近
年
で
は
「
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
」
の
立
場
を
示
す
言
葉
と
し
て
多
用
さ

れ
て
い
ま
す
が
、fundam

entalism

は
も
と
も
と
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
福
音
派
の
保

守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
を
示
す
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
す）

8
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。
そ
の
文
脈
で

は
「
根
本
主
義
」
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

実
際
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
性
は
混
じ
り
あ
い
な
が
ら
多
様
な
反
応
を
生
み
出
し

て
い
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
そ
の
現
わ
れ
の
一
つ
は
、
近
代
諸
教
派
と
呼
ば

れ
る
新
た
な
教
派
の
出
現
で
す
。
た
と
え
ば
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
は
、
幼
児
洗
礼
を
否
定

し
て
成
人
に
な
っ
て
か
ら
の
本
人
の
意
志
に
基
づ
く
洗
礼
を
主
張
し
て
、
一
七
世
紀
の

イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
派
は
一
七
三
九
年
、
イ
ギ
リ
ス

の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
（1703-91

）
が
提
唱
し
た
教
派
で
、
聖
書
に
基
づ
く
正
し
い

生
活
方
法
（
メ
ソ
ッ
ド
）
が
特
徴
で
す
。
フ
レ
ン
ド
派
（
ク
ェ
ー
カ
ー
）
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
（1624-91

）
に
よ
っ
て
一
六
五
二
年
に
始
め
ら
れ
た
聖

霊
主
義
運
動
が
起
源
で
、
ク
ェ
ー
カ
ー
と
い
う
呼
び
名
は
、
霊
感
を
受
け
て
「
震
え
る

人
（quaker

）」
に
由
来
す
る
と
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
三
位
一
体
説
を

否
定
し
イ
エ
ス
の
神
性
を
認
め
な
い
立
場
で
、
す
で
に
一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
そ
の

萌
芽
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
と
く
に
一
九
世
紀
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
盛
ん
に
な
っ
た
教
派
で

す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
っ
た
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
み
を
越
え

て
一
七
世
紀
以
降
新
た
に
登
場
し
て
き
た
こ
れ
ら
の
教
派
は
、
宗
教
に
対
す
る
社
会
的
な

規
制
が
薄
ら
い
だ
世
俗
化
の
状
況
だ
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
た

と
え
ば
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
よ
う
に
三
位
一
体
説
を
否
定
す
る
主
張
は
、
中
世
で
あ
れ
ば
異

端
と
し
て
排
除
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
七
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
が
独
立
を
勝
ち
取
っ
て
成
立
し
た

ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
が
優
位
性

を
も
た
な
い
、
い
わ
ば
白
紙
状
態
で
さ
ま
ざ
ま
な
教
派
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
結
果
ア
メ
リ
カ
で
は
、
近
代
諸
教
派
の
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
派
や
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
派

が
南
部
を
中
心
に
多
数
派
を
占
め
る
と
い
っ
た
逆
転
現
象
が
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
内
実

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
種
の
教
派
と
は
異
な
っ
てfundam

entalism

的
傾
向
が
強
く
な

っ
て
い
ま
す
。

⑶
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
展
開

　

最
後
に
、
近
代
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
動
向
を
一
瞥
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
的
な
思
潮
の
も
と
退
潮
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
後
、
教
会
の
財
産
没
収
や
修
道
院
の
廃
止

等
、
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
一
九
世
紀
に
な
る
と
徐
々
に
勢

力
を
回
復
し
、
そ
れ
は
、
一
八
七
〇
年
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
以
来
三
〇
〇
年
ぶ
り
に
開

か
れ
た
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
で
、
教
皇
不
可
謬
説
の
教
義
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
現
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
教
皇
が
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
公
式
に
発
言
し
た
内
容
は
決

し
て
誤
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
教
義
で
、
教
皇
の
絶
対
性
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
教
皇
不
可
謬
説
は
、
先
ほ
ど
のfundam

entalism

的
な
対
応
の
典
型
例
と
見
る
こ
と

が
で
き
、
こ
こ
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
と
く
に
中
央
集
権
的
で
保
守
的
な
性
格
を
強

め
て
い
く
の
で
す）

9
（

。

　

け
れ
ど
も
、
一
九
六
二
年
に
招
集
さ
れ
た
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
で
は
、
一
転
し
て

近
代
化
路
線
が
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で

は
、
他
宗
教
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
他
宗
派
と
の
対
話
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
こ
れ
以
降
、
積
極
的
な
対
話
路
線
に
転
じ
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
は
ラ
テ
ン
語

で
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
ミ
サ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
言
語
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
一
言
で
い
え
ば
、
世
界
の
動
き
に
対
応
し
つ
つ
開
か
れ
た
教
会
を
目
指
し
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
付
随
し
て
教
会
合
同
運
動
（ecum

enical�m
ouvem

ent

）
に
も
簡
単
に
触
れ

て
お
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
東
方
正
教
会
、
カ
ト
リ
ッ



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教

二
四

ク
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
三
つ
の
流
れ
に
分
か
れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
教
会
か
ら
は
多
く
の
近
代
諸
教
派
も
分
立
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

下
に
あ
っ
て
、
二
〇
世
紀
以
降
、
も
は
や
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
回
帰
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
に
し
て
も
、
諸
宗
派
が
な
ん
ら
か
の
形
で
歩
み
寄
る
方
向
性
が
模
索
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

一
九
世
紀
以
降
の
西
欧
列
強
に
よ
る
植
民
地
支
配
に
伴
っ
て
、
主
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

系
の
宗
派
か
ら
数
多
く
の
宣
教
師
が
世
界
各
地
に
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
各
派
の
宣
教
師
の
活
動
を
調
整
・
協
議
す
る
場
と
し
て
一
九
一
〇
年
に
エ
デ
ィ
ン
バ

ラ
宣
教
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
足
が
か
り
に
、
一
九
四
八
年
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
世
界
教
会
協
議
会
が
設
立
さ
れ
、
本
部
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
置
か
れ
て

い
ま
す
。
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
軋
轢
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
諸
教
派
の
相
互
理
解
の
た
め
の
対
話
と
協
力
が
、
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す）
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（
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註（
１
）�

こ
の
節
の
記
述
は
、
主
に
田
丸
徳
善
「
キ
リ
ス
ト
教
」（
岸
本
英
夫
編
『
世
界
の
宗
教
』［
大

明
堂
、1965

］、
所
収
）、
松
本
宣
郎
編
『
宗
教
の
世
界
史
８ 
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
１
―
―
初

期
キ
リ
ス
ト
教
～
宗
教
改
革
』（
山
川
出
版
社
、2009

）、
高
柳
俊
一
・
松
本
宣
郎
編
『
宗
教

の
世
界
史
９ 

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
２
―
―
宗
教
改
革
以
降
』（
山
川
出
版
社
、2009

）、
さ
ら

に
大
貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

）
に
よ
っ
て
い
る
。

（
２
）�

近
年
の
研
究
で
は
、
こ
の
提
題
は
実
際
に
は
張
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
、
と
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ばR.W

.

ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
ほ
か
（
森
田
安
一
訳
）『
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
』（
岩

波
書
店
、2009

、p.1

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）�

そ
れ
ぞ
れ
の
封
建
領
主
が
属
す
る
宗
派
を
、
彼
の
領
地
の
住
民
の
宗
派
に
す
る
と
い
う

制
度
。

（
４
）�

ち
な
み
に
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
の
呼
称
は
、
一
五
二
九
年
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
帝
国
議

会
で
、
ル
タ
ー
を
擁
護
す
る
諸
侯
が
彼
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
抗
議
（
プ
ロ
テ
ス
ト
）
し
た
こ

と
に
よ
る
。

（
５
）�

ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
説
は
、
原
則
と
し
て
聖
職
者
の
存
在
も
同
時
に
否
定
す
る
万
人
祭
司
主

義
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
教
会
組
織
そ
の
も
の
の
否
定
に
も
通
じ
る
も
の
だ

っ
た
の
だ
が
、
改
革
運
動
の
進
展
と
と
も
に
、
ル
タ
ー
の
立
場
は
後
退
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
前
掲
書
の
第
五
章
「
政
治
と
宗

教
改
革
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
６
）�

も
っ
と
も
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
顕
著
と
な
る
近
代
批
判
の
視
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
宗
教
改

革
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
的
・
文
化
的
影
響
は
、
功
罪
相

半
ば
す
る
と
評
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
７
）�

宗
教
改
革
か
ら
反
宗
教
改
革
へ
と
至
る
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
彰
一
『
宣
教
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
―
―
大
航
海
時
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
と
托
鉢
修
道
会
』（
中
公
新
書
、2018

）
が
、
簡

に
し
て
要
を
得
た
解
説
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

（
８
）�

こ
の
よ
う
な
保
守
的
な
福
音
派
の
活
動
に
よ
り
、
た
と
え
ば
聖
書
の
記
述
に
反
す
る
進
化
論

を
学
校
で
教
え
る
こ
と
を
禁
じ
る
法
律
が
一
九
二
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
の
各
州
で
成
立
し

て
お
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
裁
判
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
論
争

の
続
く
人
工
妊
娠
中
絶
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
も
、
福
音
派
が
中
絶
反
対
（
プ
ロ
ラ
イ
フ
）
の

急
先
鋒
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

（
９
）�

と
く
に
一
九
世
紀
半
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ル
ド
―
―
一
八
五
八
年
に
聖
母
マ
リ
ア
が
出
現
し

た
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
最
大
の
聖
地
と
な
る
―
―
に
代
表
さ
れ
る
マ
リ
ア
崇
拝
が
高
ま
り

を
見
せ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
指
摘
で
き
る
。

（
10
）�

た
と
え
ば
二
〇
一
六
年
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
（1936-

）
と
ロ
シ
ア
正
教
会
総
主

教
キ
リ
ル
一
世
（1946-

）
が
キ
ュ
ー
バ
で
会
談
し
て
話
題
に
な
っ
た
が
、
一
方
で
今
世
紀
に

入
っ
て
以
降
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
に
よ
る
性
的
虐
待
が
各
国
で
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。



人
間
科
学
部
紀
要

　
第
五
号

　
二
〇
二
二
年
三
月

二
五

資
料
１　

天
地
創
造
（「
創
世
記
」［
聖
書
協
会
共
同
訳
『
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会
、

二
〇
一
八
年
、
以
下
同
じ
］1-1

～31,�2-1

～4

）

１　

初
め
に
神
は
天
と
地
を
創
造
さ
れ
た
。
地
は
混
沌
と
し
て
、
闇
が
深
淵
の
面
に
あ

り
、
神
の
霊
が
水
の
面
を
動
い
て
い
た
。
神
は
言
わ
れ
た
。「
光
あ
れ
。」
す
る
と
光
が
あ

っ
た
。
神
は
光
を
見
て
良
し
と
さ
れ
た
。
神
は
光
と
闇
を
分
け
、
光
を
昼
と
呼
び
、
闇
を

夜
と
呼
ば
れ
た
。
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
一
の
日
で
あ
る
。

　

神
は
言
わ
れ
た
。「
水
の
中
に
大
空
が
あ
り
、
水
と
水
を
分
け
る
よ
う
に
な
れ
。」
神
は

大
空
を
造
り
、
大
空
の
下
の
水
と
、
大
空
の
上
の
水
と
を
分
け
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
な

っ
た
。

　

神
は
大
空
を
天
と
呼
ば
れ
た
。
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
二
の
日
で
あ
る
。

　

神
は
言
わ
れ
た
。「
天
の
下
の
水
は
一
か
所
に
集
ま
り
、
乾
い
た
所
が
現
れ
よ
。」
そ
の

よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
乾
い
た
所
を
地
と
呼
び
、
水
の
集
ま
っ
た
所
を
海
と
呼
ば
れ
た
。

神
は
見
て
良
し
と
さ
れ
た
。
神
は
言
わ
れ
た
。「
地
は
草
木
を
生
え
さ
せ
よ
。
種
を
付
け

る
草
と
、
種
の
あ
る
実
を
結
ぶ
果
樹
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
地
上
に
生
え
さ
せ

よ
。」
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
地
は
草
木
を
生
じ
さ
せ
、
種
を
つ
け
る
草
を
そ
れ
ぞ
れ
の

種
類
に
従
っ
て
、
種
の
あ
る
実
を
つ
け
る
木
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
生
じ
さ
せ

た
。
神
は
見
て
良
し
と
さ
れ
た
。
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
三
の
日
で
あ
る
。

　

神
は
言
わ
れ
た
。「
天
の
大
空
に
、
昼
と
夜
を
分
け
る
光
る
も
の
が
あ
り
、
季
節
や
日

や
年
の
し
る
し
と
な
れ
。
天
の
大
空
に
光
る
も
の
が
あ
っ
て
、
地
上
を
照
ら
せ
。」
そ
の

よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
二
つ
の
大
き
な
光
る
も
の
を
造
ら
れ
た
。
昼
を
治
め
る
大
き
な
光

る
も
の
と
、
夜
を
治
め
る
小
さ
な
光
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
星
を
造
ら
れ
た
。
神
は
地
上

を
照
ら
す
た
め
、
そ
れ
ら
を
天
の
大
空
に
置
か
れ
た
。
昼
と
夜
を
治
め
る
た
め
、
光
と
闇

を
分
け
る
た
め
で
あ
る
。
神
は
見
て
良
し
と
さ
れ
た
。
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第

四
の
日
で
あ
る
。

　

神
は
言
わ
れ
た
。「
水
は
群
が
る
生
き
物
で
満
ち
溢
れ
、
鳥
は
地
の
上
、
天
の
大
空
を

飛
べ
。」
神
は
大
き
な
海
の
怪
獣
を
創
造
さ
れ
た
。
水
に
群
が
り
う
ご
め
く
あ
ら
ゆ
る
生

き
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
、
ま
た
、
翼
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
鳥
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種

類
に
従
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
神
は
見
て
良
し
と
さ
れ
た
。
神
は
そ
れ
ら
を
祝
福
し
て
言
わ

れ
た
。「
産
め
よ
、
増
え
よ
、
海
の
水
に
満
ち
よ
。
鳥
は
地
に
増
え
よ
。」
夕
べ
が
あ
り
、

朝
が
あ
っ
た
。
第
五
の
日
で
あ
る
。

　

神
は
言
わ
れ
た
。「
地
は
生
き
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
、
家
畜
、
這
う
も
の
、

地
の
獣
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
生
み
出
せ
。」
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
地
の

獣
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
、
家
畜
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
、
地
を
這
う
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
従
っ
て
造
ら
れ
た
。
神
は
見
て
良
し
と
さ
れ
た
。

　

神
は
言
わ
れ
た
。「
我
々
の
か
た
ち
に
、
我
々
の
姿
に
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
、
海
の

魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
地
を
這
う
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
治
め
さ
せ
よ

う
。」

　

神
は
人
を
自
分
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た
。

　

神
の
か
た
ち
に
こ
れ
を
創
造
し

　

男
と
女
に
創
造
さ
れ
た
。

　

神
は
彼
ら
を
祝
福
し
て
言
わ
れ
た
。「
産
め
よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
ち
て
、
こ
れ
を
従

わ
せ
よ
。
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
地
を
這
う
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
治
め
よ
。」

　

神
は
言
わ
れ
た
。「
私
は
全
地
の
表
に
あ
る
、
種
を
つ
け
る
あ
ら
ゆ
る
草
と
、
種
を
つ

け
て
実
が
な
る
あ
ら
ゆ
る
木
を
、
あ
な
た
が
た
に
与
え
た
。
そ
れ
は
あ
な
た
方
の
食
物
と

な
る
。
ま
た
、
地
の
あ
ら
ゆ
る
獣
、
空
の
あ
ら
ゆ
る
鳥
、
地
を
這
う
命
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
、
す
べ
て
の
青
草
を
食
物
と
し
て
与
え
た
。」
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
、
造
っ

た
す
べ
て
の
も
の
を
御
覧
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
極
め
て
良
か
っ
た
。
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が

あ
っ
た
。
第
六
の
日
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
天
と
地
、
そ
し
て
そ
の
森
羅
万
象
が
完
成
し
た
。
第
七
の
日
に
、
神
は
そ
の

業
を
完
成
さ
れ
、
第
七
の
日
に
、
そ
の
す
べ
て
の
業
を
終
え
て
休
ま
れ
た
。

　

神
は
第
七
の
日
を
祝
福
し
、
こ
れ
を
聖
別
さ
れ
た
。
そ
の
日
、
神
は
す
べ
て
の
創
造
の

業
を
終
え
て
休
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
天
と
地
が
創
造
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
。

資
料
２　

十
戒
（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」20-2

～17

）

　

そ
れ
か
ら
神
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
言
葉
を
告
げ
ら
れ
た
。

　
「
私
は
主
、
あ
な
た
の
神
、
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
、
奴
隷
の
家
か
ら
導
き
出
し
た

者
で
あ
る
。
あ
な
た
に
は
、
私
を
お
い
て
ほ
か
に
神
々
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
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は
自
分
の
た
め
に
彫
像
を
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
上
は
天
に
あ
る
も
の
、
下
は
地
に
あ
る

も
の
、
ま
た
地
の
下
の
水
に
あ
る
も
の
の
、
い
か
な
る
形
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
ひ
れ
伏
し
、
そ
れ
に
仕
え
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
主
、
あ
な
た
の
神
、
妬
む
神
で
あ
る
。

私
を
憎
む
者
に
は
、
父
の
罪
を
子
に
、
さ
ら
に
、
三
代
、
四
代
ま
で
も
問
う
が
、
私
を
愛

し
、
そ
の
戒
め
を
守
る
者
に
は
、
幾
千
代
に
わ
た
っ
て
慈
し
み
を
示
す
。

　

あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
神
、
主
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
て
は
な
ら
な
い
。
主
は
そ
の
名

を
み
だ
り
に
唱
え
る
者
を
罰
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　

安
息
日
を
覚
え
て
、
こ
れ
を
聖
別
し
な
さ
い
。
六
日
間
は
働
い
て
、
あ
な
た
の
す
べ
て

の
仕
事
を
し
な
さ
い
。
し
か
し
、
七
日
目
は
あ
な
た
の
神
、
主
の
安
息
日
で
あ
る
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
仕
事
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
も
、
息
子
も
娘
も
、
男
女
の
奴
隷
も
、

家
畜
も
、
町
の
中
に
い
る
あ
な
た
の
寄
留
者
も
同
様
で
あ
る
。
主
は
六
日
の
う
ち
に
、
天

と
地
と
海
と
、
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
を
造
り
、
七
日
目
に
休
息
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
主
は
安
息
日
を
祝
福
し
て
、
こ
れ
を
聖
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

あ
な
た
の
父
と
母
を
敬
い
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
神
、
主
が
与

え
て
く
だ
さ
っ
た
土
地
で
長
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

殺
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

盗
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　

隣
人
に
つ
い
て
偽
り
の
証
言
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

隣
人
の
家
を
欲
し
て
は
な
ら
な
い
。
隣
人
の
妻
、
男
女
の
奴
隷
、
牛
と
ろ
ば
な
ど
、
隣

人
の
も
の
を
一
切
欲
し
て
は
な
ら
な
い
。」

資
料
３　

最
も
重
要
な
戒
め
（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」22-34

～40

）

　

フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
は
、
イ
エ
ス
が
サ
ド
カ
イ
派
の
人
々
を
言
い
込
め
ら
れ
た
と
聞

い
て
、
一
緒
に
集
ま
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
の
一
人
、
律
法
の
専
門
家
が
、
イ
エ
ス
を
試
そ
う
と
し
て
尋
ね
た
。「
先
生
、

律
法
の
中
で
、
ど
の
戒
め
が
最
も
重
要
で
し
ょ
う
か
。」
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「『
心
を

尽
く
し
、
魂
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。』

こ
れ
が
最
も
重
要
な
第
一
の
戒
め
で
あ
る
。
第
二
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ

る
。『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。』
こ
の
二
つ
の
戒
め
に
、
律
法
全
体
と
預
言

者
と
が
、
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。」

資
料
４　

信
仰
に
よ
る
義
（「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」3-21

～31

）

　

し
か
し
今
や
、
律
法
を
離
れ
て
、
し
か
も
律
法
と
預
言
者
に
よ
っ
て
証
し
さ
れ
て
、
神

の
義
が
現
さ
れ
ま
し
た
。
神
の
義
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
真
実
に
よ
っ
て
、
信
じ
る

者
す
べ
て
に
現
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
何
の
差
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
皆
、
罪
を

犯
し
た
た
め
、
神
の
栄
光
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に

よ
る
贖
い
の
業
を
通
し
て
、
神
の
恵
み
に
よ
り
価
な
し
に
義
と
さ
れ
る
の
で
す
。
神
は
こ

の
イ
エ
ス
を
、
真
実
に
よ
る
、
ま
た
そ
の
血
に
よ
る
贖
い
の
座
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
に
犯
さ
れ
て
き
た
罪
を
見
逃
し
て
、
ご
自
身
の
義
を
示
す
た
め
で
し
た
。
神
が

忍
耐
し
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
今
こ
の
時
に
ご
自
身
の
義
を
示
す
た
め
、
す
な
わ
ち
、
ご
自

身
が
義
と
な
り
、
イ
エ
ス
の
真
実
に
基
づ
く
者
を
義
と
す
る
た
め
で
し
た
。

　

で
は
、
誇
り
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
取
り
去
ら
れ
ま
し
た
。
ど
ん
な
法
則
に
よ

っ
て
か
。
行
い
の
法
則
に
よ
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
信
仰
の
法
則
に
よ
っ
て
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
、
人
が
義
と
さ
れ
る
の
は
、
律
法
の
行
い
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

信
仰
に
よ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
と
も
、
神
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
の
神
で
し
ょ
う

か
。
異
邦
人
の
神
で
も
な
い
の
で
す
か
。
そ
う
で
す
、
異
邦
人
の
神
で
も
あ
り
ま
す
。
実

に
、
神
は
唯
一
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
神
は
、
割
礼
の
あ
る
者
を
信
仰
の
ゆ
え
に
義
と
し
、

割
礼
の
な
い
者
を
も
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
私
た
ち

は
信
仰
に
よ
っ
て
、
律
法
を
無
効
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
。




