
評書

倉
松
　
　
功
著

『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の

基
礎
構
造
一
二
世
界
統
治
説
の
研
究
一
」
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諒
　
一

　
宗
教
学
と
歴
史
学
の
接
点
に
位
冒
す
る
部
厚
い
本
書
を
乎
に
し
た
と
き
、

評
者
は
あ
る
種
の
喜
び
が
胸
中
に
こ
み
あ
げ
て
く
る
の
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。

こ
の
感
慨
を
い
く
ら
か
普
遍
化
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
許
し
て
も
ら
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
我
が
国
の
宗
教
改
革
史
研
究
も
、
つ
い
に
改
革
者
の
神
学
と

社
会
教
説
と
を
統
合
的
に
把
握
す
る
水
準
に
ま
で
達
し
得
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
今
回
は
、
本
書
を
歴
史
学
の
側
面
か
ら
書
評
す
る
。

　
本
書
は
宗
教
改
革
老
ル
タ
…
の
神
学
と
社
会
教
説
を
、
「
二
世
界
統
治
説
」

（
緊
δ
憎
犀
甑
。
冨
－
い
。
葺
ρ
N
≦
♀
肉
①
σ
Q
営
①
簿
Φ
ト
Φ
冨
。
）
と
い
う
観
点
か
ら

論
究
し
た
労
作
で
あ
る
。
著
者
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
特
色
で
あ
る

信
仰
義
理
の
教
説
、
つ
ま
り
神
の
前
に
確
立
さ
れ
た
個
人
の
自
由
と
い
う
宗

教
的
立
場
が
、
ど
の
よ
う
な
共
同
体
理
解
と
符
合
す
る
か
、
と
い
う
問
題
関

心
か
ら
出
発
し
て
、
　
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
信
仰
と
共
同
体
の
内
的
関
連
性
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
課
題
を
、
彼
自
身
の
著
作
を
分
析

的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
的
に
説
明
し
て
い
く
。
そ
の
と
き
、
著

者
が
と
っ
た
の
は
、
ル
タ
ー
の
神
学
と
共
同
体
論
と
を
劉
々
に
検
討
し
て
、

そ
の
後
に
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
反
対

に
、
ま
ず
ル
タ
ー
自
身
の
思
惟
構
造
の
特
質
を
捉
え
て
、
そ
の
後
に
両
者
を

統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
思
惟
構
造
の
特
質
と
は
「
対

の
概
念
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
れ
る
体
系
が
コ
一
世
界
統
治
説
」
で
あ
る
。

本
書
の
第
二
の
意
義
は
以
上
の
方
法
論
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、

我
々
は
著
者
と
基
本
的
な
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
本
書
を

通
読
し
た
と
き
、
我
々
は
そ
の
体
系
的
に
完
成
さ
れ
た
説
得
力
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
ル
タ
ー
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
彼
の
思
想
の
不
可
解
な
部
分
が
あ
た

か
も
快
刀
乱
麻
を
断
つ
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
三
部
か
ら
成
る
。

　
第
一
部
　
序
説
－
二
〇
世
紀
初
頭
以
降
の
当
該
問
題
の
研
究
史

　
第
一
部
は
研
究
史
の
回
顧
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
　
「
二
世
界
統
治
説
」
と

い
う
観
点
か
ら
ル
タ
ー
思
想
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
は
古
く
か
ら
認
め
ら

れ
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
た
ど
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
書

評
で
は
著
者
の
論
述
を
追
う
の
で
は
な
く
て
、
本
書
の
内
容
把
握
の
手
助
け

と
な
る
よ
う
に
、
論
述
の
中
か
ら
特
に
我
々
に
馴
染
の
深
い
ト
レ
ル
チ
（
国
■

月
門
。
¢
｝
冨
。
げ
）
と
ホ
ル
（
囚
．
麟
0
5
の
所
論
と
二
世
界
統
治
説
の
関
連
を
紹
介

す
る
。

　
便
宜
上
、
ま
ず
、
二
世
界
統
治
説
の
な
ん
た
る
か
、
か
ら
は
じ
め
た
い
。

二
世
界
統
治
説
と
は
「
悪
魔
に
抗
し
て
こ
の
世
界
を
保
持
す
る
た
め
の
神
の

鮭
罐
統
治
の
二
様
式
」
、
即
ち
、
理
性
、
業
、
律
法
に
従
う
こ
の
世
的
統
治
・

国
と
、
恩
寵
、
信
仰
、
福
音
に
従
う
霊
的
統
治
・
国
と
の
統
合
的
理
解
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
統
治
は
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
と
も
に
キ
リ
ス
ト
の
レ
グ

ヌ
ム
と
し
て
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
。
　
ま
た
、
　
こ
の
教
説
は
神
学
的
に
は

「
救
済
論
に
貫
か
れ
た
救
済
史
観
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト

に
よ
る
救
い
と
い
う
救
済
論
、
そ
し
て
こ
の
世
の
二
つ
の
国
は
キ
リ
ス
ト
の

出
現
に
よ
っ
て
成
立
し
、
終
末
の
日
ま
で
続
く
と
い
う
救
済
史
観
が
こ
の
教
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説
の
基
礎
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
周
知
の
よ
う
に
ル
タ
ー
の
救
済
論
と
い
え

ば
「
信
仰
の
み
」
に
よ
る
義
認
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
神
の
恵
み
の
賜
物

の
す
べ
て
を
所
有
す
る
「
キ
ジ
ス
ト
の
み
」
の
雷
い
か
え
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
世
界
統
治
説
は
「
キ
リ
ス
ト
の
み
」
に
貫
か
れ

た
ル
タ
…
の
神
学
・
社
会
観
の
総
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
の
教
説
は
ル

タ
…
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
み
い
だ
さ
れ
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
局
面
か
ら
解

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
キ
リ
ス
ト
教
会
と
教
団
の
社
会
教
説
」
　
（
U
δ
ω
o
N
昼
躍
。
ξ
①
5
畠
曾

。
ξ
蓉
｝
ざ
げ
獄
囚
貯
。
げ
。
口
5
一
己
O
箸
℃
℃
窪
）
に
代
表
さ
れ
る
ト
レ
ル
チ
の
考

察
は
、
そ
の
方
法
論
の
故
に
、
ル
タ
ー
の
社
会
観
と
神
学
と
を
統
一
的
に
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
い
く
つ
か
の
点
で
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
。
二

世
界
統
治
説
と
関
連
し
．
て
く
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
と
世
俗
的
職
務

の
倫
理
の
区
別
で
あ
る
。
彼
は
、
ル
タ
ー
の
教
会
概
念
を
社
会
学
的
理
念
型

に
従
っ
て
、
そ
の
教
会
を
教
会
的
総
合
文
化
の
中
の
救
済
施
設
と
す
る
「
教

会
型
」
と
規
定
し
た
が
、
こ
の
判
断
は
ル
タ
ー
の
見
え
る
教
会
に
つ
い
て
神

学
的
解
釈
を
す
る
こ
と
を
控
え
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
欄
人
的
内
面
挫
に
つ
い

て
の
ル
タ
ー
的
理
解
の
み
に
注
目
し
て
、
そ
れ
を
彼
の
社
会
学
的
考
察
の
作

業
仮
説
に
適
合
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
的
個
人
の

内
面
牲
と
は
、
入
格
の
倫
理
、
根
源
的
に
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
が
適
用
さ
れ
る

分
野
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ト
レ
ル
チ
の
い
う
よ
う
に
心
情
倫
理
と
す
る
こ
と

は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ル
タ
…
の
場
合
、
人
間
に
関
す
る
こ
と
は
、

人
格
倫
理
、
社
会
倫
理
を
問
わ
ず
に
、
す
べ
て
こ
の
世
の
人
格
に
関
す
る
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
人
格
を
人
格
的
な
相
互
関
係
の
間
に

適
用
さ
れ
る
倫
理
と
し
て
み
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
人

格
は
神
の
前
で
「
信
仰
の
み
」
に
よ
っ
て
立
つ
人
格
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
視
角
の
ず
れ
に
は
、
ト
レ
ル
チ
が
「
そ
こ
で
職
務
の
倫
理
が
展
開

さ
れ
る
べ
き
場
所
と
し
て
の
見
え
る
教
会
の
神
学
的
解
明
を
一
そ
の
方
法

論
的
鰯
約
の
故
に
－
放
棄
し
た
こ
と
、
ル
タ
ー
の
職
務
の
倫
理
の
神
学
的

解
明
を
断
念
し
て
い
る
こ
と
と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
」
。

　
次
に
、
ホ
ル
の
視
角
は
二
世
界
統
治
説
の
重
要
な
一
面
と
符
合
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
不
十
分
な
結
果
に
終
っ
て
い
る
。
ル
タ
ー
神
学
に
対

し
て
「
神
の
審
判
と
恩
寵
と
が
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
キ
ジ
ス
ト
教
の
神
概

念
の
逆
説
が
ル
タ
ー
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う

問
い
か
け
を
行
な
っ
た
ホ
ル
が
得
た
解
答
は
、
神
の
怒
り
と
恩
寵
は
ひ
と
つ

に
結
合
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神
の
恩
寵
と
罪
の
許
し
を
告

知
し
た
の
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
見
解

を
進
め
て
、
教
会
の
本
質
と
罪
の
許
し
が
キ
リ
ス
ト
の
統
治
で
も
あ
る
と
い

う
キ
リ
ス
ト
の
統
治
と
し
て
の
共
同
体
論
を
正
面
か
ら
論
じ
る
に
は
至
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、
彼
は
教
会
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
、
キ

リ
ス
ト
の
霊
的
統
治
・
国
と
世
俗
的
統
治
・
国
と
い
う
左
右
二
つ
の
統
治
様

式
に
よ
る
神
の
世
界
統
治
を
深
く
問
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
爾
今
を
各
々
、

単
純
に
地
上
の
教
会
と
国
家
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
従

っ
て
、
そ
の
論
考
に
お
い
て
ホ
ル
は
、
教
会
と
国
家
の
自
立
性
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
責
任
の
相
違
を
強
調
し
た
結
果
、
政
治
と
宗
教
の
区
別
、
国
察
の
課
題

に
つ
い
て
の
ル
タ
ー
の
積
極
的
な
発
書
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

ル
タ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
間
題
で
あ
っ
た
国
家
の
悪
魔
化
、
こ
の
世
の
悪
魔

性
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
で
終
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
著
者
は
ト
レ
ル
チ
、
ホ
ル
の
所
論
を
そ
の
方
法
論
か
ら

批
判
し
て
、
ご
世
界
統
治
説
と
い
う
視
角
が
従
来
の
研
究
の
欠
陥
を
補
う
可

能
性
を
轡
型
す
る
。
そ
の
主
張
は
説
得
力
に
富
む
。
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評書

　
第
二
部
「
二
世
界
統
治
説
」
と
、
第
三
部
「
ル
タ
ー
の
二
世
界
統
治
説
の

歴
史
的
位
置
し
と
が
本
論
を
な
す
。
第
二
部
は
二
世
界
統
治
説
そ
の
も
の
の

考
察
、
第
三
部
は
そ
の
比
較
史
的
考
察
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
時
に
区

別
す
べ
き
視
点
の
相
違
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、

風
神
学
的
論
考
で
あ
る
第
二
部
第
二
章
ま
で
と
、
社
会
学
的
、
歴
史
学
的
論

考
で
あ
る
そ
れ
以
降
と
で
わ
け
て
紹
介
し
た
い
。
そ
し
て
前
半
は
、
我
々
の

問
題
関
心
の
あ
り
方
に
顧
み
て
、
で
き
る
限
り
簡
略
に
要
点
を
ま
と
め
る
に

留
め
る
。

　
第
二
部
　
二
世
界
統
治
説

　
「
第
一
章
　
二
世
界
統
治
説
の
展
開
史
的
考
察
」

　
こ
の
世
に
は
キ
リ
ス
ト
の
霊
的
統
治
と
、
こ
の
世
の
統
治
と
が
あ
る
が
、

後
者
は
救
済
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
に
は
、
悪
魔
の
統
治
と
し
て
前
者
に
対

立
す
る
。
し
か
し
、
神
の
世
界
統
治
に
仕
え
る
一
様
式
と
し
て
考
え
ら
れ
る

と
き
に
は
、
前
者
も
ま
た
悪
魔
の
傘
下
を
脱
し
て
キ
リ
ス
ト
の
俗
的
統
治
と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
解
決
す
る

の
が
、
ル
タ
…
思
想
の
根
本
に
あ
る
「
対
の
概
念
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ

の
場
合
、
律
法
観
に
つ
い
て
説
明
す
れ
ば
、
そ
れ
が
固
有
の
神
学
的
用
法
で

用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
人
々
は
こ
の
世
で
悪
魔
の
統
治
下
に
あ
る
こ
と
を
、

ま
た
律
法
の
非
本
来
的
意
味
で
あ
る
市
民
的
用
法
で
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、

人
々
は
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ル
タ
ー
の
対
概
念
の
す
べ
て
は
や
が
て

工
世
界
統
治
説
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
神
学
的
課

題
へ
の
解
答
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
第
二
章
　
二
世
界
統
治
説
の
展
開
」

　
キ
リ
ス
ト
の
霊
的
統
治
・
国
と
は
真
に
キ
リ
ス
ト
と
共
に
あ
る
信
仰
者
た

ち
の
群
れ
で
あ
る
。
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
本
来
、
霊
的
統
治
以
外
の
な
に

も
の
も
必
要
と
し
な
い
が
、
彼
ら
も
救
済
史
の
面
か
ら
は
世
俗
的
統
治
・
国

に
所
属
し
て
い
る
。
彼
ら
は
自
ら
の
た
め
で
は
な
く
、
隣
人
の
た
め
に
こ
の

世
の
法
と
公
権
力
を
必
要
と
し
、
喜
ん
で
世
俗
的
統
治
・
国
に
加
わ
る
。
そ

の
参
加
の
方
法
は
「
神
の
三
機
関
論
」
と
い
う
補
助
的
範
購
を
加
え
て
、
一

層
は
っ
き
り
し
た
も
の
に
な
る
。
三
機
関
と
は
、
悪
魔
に
対
す
る
神
の
戦
い

の
場
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
家
庭
、
国
家
、
教
会
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
悪

人
を
罰
し
、
義
し
い
者
を
助
け
、
彼
ら
を
暴
力
と
不
正
か
ら
守
り
、
　
『
す
べ

て
の
法
の
目
的
が
愛
と
平
和
』
で
あ
る
よ
う
に
市
民
的
法
を
運
用
す
る
機
能

を
有
す
る
。
し
か
し
、
他
面
、
こ
れ
ら
は
暴
霜
の
支
配
や
混
乱
状
態
を
作
り

出
す
可
能
性
を
も
つ
。
そ
れ
は
こ
の
世
の
統
治
・
国
が
救
済
史
的
意
昧
を
も

つ
と
い
う
由
縁
で
あ
る
。

　
「
第
三
章
　
ル
タ
ー
神
学
に
お
け
る
二
世
界
統
治
説
の
位
置
」

　
本
章
以
降
で
は
、
論
点
は
歴
史
学
と
神
学
の
共
通
分
野
に
移
り
、
我
々
の

関
心
を
引
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い
。
本
章
以
降
が
、
我
々
が
本
書
を
手
に

し
た
と
き
、
最
も
期
待
し
た
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
木
章
の
前
半
は
、
ル
タ
ー
の
教
会
観
の
特
色
と
さ
れ
て
い
る
見
え
る
教
会

と
見
え
ざ
る
教
会
の
二
重
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、

見
え
ざ
る
教
会
と
は
普
遍
的
な
キ
リ
ス
ト
の
秘
義
な
る
身
体
と
し
て
の
隠
さ

れ
た
教
会
、
　
『
義
人
な
い
し
は
信
仰
者
の
集
ま
り
』
で
あ
る
。
他
方
、
見
え

る
教
会
に
お
い
て
み
言
葉
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
徴
し
を
も
っ
て
現
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
二
つ
の
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
支
配
下
に
（
二
世

界
統
治
説
）
と
し
て
統
一
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
敦
会
論
は
教
皇
鋼
と
は
相
容
れ
な
い
。
ロ
ー
マ

教
会
は
「
現
実
の
教
会
は
、
教
会
の
本
質
的
な
救
い
の
手
段
と
し
て
、
サ
ク

163 （163）



ラ
メ
ン
ト
を
も
っ
て
い
る
外
的
、
祭
儀
的
共
同
体
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
身

体
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
お
り
、
洗
礼
共
同
体
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
そ

の
外
的
、
普
遍
的
キ
リ
ス
ト
教
会
観
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
教
会
の
統
一

と
い
う
理
念
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
章
の
後
半
は
、
二
つ
の
公
権
力

（
俗
権
と
教
権
）
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
反
抗
権
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

こ
の
項
は
三
期
に
わ
け
て
考
察
さ
れ
る
。
第
一
期
は
一
五
二
〇
年
前
後
、
ル

タ
…
の
初
期
神
学
集
大
成
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
期
の
反
抗
権
理
解
は
、
教

権
に
対
し
て
積
極
的
、
俗
権
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
る
。
教
権
は
『
人
々
を

信
仰
に
よ
っ
て
神
に
導
く
』
役
割
を
も
ち
、
　
『
大
き
く
測
り
知
れ
な
い
宝
』

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
教
権
が
そ
れ
を
怠
る
と
き
に
、
　
『
我
々
が
そ
れ
を
許
す

な
ら
ば
、
我
々
も
そ
の
こ
と
に
お
い
て
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
』
『
彼
ら
が

髪
の
毛
ひ
と
す
じ
、
そ
の
職
務
か
ら
逸
脱
』
し
て
も
、
そ
れ
を
許
し
て
は
な

ら
な
い
。
他
方
、
世
俗
的
な
公
権
力
は
、
神
の
前
で
は
取
る
に
た
ら
ぬ
も
の

で
あ
る
。
　
『
俗
権
は
魂
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
が
害
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
た
だ
身
体
や
財
産
の
み
で
あ
る
。
』
『
無
権
が
不
正
を
行
な

お
う
と
、
こ
れ
に
反
抗
す
る
必
要
は
な
い
。
』
　
こ
の
論
理
に
は
俗
権
を
純
粋

に
キ
リ
ス
ト
教
会
内
の
も
の
と
し
た
り
、
教
権
を
キ
リ
ス
ト
の
霊
的
統
治
と

同
一
視
す
る
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
概
念
規
定
が
み
ら
れ
る
故
に
、
必
ず
し
も

こ
の
期
の
反
抗
権
理
解
は
二
世
界
統
治
説
と
鷹
接
的
に
関
連
性
を
も
つ
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
反
抗
へ
の
論
拠
が
理
性
や
外
的
律
法
に
よ
ら
ず
に
、

救
済
論
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
期
の
ル
タ
…
の
公
権
力
論
が
、
や
は
り
二
世

界
統
治
説
の
原
鋼
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
第
二
期
は
一
五
三
〇
年
ま
で
、
二
一
－
二
二
年
夏
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
の

急
進
的
改
革
、
二
四
一
二
五
年
の
農
民
戦
争
、
二
五
年
の
エ
ラ
ス
ム
ス
と
の

論
争
な
ど
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
間
に
、
ル
タ
ー
は
勲
爵
の
改
革
運

動
か
ら
攻
撃
を
う
け
、
彼
ら
と
の
対
立
の
中
で
自
己
の
改
革
賂
線
を
提
示
し

な
が
ら
反
抗
権
理
解
を
深
め
て
い
く
。
こ
の
時
期
に
彼
が
求
め
て
い
た
改
革

の
方
向
は
、
　
『
み
言
葉
の
宣
教
』
と
い
う
数
会
改
革
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
市

民
共
同
体
と
は
区
別
さ
れ
た
教
会
共
同
体
が
自
ら
の
牧
師
を
任
命
し
、
ま
た

免
職
し
う
る
』
よ
う
な
説
教
運
動
に
基
い
た
福
音
主
義
的
教
会
共
同
体
を
理

想
と
す
る
。
彼
は
こ
の
改
革
案
を
キ
リ
ス
ト
の
霊
的
統
治
と
俗
的
統
治
の
綾

別
と
い
う
点
か
ら
作
り
だ
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
教
権
に
対
す
る
反
抗
に
つ

い
て
い
え
ば
、
第
一
期
の
よ
う
な
単
な
る
反
抗
は
影
を
ひ
そ
め
て
、
む
し
ろ

『
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
が
反
キ
リ
ス
ト
の
統
治
を
妨
害
す
る
』
と
福
音
宣
教
が

積
極
的
に
前
爾
に
お
し
だ
さ
れ
る
。
無
権
に
対
し
て
は
、
基
本
的
に
は
第
一

期
と
の
間
で
大
き
な
変
化
は
な
い
。
そ
し
て
、
二
世
界
統
治
説
．
に
基
く
二
つ

の
統
治
様
式
が
混
同
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
ル
タ
ー
は

激
し
い
攻
撃
を
加
え
る
。
そ
れ
が
農
民
戦
争
の
場
合
で
あ
る
。
福
音
主
義
の

旗
の
下
に
社
会
改
革
を
目
論
む
農
民
の
要
求
は
、
世
俗
的
統
治
と
キ
ジ
ス
ト

の
霊
的
統
治
と
を
混
同
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
期
は
一
五
三
〇
年
代
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
帝
国
の
政
治
勢

力
に
発
展
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
ル
タ
ー
は
ザ
ク
セ
ン
の
宮
廷
法

律
家
の
意
見
と
同
様
に
、
皇
帝
と
帝
国
等
族
と
を
同
位
の
俗
権
と
み
な
す
に

至
り
、
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
の
皇
帝
に
対
す
る
武
力
反
抗
の
可
能
性
を
承
認
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
単
に
当
時
の
政
治
情
勢
に
適
合
す
る
よ
う
な
法

解
釈
の
運
用
と
い
う
側
颪
か
ら
の
み
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ル

タ
ー
に
と
っ
て
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
政
治
責
任
は
救
済
へ
の
秩
序
の
中
で

終
末
論
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
生
き
る
1
救
済
史
の
中
の
事
柄
一
と
い
う

こ
と
」
か
ら
も
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
般
の
ル
タ
ー
観
と
は
異

な
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
の
積
極
的
反
抗
論
も
、
決
し
て
ル
タ
ー
本
来
の
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神
学
的
立
場
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
、
時
期
に
よ
り
変
化
が
あ
る
と
映
る
ル
タ
ー
の
反
抗
権
理
解
も
、

世
界
統
治
説
と
い
う
観
点
か
ら
整
合
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
部
　
ル
タ
ー
の
二
世
界
統
治
説
の
歴
史
的
位
置

　
「
筑
二
章
　
中
世
の
二
黒
説
、
特
に
教
皇
絶
　
対
権
へ
の
批
判
」

二

　
本
章
は
、
中
世
の
二
権
説
、
あ
る
い
は
八
剣
説
と
ル
タ
ー
の
見
解
の
対
立

点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
教
会
が
現
蝕
で
教
権
と
俗
智
の
両
方
を
保
有

す
る
と
い
う
考
え
は
古
く
十
二
世
紀
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
教
皇
絶
対
権
の

主
張
を
伴
う
い
わ
ゆ
る
コ
一
剣
説
」
（
N
ノ
く
①
一
一
Q
り
O
ゴ
♂
く
Φ
吋
け
O
弓
－
↓
プ
Φ
O
据
置
O
）
を
、

『
神
は
教
会
に
二
つ
の
剣
を
与
え
給
う
た
』
と
い
う
古
典
的
表
現
に
よ
っ
て

完
成
し
た
の
は
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
七
で
あ
っ
た
。
大
教
書
『
ウ
ナ
ム
・

サ
ソ
ク
タ
ム
隠
（
9
類
旨
。
・
舘
。
翁
白
）
か
ら
そ
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ

う
で
あ
る
。
唯
一
の
聖
な
る
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会
の
外
に
は
救
い
も
罪
の
赦
し

も
な
い
。
こ
の
教
会
の
主
は
ひ
と
り
で
あ
り
、
　
『
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
、
即
ち

キ
リ
ス
ト
の
代
表
者
ペ
テ
ロ
、
ま
た
ペ
テ
ロ
の
後
継
者
』
で
あ
る
。
こ
の
教

会
に
は
俗
権
と
教
権
と
い
う
二
つ
の
剣
が
与
え
ら
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
両
方

と
も
ペ
テ
ロ
が
使
用
で
き
る
。
精
神
的
権
力
と
し
て
の
教
権
は
、
物
質
的
権

力
と
し
て
の
俗
権
に
優
位
す
る
。
教
権
は
俗
説
を
任
命
し
、
も
し
こ
れ
が
よ

く
な
い
場
合
に
は
こ
れ
を
裁
く
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
主
張
の
中
か
ら
ル
タ

ー
の
二
世
界
統
治
説
と
の
相
違
点
を
拾
い
あ
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
二

剣
説
の
二
つ
の
権
威
は
神
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
と
き
俗
調
は

教
権
の
下
層
な
い
し
は
下
級
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ

を
支
配
す
る
法
、
自
然
法
と
神
の
法
に
は
上
下
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
こ
と
、
従
っ
て
教
権
は
俗
権
を
「
頂
接
偏
支
配
統
治
で
き
る
こ
と
、
ま

た
こ
こ
に
理
解
さ
れ
て
い
る
俗
権
に
は
終
末
論
的
、
悪
魔
的
な
様
相
の
把
握

は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
結
論
と
し
て
次
の
こ
と
が

い
え
る
。
第
一
に
、
二
概
説
に
は
ル
タ
ー
の
二
世
界
統
治
説
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
終
末
論
や
救
済
論
を
欠
い
て
い
る
。
次
に
、
両
者
を
救
済
史
的
側
面
か

ら
比
較
し
た
と
き
、
前
者
は
後
者
に
お
け
る
よ
う
な
、
教
権
と
塾
主
は
神
の

窟
右
の
手
で
あ
る
と
い
う
並
存
的
位
置
付
け
も
、
三
機
関
説
の
よ
う
に
、
そ

れ
ら
を
世
界
保
持
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
す
る
相
対
的
把
握
も
持
た
な
い
。

　
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
教
説
は
、
そ
の
成
立
の
根
本
に
あ
る

儒
仰
へ
の
姿
勢
そ
の
も
の
か
ら
し
て
全
く
異
な
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　
「
第
二
章
　
熱
狂
主
義
批
判
」

　
本
章
は
、
ミ
ュ
ソ
ツ
ァ
ー
、
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ヅ
ト
と
い
う
ル
タ
ー
の
周
辺

に
い
た
同
時
代
の
熱
狂
主
義
者
た
ち
と
ル
タ
…
と
の
比
較
を
、
彼
ら
の
思
想

分
析
を
通
じ
て
行
う
。

　
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
つ
い
て
の
論
点
は
三
つ
に
絞
ら
れ
る
。
ω
三
芳
と
律
法
。

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
論
を
批
判
し
て
、
ル
タ
ー
は
神
の
新

し
い
契
約
、
即
ち
、
信
仰
義
認
に
つ
い
て
転
倒
し
た
解
釈
を
し
て
い
る
と
い

う
。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
…
に
よ
れ
ば
、
　
『
す
べ
て
選
ば
れ
た
者
は
人
々
の
不
信
仰

を
律
法
の
行
な
い
に
よ
っ
て
知
る
』
　
「
律
法
は
義
と
さ
れ
た
者
の
存
在
一

選
ば
れ
た
者
I
l
の
中
心
で
あ
っ
た
」
他
方
、
ル
タ
ー
に
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
律
法
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
な
い
。

人
は
だ
だ
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
　
『
キ
リ
ス
ト
の
み
霊
は

義
し
く
な
い
者
を
忍
耐
を
も
っ
て
負
い
、
助
け
、
憐
れ
な
罪
人
を
軽
蔑
し
な

い
』
し
か
し
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
『
そ
こ
か
ら
新
し
い
生
活
は

始
ま
ら
な
い
』
し
、
む
し
ろ
ル
タ
ー
は
『
キ
リ
ス
ト
の
つ
け
で
無
銭
飲
食
し

て
い
る
』
。
②
こ
の
対
立
は
両
者
の
教
会
論
の
相
違
に
連
な
る
。
ル
タ
ー
に
お

け
る
、
あ
の
み
え
る
教
会
と
み
え
ざ
る
教
会
と
い
っ
た
教
会
の
二
重
性
と
そ
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の
区
別
の
強
調
は
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
は
み
ら
れ
な
い
。
彼
の
教
会
論
と
は
、

町、_
に
選
ば
れ
た
者
た
ち
の
契
約
団
体
』
（
び
＝
口
窄
伽
Φ
同
庁
口
ゆ
Φ
同
嶺
Φ
一
叶
①
扁
回
（
甲
O
び
一
匂
。
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
し
い
業
と
神
の
教
え
を
体
験
す
る
「
選
ば
れ
た
者
た

ち
」
が
形
成
す
る
団
体
が
俗
権
を
奪
取
し
、
や
が
て
こ
の
世
を
直
接
、
支
配

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
目
的
を
も
つ
宗
教
的
一
元
論
に
立
っ
て
い
る
。

③
歴
史
理
解
。
彼
に
よ
れ
ば
、
選
ば
れ
た
者
た
ち
は
や
が
て
律
法
を
も
止
揚

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世
の
人
間
が
神
々
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ

の
神
に
な
る
こ
と
は
個
人
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
社
会
全
体
に
お
い

て
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
彼
の
特
徴
が
あ
る
。
従
っ
て
、
既
存

の
社
会
秩
序
の
中
で
有
産
者
と
支
配
者
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
る
現
世
の

悪
し
き
被
身
性
に
対
し
て
、
真
の
信
仰
は
鋭
く
対
立
し
、
こ
れ
を
力
で
転
覆

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
論
点
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ

ー
に
と
っ
て
世
俗
権
力
は
常
に
悪
で
あ
っ
て
、
ル
タ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
世

俗
権
力
が
救
済
史
に
お
い
て
教
会
と
は
独
立
し
た
独
自
の
意
味
を
持
つ
こ
と

は
な
い
。

　
カ
…
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
場
合
も
、
論
点
は
い
く
つ
か
に
絞
ら
れ
る
。
ω
彼

も
ル
タ
…
と
は
律
法
理
解
を
異
に
す
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵
を
内
灘
啓

示
、
律
法
を
外
的
啓
示
と
し
て
、
双
方
に
同
じ
重
み
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

律
法
は
単
な
る
外
的
文
字
で
は
な
く
、
罪
を
外
的
に
で
は
あ
る
が
真
に
啓
示

す
る
と
説
明
さ
れ
る
。
②
従
っ
て
、
義
の
証
明
は
律
法
に
従
い
、
キ
リ
ス
ト

を
模
範
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
「
模
範
」
で
あ

る
。
他
方
、
ル
タ
ー
の
場
合
に
は
、
　
『
人
々
の
前
で
は
遍
し
く
と
も
、
神
の

前
で
は
罪
人
と
し
て
、
悔
い
改
め
と
苦
難
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
に
ふ
さ
わ
し

く
』
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は
神
の
「
賜
物
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
㈲
次
に
、
こ
の
よ
う
な
律
法
と
福
音
の
解
釈
が
導
き
だ
す
教
会
論
の
理

論
的
論
拠
。
こ
こ
で
は
、
ト
レ
ル
チ
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
三
分
類
か
ら

論
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ト
レ
ル
チ
の
分
類
の
う
ち
、
セ
ク
ト
型
は
、

更
に
、
　
「
世
直
し
型
」
　
（
俗
権
敵
視
1
ー
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
）
と
、
　
「
隔
離
さ
れ

た
小
社
概
形
成
型
」
　
（
脱
政
治
主
義
1
1
例
え
ば
シ
ュ
ラ
イ
ト
ハ
イ
ム
宣
言
の

再
洗
礼
派
」
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
カ
ー
ル
シ
ュ
タ

ッ
ト
は
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
と
い
う
箏
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ー
ル

シ
ュ
タ
ッ
ト
の
教
会
論
の
前
提
に
な
る
十
誠
の
理
解
を
み
て
ゆ
く
と
、
そ
れ

は
ト
レ
ル
チ
の
指
摘
通
り
に
弱
者
、
強
者
、
上
下
の
別
な
く
す
べ
て
の
者
に

一
様
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
自
然
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
山
上
の
説
教
の
絶
対
自
然
法
化
に
由
来
す
る
権
力
、
戦
争
、

宣
誓
、
私
有
財
産
の
否
定
は
追
加
さ
れ
な
い
。
彼
は
十
誠
の
み
を
共
同
体
形

成
の
契
約
条
件
と
す
る
。
そ
の
点
で
、
山
上
の
説
教
に
共
同
体
形
成
の
基
礎

を
求
め
た
再
洗
礼
派
と
相
違
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
、
信
仰
者
と
非
信
仰
者

の
混
合
体
と
し
て
の
共
同
体
を
考
え
て
い
た
ル
タ
ー
の
教
会
論
と
異
な
る
の

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
教
会
論
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に

近
い
、
い
わ
ば
行
為
義
認
に
基
く
共
同
体
完
全
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
俗

権
敵
視
、
俗
権
奪
取
と
い
う
過
激
さ
を
欠
い
て
い
る
。

　
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
　
「
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
と
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
と

は
、
救
済
論
的
次
元
の
行
為
義
認
を
こ
の
世
の
領
域
に
拡
大
し
て
い
こ
う
と

す
る
点
に
一
そ
の
首
尾
一
貫
性
に
は
強
弱
が
あ
る
に
し
て
も
一
如
通
な

も
の
が
み
ら
れ
る
」
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ル
タ
ー
の
救
済
史
観

か
ら
す
れ
ば
、
共
に
神
の
世
界
統
治
の
二
様
式
と
対
立
す
る
宗
玉
翰
一
元
論

の
熱
狂
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
通
例
の
研
究
書
な
ら
ば
、
お
わ
り
に
全
体
に
つ
い
て
の
著
者
の
結

論
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
そ
れ
が
な
い
。
な
ぜ
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な
ら
、
本
書
の
叙
述
の
進
め
方
が
最
初
に
全
体
の
見
通
し
を
た
て
て
結
論
を

出
し
、
そ
れ
を
次
に
説
明
し
て
い
く
と
い
う
論
法
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。　

こ
こ
で
、
本
書
か
ら
授
け
ら
れ
た
評
者
の
問
題
提
起
と
感
想
を
述
べ
た
い
。

著
者
の
構
成
と
文
脈
を
離
れ
て
、
宗
教
改
革
を
学
び
歴
史
学
徒
と
し
て
改
め

て
本
書
に
接
し
て
み
る
と
、
本
書
に
は
興
味
深
い
問
題
提
起
が
含
ま
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
二
世
界
統

治
説
か
ら
ル
タ
ー
思
想
の
全
体
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
は
じ
め
に
も
述
べ
た
。
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
評

者
は
本
書
を
読
ん
で
か
ら
、
自
身
の
ル
タ
ー
像
を
吟
味
し
な
お
す
必
要
を
感

じ
て
い
る
。
次
に
、
ル
タ
ー
は
彼
の
改
革
を
、
本
来
「
説
教
運
動
」
と
考
え

て
い
た
と
い
う
第
三
部
第
三
章
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
彼
は
福
音
主
義
的
教

会
共
同
体
の
形
成
を
市
民
共
同
体
と
は
全
く
異
な
る
次
元
で
捉
え
て
お
り
、

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
領
邦
教
会
制
度
と
は
相
容
れ
な
い
思
考
で
あ
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
領
邦
教
会
制
の
実
施
、
そ
れ
に
先
立
つ
ヴ
ィ
ッ
テ
ン

ベ
ル
ク
で
の
改
革
運
動
、
農
民
戦
争
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
意
義
を
再
検
討
す

る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
中
世
の
二
剣
説
と
ル
タ
ー
思

想
と
の
対
立
点
の
比
較
は
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
現
在
の
陥
穽
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
評
価
し
た
い
。
従
来
の
ル
タ
ー
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

近
代
か
ら
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ル
タ
ー
と
中
世
の
政

治
思
想
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
云
々

す
る
前
に
、
一
度
は
試
み
ら
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
理
解
…
は
容
易
で
は
な
い
。
課
題
が
神
学
と
い
う
形
而

上
学
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
叙
述
の
進
め
方

に
も
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
史
料
を
数
多
く
引
用
し
、

史
料
を
そ
の
ま
ま
論
理
展
開
の
媒
体
に
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は

説
得
的
で
は
あ
る
が
、
読
響
に
は
論
点
が
絞
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

評
老
の
知
識
の
浅
簿
さ
を
顧
み
ず
に
述
べ
る
こ
と
を
許
し
て
頂
け
れ
ば
、
著

者
自
身
、
引
用
文
の
論
理
に
惑
わ
さ
れ
て
研
究
課
題
の
論
点
を
ま
と
め
き
れ

て
い
な
い
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
三
部
の
熱
狂
主
義
批
判

の
章
で
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
場
合
、
教
会
論
の
内
容
が
具
体
的
に
語
ら
れ
る

の
に
対
し
、
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
場
合
に
は
教
会
論
の
基
礎
的
モ
メ
ン
ト

の
検
討
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
後
者
に
具
体
的
な
教
会
論
が
欠
け

て
い
る
こ
と
か
ら
来
る
難
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
本
書
に
は
活
字
の
ミ
ス
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
直
接
、

著
者
の
責
任
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
入
念
な
校
正
が
行
わ
れ
れ
ば
す

む
こ
と
だ
け
に
残
念
で
あ
る
。
本
書
に
は
出
版
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
事
惜
が
あ
る
か
に
も
思
わ
れ
る
。
巻
末
に
記
載
さ
れ
て
い
る
発
行
日
と
、

実
際
に
店
頭
に
出
さ
れ
た
日
時
と
に
も
幾
分
ず
れ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
お
わ
り
に
本
書
評
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
著
老
及
び
読
者
に
お
断

り
を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
れ
は
本
稿
が
、
評
者
の
理
解
力
の
不
足
に
撫
え
て
、

大
部
の
著
作
を
限
ら
れ
た
紙
数
で
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
理

由
か
ら
、
内
容
を
十
分
野
伝
え
き
れ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
著
者
の
本
意
を
逸

脱
す
る
く
だ
り
が
あ
る
や
も
し
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
御
叱
責
と
御
教
唆
を
頂

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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